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フ
ィ
ヒ
テ
は
彼
の
所
謂
哲
学
、
即
ち
知
識
学
の
体
系
を
理
解
す
る
た
め
の
要
訣
と
し
て
、
　
「
常
…
に
自
己
の
許
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
専

　
　
心
集
中
す
る
こ
と
」
　
（
窯
．
ど
ω
．
○
。
以
下
引
用
は
彼
の
息
子
の
編
纂
し
た
全
集
本
及
び
遺
稿
集
に
拠
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
N
な
る
文
宇
を
巻
数
の

　
　
前
に
附
す
）
、
或
は
「
渾
身
の
精
神
的
生
き
方
」
（
宏
●
芦
ψ
ゆ
O
）
を
挙
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
そ
の
人
自
身
に
お
い
て
全
世
界
観
が
変
る
」

　
　
（
累
6
目
博
ω
．
ゆ
O
）
よ
う
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
充
分
な
理
由
が
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
知
識
学
の
多
岐

　
　
に
亙
る
叙
述
形
式
及
び
曲
折
を
極
め
る
内
容
が
容
易
な
接
近
を
許
さ
ず
、
従
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
右
の
警
告
を
無
視
し
て
は
彼
の
思
想
を
誤

　
　
り
な
く
捉
え
る
こ
と
が
不
可
能
に
近
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
が
『
知
識
学
』
を
幾
度
と
な
く
改
訂
し
且
つ
殆
ん
ど
同
じ
題

　
　
目
の
下
に
、
生
涯
に
亙
っ
て
、
思
想
の
展
開
を
試
み
る
と
い
う
異
例
の
挙
に
出
た
の
は
、
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
彼
の
知
識
学
は
当
時
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
所
期
し
た
程
に
十
分
な
る
理
解
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
、
特
に
彼
が
最
も
期
待
と
希

　
　
望
を
寄
せ
て
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
彼
の
後
継
者
と
な
る
ど
こ
ろ
か
そ
の
独
自
の
哲
学
を
も
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
に
鰐
し
て
絶
え
ず
対
決
を
迫

　
　
っ
て
来
た
が
た
め
に
、
彼
自
身
と
し
て
も
こ
れ
に
反
駁
し
自
ら
の
哲
学
の
正
当
性
・
真
理
性
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
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1
　
事
清
が
、
伏
在
す
る
こ
と
は
何
と
し
て
も
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
桑
時
に
又
、
我
々
は
、
彼
が
自
ら
の
思
想
を
深
化
し
一
層
の

　
　
琢
磨
さ
を
期
す
る
過
程
に
お
い
て
、
彼
が
自
ら
意
識
す
る
と
否
と
に
関
わ
り
な
く
、
思
想
内
容
そ
の
も
の
を
原
理
的
に
変
更
す
る
方
向
を

　
　
辿
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
の
晩
年
の
思
想
は
彼
の
在
世
中
に
は
殆
ん
ど
著
作
と
し
て
公
刊
さ

　
　
れ
ず
に
終
り
、
彼
の
息
子
の
手
に
よ
っ
て
遺
稿
集
と
し
て
今
臼
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
遺
稿
集
を
通
し
て
、
我
々

　
　
は
、
彼
が
知
識
学
を
当
時
の
「
唯
一
真
正
な
」
哲
学
と
見
倣
し
て
い
た
こ
と
を
明
瞭
に
看
取
で
き
る
。
併
し
そ
の
場
合
、
我
々
は
知
識
学

　
　
が
初
期
の
そ
れ
と
は
面
属
を
一
新
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
周
知
の
如
く
、
フ
ィ
と
テ
は
『
浄
福
な
る
生
へ
の
指
示
』
其

　
　
他
に
お
い
て
知
識
学
の
思
想
の
首
尾
一
貫
性
・
不
変
性
を
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
彼
の
思
想
の
展
開

　
　
の
跡
を
丹
∵
念
に
辿
っ
て
み
る
時
、
彼
の
思
想
の
内
容
上
の
変
更
を
紛
れ
も
な
く
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
抑
々
人
闘
は
自
ら
の
思
想
の
同
一
不
変
性
を
数
十
年
間
も
保
持
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
況
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
く
、
行
動
的
論
争
的
性

　
　
格
の
持
主
が
相
手
の
反
駁
に
応
答
す
る
た
め
に
、
何
等
か
の
仕
方
で
既
に
相
手
の
論
陣
そ
の
も
の
の
内
に
侵
入
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ず
、

　
　
こ
れ
を
た
え
ず
繰
返
し
て
い
る
間
に
根
手
の
曲
想
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
面
か
ら
必
然
的
に
自
ら
の
論
陣
の
組
み
変
え
が

　
　
行
わ
れ
、
そ
れ
故
の
変
貌
と
い
う
こ
と
も
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
グ
ザ
ビ
エ
・
レ
オ
ン
の
『
フ

　
　
ィ
ヒ
テ
と
そ
の
時
代
』
（
．
．
節
。
節
①
簿
ω
○
昌
8
ヨ
℃
吹
、
）
を
参
照
の
こ
と
）
。
カ
ン
ト
も
既
に
減
っ
た
如
く
、
確
か
に
哲
学
は
そ
の
思
想
の

　
　
自
己
圃
「
性
・
～
貫
性
を
強
く
要
求
す
る
学
で
あ
る
と
は
い
え
（
＜
脅
嚇
．
穴
事
瓢
■
弓
．
＜
■
し
り
．
し
Q
O
曾
　
℃
●
　
圏
W
塵
）
、
そ
の
変
貌
・
転
換
も
亦
不
可
避

　
　
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
哲
学
の
特
色
が
存
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
況
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
如
く
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
主
観
性
の

　
　
立
場
に
立
っ
た
哲
学
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
思
索
を
徹
底
し
て
ゆ
く
限
り
、
そ
の
変
更
は
原
理
的
に
見
て
当
然
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の

　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
で
は
な
い
か
。
何
故
な
ら
ば
、
主
観
は
そ
れ
が
主
観
で
あ
る
限
り
、
如
何
に
深
め
ら
れ
た
或
は
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
に
せ
よ
、
た
と
え
彼
の

　
　
所
謂
絶
村
的
主
観
に
な
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
拠
っ
て
立
つ
場
を
離
れ
て
は
在
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
場
自
身
は
最
早
主
観
な
ら
ざ
る

　
　
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
主
観
の
云
わ
ば
根
拠
と
し
て
の
場
と
い
う
も
の
が
、
相
対
的
主
観
を
超
え
た
無
限
に
動
的
行
為
的
絶
対



　
　
自
我
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
余
り
に
狭
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
主
観
と
い
う
近
世
的
意
味
を
超
え
て
、

　
　
ヒ
ぷ
ケ
　
メ
ノ
ン

　
　
基
体
・
基
底
性
と
い
う
原
義
を
恢
復
し
、
絶
蒐
主
観
も
か
か
る
も
の
に
よ
っ
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿

　
　
論
フ
ィ
ヒ
テ
の
主
観
・
自
我
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ
の
喘
ブ
ル
ー
ノ
ー
』
や
『
哲
学
と
宗
教
騒
其
他
に
お
い
て
酷
評
し
た
如
く
、
相
対
的

　
　
主
観
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
個
別
的
主
観
に
と
っ
て
絶
対
自
我
・
主
観
が
既
に
基
底
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
る
ひ

　
　
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
こ
の
絶
対
自
我
の
お
か
れ
る
べ
き
場
は
、
絶
対
基
体
と
し
て
の
「
絶
対
存
在
」
一
絶
対
的
生
命
と
も
言

　
　
わ
れ
る
一
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
、
　
『
先
験
的
論
理
学
臨
（
一
入
一
二
年
）
に
お
い
て
「
自
我
の
根
拠
は
言
誤

　
　
自
身
の
内
に
は
存
在
し
な
い
」
（
Z
●
芦
ω
．
卜
⊃
b
。
り
）
と
言
明
し
た
如
く
、
後
期
の
彼
は
自
我
の
根
底
に
絶
対
存
在
と
し
て
の
神
を
置
く
よ
う

　
　
に
な
っ
た
。
当
初
に
は
自
我
に
実
体
性
・
存
在
性
を
拒
み
、
ひ
た
す
ら
「
行
為
性
」
・
「
活
動
性
」
の
み
を
帰
し
て
い
た
彼
も
、
騰
て
そ
の

　
　
活
動
性
の
由
来
の
問
題
を
通
し
て
、
西
洋
の
存
在
論
的
伝
統
と
の
絡
み
合
い
に
お
い
て
「
存
在
」
概
念
を
自
ら
の
体
系
の
う
ち
に
確
立
す

　
　
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
も
そ
の
内
容
の
深
ま
り
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
絶
対
的
基
底
の
問
題
に
逢
着
せ

　
　
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
我
々
は
、
彼
の
初
期
の
自
我
中
心
的
な
知
識
学
が
、
そ
の
背
後
に
伏
せ
た
ま
ま
に

　
　
し
て
お
い
た
聞
題
が
後
期
に
お
い
て
顕
わ
な
形
で
取
上
げ
ら
れ
、
体
系
講
成
の
新
た
な
根
本
原
理
と
し
て
据
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
言
う

　
　
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
知
識
学
の
溝
造
上
の
大
き
な
変
化
で
あ
り
、
原
理
上
の
大
き
な
転
換
で
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
我
々
は

　
　
こ
の
間
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
N
・
ハ
ル
ト
マ
ソ
が
「
知
識
学
は
主
観
的
観
念
論
で
は
な
い
。
寧
ろ
そ
れ
は
、
全
て
の
観
念

　
　
論
竺
般
が
根
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
全
存
在
の
、
意
識
に
対
立
す
る
全
て
の
根
本
関
係
を
忘
れ
て
、
主
観
を
離
れ
た
生
け
る
神
の
絶
鰐

　
　
実
在
論
に
変
貌
し
た
」
（
U
δ
℃
議
8
0
喜
δ
号
ω
価
舞
ω
畠
穴
冠
㊦
巴
冨
量
器
ω
●
り
H
）
と
要
っ
た
こ
と
に
賛
意
を
表
し
た
い
。

　
　
　
兎
に
角
、
彼
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
一
貫
性
・
不
変
性
に
一
種
の
破
綻
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
思
想
の
脆
弱
さ
を
意
味
す
る
の

　
　
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
彼
が
生
涯
に
亙
り
限
り
な
き
思
想
的
苦
闘
を
経
験
し
乍
ら
も
、
そ
こ
か
ら
冠
婚
し
真
に
安
ら
い
得
る
場
に
達
し
た
こ

　
　
と
が
彼
自
身
に
と
っ
て
も
本
質
的
に
は
悦
び
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
一
体
彼
の
思
想
は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
通
っ
て
変
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目

零
乃
至
変
更
の
実
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
簡
短
に
前
期
の
知
識
学
の
思
想
と
の
連
関
に
お
い
て
検
討
し
て
み

　
（
2
）

た
い
。

　
前
期
知
識
学
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
纒
わ
る
二
元
性
の
閥
題
を
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
て
、
こ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
（
自
我
）
と
実
践
理
性
（
自
我
）
を
統
一
す
る
絶
対
自
我
の
原
理
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
如
く
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
哲
学
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
～
個
の
絶
対
者
の
哲
学
で
あ
る
。
自
我
は
正
に
絶
対
的
原
理
と
し
て
】
切
の
も
の
の
構
成

原
理
、
更
に
言
え
ば
発
出
原
理
た
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
全
て
の
学
、
知
識
も
こ
の
自
我
の
活
動
様
式
か
ら
導
出
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
前
期
の
絶
対
主
観
と
し
て
の
自
我
の
理
念
の
立
場
は
、
近
代
西
洋
思
想
の
中
核

を
な
す
自
我
を
そ
の
極
限
に
ま
で
推
進
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
み
得
な
い
事
実
で
あ
る
。
然
る
に
、
後
期
知
識
学
は
所
謂
無
神
論
論

争
に
端
を
発
す
る
、
絶
対
者
の
内
容
の
問
題
の
解
決
に
努
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
展
開
さ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
に
属
す
る
の
で

あ
り
、
そ
こ
で
は
絶
対
老
は
最
早
自
我
で
は
な
く
て
、
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
次
第
に
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
周
知
の
如
く
、

一
八
○
○
年
の
『
人
間
の
使
命
臨
が
そ
の
転
機
点
に
立
っ
て
い
る
。
併
し
知
識
学
が
飽
く
迄
、
絶
対
者
の
哲
学
と
し
て
そ
の
存
在
性
を
保
持

し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
絶
対
者
羅
神
と
絶
対
者
段
自
我
が
原
理
的
に
如
何
に
調
停
さ
れ
る
べ
き
か
の
問
題

が
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
深
戸
な
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
知
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
絶
対

性
と
い
う
次
元
に
お
い
て
神
（
つ
ま
り
宗
教
）
と
自
我
（
倫
理
）
と
の
関
係
が
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
解

決
は
、
絶
対
者
と
有
限
な
個
人
と
の
単
な
る
信
仰
に
よ
る
関
係
に
求
め
ら
れ
得
ず
、
生
命
の
高
揚
に
よ
る
直
接
的
結
合
関
係
と
で
も
称
す

べ
き
神
秘
主
義
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
彼
自
身
は
神
秘
主
義
と
い
う
言
葉
を
極
度
に
忌
避
し
て
い
る
の
で
は
あ

る
が
、
後
世
の
フ
ィ
ヒ
テ
研
究
家
で
あ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
神
秘
主
義
的
性
格
を
指
摘
し
な
い
者
は
殆
ん
ど
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

併
し
フ
ィ
ヒ
テ
が
如
何
に
神
秘
主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い
た
に
せ
よ
、
中
世
人
な
ら
ぬ
彼
は
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
知
の
立
場
に
立
っ
て
思

惟
し
続
け
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
寧
ろ
哲
学
的
知
の
徹
底
化
と
い
う
過
程
が
自
ず
と
神
秘
主
義
的
と
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。



　
　
　
兎
に
角
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
根
底
に
伏
在
す
る
門
絶
対
者
」
乃
至
「
無
二
約
春
」
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
「
要
請
」
乃
至

　
　
「
想
望
こ
の
域
を
脱
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
そ
の
一
つ
の
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
の
際
根
本
原
理
を
絶
対
者
1
1

　
　
自
我
か
ら
、
絶
対
知
…
一
『
一
八
○
｛
年
の
知
識
学
』
に
明
ら
か
な
如
く
、
絶
対
存
在
の
云
わ
ば
応
現
と
し
て
の
一
を
経
て
、
絶
対
者
1
1

　
　
神
へ
と
移
す
と
い
う
方
向
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
前
期
に
滋
ぎ
る
活
動
的
行
為
的
自
我
の
倫
理
主
義
が
後
期
に
お
い
て
は
絶
対
存
在
・
絶

　
　
対
生
命
と
い
う
宗
教
的
原
理
に
よ
っ
て
規
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
変
更
が
後
期
に
お
い
て
、
晩
年
に
至
る
ま
で
度
々
『
知
識
学
』

　
　
の
叙
述
の
改
訂
に
フ
ィ
ヒ
テ
を
駆
り
立
て
た
有
力
な
原
礪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
期
の
知
識
学
が
自
我
を
究
極
原
理
と
す
る
全
体
的

　
　
知
識
の
体
系
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
期
知
識
学
は
最
早
自
我
哲
学
と
い
う
意
味
を
脱
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
絶
対
者
た
る
神
を
有

　
　
す
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
知
識
学
自
身
は
絶
対
知
と
し
て
、
絶
対
者
そ
の
も
の
に
関
わ
る

　
　
知
を
意
味
し
、
絶
対
者
た
る
神
が
正
に
絶
対
知
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
を
確
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
『
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
』
に

　
　
お
い
て
そ
の
端
緒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
　
『
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
』
に
お
い
て
　
層
明
確
な
形
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
つ
た
。
例
え
ば
、
　
㎝
、
絶
対
者
即
ち
神
は
理
性
的
精
神
の
真
の
地
盤
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
ひ
と
は
真
の
安
ら
い
と
浄
福
を
見
出
す
、

　
　
こ
の
絶
対
者
の
最
も
純
粋
な
表
現
が
知
識
学
で
あ
る
扁
（
釣
替
¢
這
。
。
）
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
前
期
の
自
我
の
倫
理
的
理
念
的

　
　
高
翔
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
誰
し
も
そ
の
民
訴
の
大
な
る
こ
と
に
驚
か
ず
に
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
又
絶
対
者
は
「
根
源
的
光
」
と
し
て

　
　
の
意
味
を
も
ち
、
反
省
的
概
念
的
な
、
洞
察
の
否
定
と
し
て
の
「
明
証
自
体
」
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
生
命
的
体
験
的
に
の
み
触
れ
ら
れ
る

　
　
「
不
可
捉
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
概
念
的
把
握
に
対
し
て
は
た
だ
否
定
的
媒
介
項
と
で
も
称
さ
れ
る
べ
き
位
置
に
立
つ
わ
け
で
あ

　
　
る
。
併
し
他
方
、
理
性
は
即
自
我
と
し
て
、
　
「
理
性
は
理
性
と
し
て
の
そ
れ
自
身
の
根
拠
で
あ
り
」
、
「
知
識
学
は
理
性
の
直
接
の
外
現
で

　
　
あ
り
、
生
命
で
あ
る
」
（
2
・
拝
O
o
■
¢
。
O
α
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
辺
り
に
絶
対
者
の
存
在
を
一
面
で
は
根
拠
と
し
て
認
め
乍

　
　
ら
も
、
他
面
で
は
知
識
学
に
独
立
的
。
自
立
的
性
格
を
認
め
る
と
い
う
絶
対
性
の
軸
重
関
係
が
看
取
さ
れ
る
。
　
「
知
識
学
は
理
性
1
1
翼
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
論
で
あ
り
乍
ら
も
、
他
方
真
の
現
象
論
で
あ
る
」
（
乞
．
戸
ω
’
卜
。
8
）
と
フ
ィ
ヒ
テ
が
　
＝
口
つ
た
所
以
で
あ
る
。
知
識
学
が
そ
の
絶
対
性
・
独

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
哲
滋
ず
研
究
　
　
第
五
百
十
ム
ニ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
ハ

鵬　
　
立
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
飽
く
迄
も
絶
対
者
を
そ
の
存
在
性
に
お
い
て
明
示
し
、
理
由
づ
け
る
位
置
を
占
め
る
限
り
に
お
い

　
　
て
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
知
識
学
が
絶
対
者
の
真
の
現
象
と
し
て
「
絶
対
知
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
所

　
　
か
ら
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
っ
て
「
現
象
偏
或
は
像
の
問
題
が
大
き
な
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
繭
期
に
お
い
て
も
既
に
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
は
「
生
産
的
」
創
造
的
な
先
験
的
構
想
力
（
1
1
戯
者
力
）
と
い
う
自
我
の
能
力
に
着
眼
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
客
観
界
・
表
象
界
の
構
成
を

　
　
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
が
、
今
や
絶
対
存
在
を
基
礎
に
据
え
た
新
た
な
る
立
場
か
ら
、
像
の
概
念
を
捉
え
直
し
、
こ
れ
を
拡
大
し

　
　
て
一
切
を
像
の
体
系
と
し
て
考
え
る
方
向
に
深
ま
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
遂
に
は
喪
章
す
ら
も
一
つ
の
像
で
あ
り
、
現
象
に
他
な
ら
ぬ
と

　
　
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
彼
が
宗
教
哲
学
的
に
知
識
学
の
内
容
を
深
化
し
た
結
果
に
よ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
事
実
、

　
　
一
八
〇
六
年
の
『
浄
福
な
る
生
へ
の
指
示
』
に
お
い
て
彼
が
如
何
に
宗
教
的
性
格
を
有
し
且
つ
そ
の
二
士
の
体
験
が
深
い
層
に
達
し
た
も

　
　
の
で
あ
る
か
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。
絶
対
者
獲
神
と
知
識
学
の
関
係
は
『
一
八
一
〇
年
の
知
識
学
撫
に
お
い
て
尚
一
層
の
編
笠
さ
を

　
　
以
て
展
開
さ
れ
た
。
神
が
絶
対
老
で
あ
る
如
く
、
そ
の
現
存
在
（
現
象
・
像
の
別
称
）
た
る
知
も
亦
絶
対
的
で
あ
る
。
絶
対
知
と
し
て
の

　
　
知
識
学
は
神
と
同
じ
く
絶
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
独
立
性
を
も
つ
、
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
絶
対
知
が
そ
れ
自
身
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
そ
の
現
象
と
も
言
う
べ
き
一
切
の
も
の
も
亦
像
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
自
我
は
完
全
に
神
に
お
い
て
そ
の
根
拠
を
も
ち
、
そ
の

　
　
像
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
　
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
は
こ
の
像
体
系
と
し
て
の
知
識
学
の
性
格
を
益
々
鮮
鉗
に
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
以
下
に
彼
の
晩

　
　
年
の
思
想
を
立
入
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
に
「
晩
年
の
」
と
い
う
の
は
、
一
八
一
〇
年
以
降
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
る
。
大
体
遺

　
　
稿
集
を
中
心
に
し
て
の
検
討
で
あ
る
。
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
は
そ
の
好
心
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
像
論
』
　
（
8
U
器
。
プ
巴
①
肖
．
．
閃
ざ
ぴ
8
の
ゼ
Φ
等
①

　
　
く
。
ヨ
b
ご
一
冠
）
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
像
論
が
前
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
の
一
貫
し
た
主
軸
的
思
想
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
が
（
8
「
葺
●
ω
．
お
）
、
私
は
、
叢
論
乃
至
現
象
論
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
宗
教
暫
学
的
思
想
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
立
つ
と
考

　
　
え
る
が
故
に
、
詳
論
の
後
期
の
、
特
に
晩
年
に
お
け
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
特
色
を
な
す
思
想
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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（
1
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
う
ち
に
「
変
更
」
の
事
実
の
存
在
す
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
人
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
論
敵
で
あ
っ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ

　
る
が
、
特
に
．
．
O
践
の
σ
q
§
σ
q
審
。
。
≦
効
冨
窪
く
㊦
穏
｝
延
9
一
。
。
も
。
霧
舘
脅
円
く
③
昏
Φ
ω
器
ほ
①
欝
滋
。
警
窪
畠
2
ド
①
聞
Φ
、
、
（
H
O
o
O
①
）
を
参
照
。
フ
ィ
ヒ
テ
の

　
思
想
の
研
究
家
の
う
ち
で
は
、
E
・
エ
ル
ド
マ
ン
で
あ
っ
た
と
雷
っ
て
よ
い
。
彼
は
そ
の
．
．
○
Φ
ω
o
賦
。
ぽ
①
偽
①
憎
質
①
煽
①
ヨ
℃
び
雛
。
ω
○
寓
①
、
”
第
六
巻
に

　
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
取
扱
い
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
前
期
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
を
唯
物
論
的
実
在
論
の
典
型
と
看
短
し
、
自
分
の
先
験
的
観
念
論
と
は
正

　
反
対
の
立
場
に
立
つ
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
後
期
に
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
在
論
を
葭
ら
の
内
に
取
入
れ
て
、
絶
対
存
在
と
し
て
の
神
を
自
我
の
代
り
に

　
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
…
好
士
に
対
す
る
一
種
の
補
完
を
認
め
る
に
蚕
つ
た
、
と
考
え
て
い
る
（
養
回
．
ω
山
①
卜
。
階
即
ω
山
羊
）
兎
に
角
、

　
エ
ル
ド
マ
ン
は
知
識
学
の
前
期
と
後
期
の
間
に
「
中
断
』
乃
至
［
、
間
隙
扁
の
存
す
る
こ
と
に
眼
を
と
め
、
そ
の
変
更
を
詣
饗
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
次
に
、
K
・
フ
ィ
シ
ャ
…
は
そ
の
、
、
○
⑦
。
。
。
窯
。
ぼ
Φ
餌
2
掃
誌
螺
①
毒
℃
謀
｝
霧
。
℃
窯
Φ
、
、
匿
穴
巻
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
発
展
に
「
上
り
途
」

　
と
「
下
り
途
」
と
の
区
別
が
存
し
、
前
者
が
前
期
の
、
後
者
が
後
期
の
特
色
を
な
す
と
し
乍
ら
も
、
従
っ
て
「
古
い
知
識
学
の
形
式
」
と
「
新
し
い

　
知
識
学
の
理
論
形
式
」
と
い
う
胤
違
を
承
認
し
乍
ら
も
、
　
「
意
識
そ
の
も
の
の
発
展
史
」
の
面
か
ら
フ
ィ
ヒ
テ
の
全
体
を
概
観
す
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ

　
の
書
明
の
如
く
、
知
識
学
は
…
益
し
て
同
一
不
変
で
あ
る
、
と
考
え
て
よ
い
と
し
て
い
る
（
〈
σ
q
囲
ω
る
O
駆
）
。

　
　
次
に
第
｝
二
に
、
　
フ
ァ
ル
ケ
ン
ベ
ル
ク
も
そ
の
、
．
○
⑦
Q
・
鉦
瓢
。
げ
仲
①
偽
①
巴
P
①
¢
①
『
雛
℃
プ
鵠
o
u
陰
。
℃
ま
①
、
、
に
お
い
て
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
が
後
期
で
は
活
動
的
絶
対

　
自
我
の
代
り
に
安
ら
う
絶
対
者
を
、
又
休
息
を
知
ら
ぬ
活
動
の
代
り
に
、
観
想
の
閑
か
な
浄
福
を
据
え
た
と
い
う
こ
と
は
不
当
で
あ
る
」
（
G
o
．
継
O
の
）

　
と
し
、
フ
ィ
シ
ャ
…
と
岡
じ
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
岡
一
的
な
考
え
が
、
中
断
な
く
遂
行
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
体
系
の
外
観
の
変
化
は
あ

　
っ
て
も
、
建
物
そ
の
も
の
は
そ
の
ま
ま
残
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰯

　
　
第
四
に
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
ト
は
そ
の
．
帆
○
霧
。
露
。
窪
③
儀
禽
鋒
。
β
㊦
導
℃
窯
一
〇
ω
o
℃
注
。
．
”
に
お
い
て
哲
学
の
方
法
は
変
ら
な
い
が
、
哲
学
的
世
界

観
が
変
っ
た
と
い
う
風
に
考
え
て
い
る
（
〈
騎
｝
5
　
ω
．
　
鳴
駆
H
）
。
つ
ま
り
彼
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
後
期
に
お
い
て
存
在
論
の
問
題
に
直
面
し
て
、
カ
ン
ト
か
ら

　
離
れ
て
、
新
プ
ラ
ト
ン
的
或
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
思
想
に
眼
を
転
じ
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
で
あ
り
、
結
局
後
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
神
の
存
在
が
行
為

　
の
哲
学
の
基
礎
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
た
。

　
次
に
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
研
究
家
と
し
て
著
名
な
E
・
ヒ
ル
シ
ュ
は
そ
の
．
．
Ω
ρ
臨
。
・
欝
口
曳
ヨ
鶴
溢
山
○
Φ
ω
o
窯
。
ぽ
⑦
貯
瞬
。
葺
①
ω
勺
ゲ
昌
。
ω
o
℃
謀
①
、
、
及

　
び
、
．
O
δ
箆
①
脳
禦
雛
0
7
Φ
湯
げ
一
ざ
。
陰
。
娼
窯
。
姐
昌
餌
恥
器
○
げ
ほ
簿
Φ
鄭
ε
欝
．
い
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
観
念
論
的
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
真
、
理
の
関
係
を

究
明
し
乍
ら
も
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
精
神
的
転
換
の
事
実
を
知
識
学
の
展
閥
と
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
後
者
の
本
の
第
三

章
に
お
い
て
「
霞
我
哲
学
か
ら
神
論
（
O
o
簿
霧
冨
穿
。
）
」
へ
の
変
更
を
手
書
な
問
題
と
し
て
算
え
て
い
る
（
ψ
b
。
b
◇
b
。
～
卜
。
込
。
α
）
。

　
次
に
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
そ
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
』
論
に
お
い
て
「
直
接
的
生
命
に
の
み
絶
対
者
が
あ
る
」
と
し
、
　
「
神
に
蘭
す
る
知
識
学
の
知
は
知

フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て

七
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八

　
の
断
念
で
あ
る
」
と
考
え
て
、
そ
こ
か
ら
「
知
識
学
は
存
在
論
で
は
な
く
、
知
識
論
・
現
象
論
に
す
ぎ
な
い
」
、
従
っ
て
、
知
識
学
は
そ
の
最
高
般

　
階
に
お
い
て
も
固
　
不
変
に
と
ど
ま
る
、
と
結
論
し
て
い
る
。
知
識
学
に
は
変
更
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
、
一
種
の
拡
大
深
化
あ
る
の
み
と
す
る

　
（
．
、
麟
。
ぼ
①
．
、
．
ω
．
卜
Q
置
）
。
M
・
ヴ
ン
ト
も
亦
そ
の
『
フ
ィ
ヒ
テ
論
』
に
お
い
て
、
思
想
の
同
　
不
変
性
を
主
張
し
た
（
．
、
凋
搾
卸
Φ
、
．
．
ψ
に
①
）
。

　
　
最
後
に
も
う
一
人
の
研
究
家
の
名
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
ゴ
：
ガ
ル
テ
ン
は
そ
の
、
、
局
8
鐸
①
鋤
『
穏
。
財
α
q
陣
0
3
。
。
禽
O
①
巳
内
Φ
円
．
、
に
お
い
て
、
フ
ィ
ヒ
テ

　
を
「
行
為
的
神
秘
主
義
」
（
ω
．
醤
）
と
し
て
、
つ
ま
り
倫
理
と
神
秘
主
義
の
岡
一
性
の
立
場
に
立
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
彼
は
、
　
「
フ
ィ
ヒ
テ

　
の
哲
学
が
そ
の
展
開
に
お
い
て
統
　
的
に
と
ど
ま
っ
た
か
に
対
し
て
は
、
諾
否
の
両
方
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
る
」
と
無
い
、
そ
し
て
将
来
も
「
恐
ら

　
く
は
決
し
て
一
方
に
決
定
さ
れ
る
」
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
ψ
ミ
）
。

　
　
右
に
検
討
し
て
み
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
の
　
貫
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
古
来
種
々
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で

　
あ
っ
て
、
統
　
見
解
は
、
ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
の
注
意
の
如
く
、
恐
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
私
と
し
て
は
一
そ
れ
ら
の
具
体
的
内
容
に
．
は
問
題
が
潜

　
む
に
し
て
も
ー
ヴ
ィ
ン
デ
ル
パ
ン
卦
や
エ
ル
ド
マ
ン
や
ヒ
ル
シ
ュ
や
ハ
ル
ト
マ
ソ
の
見
解
に
賛
同
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。

（
2
）
　
彼
の
思
想
の
変
貌
の
事
実
は
、
本
論
文
で
取
扱
っ
て
い
る
知
識
学
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
『
学
徒
の
使
命
』
や
『
倫
理
学
』
～
こ
れ
ら
も

　
夫
々
同
じ
題
名
の
下
に
前
期
と
後
期
に
二
、
着
払
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
が
…
と
い
っ
た
云
わ
ば
実
践
哲
学
系
統
の
諸
著
作
に
お
い
て
も
、
十
分

　
に
揚
摘
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
れ
に
触
れ
な
い
で
お
く
。
た
だ
内
容
上
の
変
更
、
原
理
上
の
変
貌
と
い
う
問
題
は
決
し
て
彼
の
思
想
の
蘭
解

　
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

二

　
上
述
の
如
く
、
後
期
に
お
い
て
次
第
に
深
め
ら
れ
て
ゆ
き
、
　
『
一
八
一
〇
年
の
知
識
学
理
に
お
い
て
極
め
て
明
瞭
に
示
さ
れ
る
に
至
っ

た
、
「
神
の
存
在
の
外
に
あ
る
神
の
存
在
（
即
ち
現
存
在
）
」
と
し
て
の
「
神
の
像
」
が
絶
鰐
知
（
即
ち
知
識
学
）
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
、

結
局
知
識
学
を
し
て
像
の
体
系
と
し
て
規
定
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
我
々
は
、
絶
対
知
霞
身
が
既
に
像
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
こ
の
知
に
支
え
ら
れ
て
い
る
現
実
的
知
は
多
く
の
像
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
て
お
く
心
要
が
あ

る
。
併
し
そ
れ
に
し
て
も
何
故
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
か
く
も
像
と
い
う
も
の
を
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
像
は
像
と
し
て
あ
る
た
め
に
は
、

必
ず
そ
の
原
型
と
な
る
根
拠
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
原
型
た
る
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
、
像
も
あ
り
得
る
。
一
切
の
も
の
が
像
で
あ
り
、



　
　
　
ビ
ル
ト
ザ
イ
ン

　
　
「
像
一
存
在
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
而
も
か
か
る
像
と
し
て
の
み
存
在
物
が
知
の
構
成
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
所
謂
模

　
　
写
論
的
見
方
に
堕
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
の
方
向
に
お
い
て
、
即
ち
思
慮
或
は
理
性
の
絶
対
的
能
動
性
・

　
　
自
由
性
を
踏
ま
え
そ
の
底
に
深
ま
る
よ
う
な
仕
方
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
更
に
言
え
ば
、
宗
教
哲
学
・
神
秘
主
義
的
次
元
に
立

　
　
っ
て
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
撫
に
初
め
て
見
ら
れ
る
ヨ
ハ
ネ
神
学
へ
の
書
及
、
更
に
『
浄
福

　
　
な
る
生
へ
の
指
添
』
に
展
開
さ
れ
た
ヨ
ハ
ネ
神
学
へ
の
接
近
を
想
起
す
る
だ
け
で
も
、
こ
の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
の
後
の

　
　
知
識
学
は
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
そ
の
神
秘
主
義
的
理
解
と
の
関
連
を
抜
き
に
し
て
は
、
理
解
不
可
能
に
終
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
像
の
考
想
は
旧
約
の
創
世
記
に
見
ら
れ
る
「
神
の
像
（
冒
鋤
σ
Q
o
U
8
」
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
昔
か

　
　
ら
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
色
々
の
解
釈
一
近
い
と
こ
ろ
で
は
バ
ル
ト
や
ブ
ル
ソ
ナ
ー
等
に
よ
っ
て
一
が
な
さ
れ
て
来
た
訳
で
あ

　
　
る
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
彼
の
知
識
学
の
観
点
か
ら
ヨ
ハ
ネ
神
学
に
傾
斜
し
つ
つ
、
彼
一
流
の
解
釈
を
下
し
、
こ
れ
を
以
て
今
や
知
識
学
の
根

　
　
基
に
据
え
よ
う
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
旧
約
に
拠
れ
ば
、
神
は
自
ら
の
似
像
と
し
て
ひ
と
り
人
闘
を
造
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
態
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
者
と
知
識

　
　
学
の
関
係
に
適
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
絶
対
者
は
像
と
し
て
現
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
像
を
超
え
且
つ
こ
れ
か
ら
独
立
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
。
併
し
同
時
に
他
方
、
像
も
絶
対
的
な
神
か
ら
現
れ
慮
た
も
の
と
し
て
神
の
外
に
あ
り
　
種
の
独
立
性
・
絶
対
性
を
担
い
得
る
。

　
　
果
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
も
そ
の
像
も
相
互
に
独
立
し
て
い
乍
ら
も
、
ど
こ
ま
で
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ

　
　
が
所
謂
翻
造
観
的
二
元
論
を
避
け
て
神
秘
主
義
的
流
出
観
を
採
り
、
こ
の
関
係
を
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
癒
摘
す
る
迄
も
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
像
は
飽
く
迄
も
神
の
像
と
し
て
そ
の
由
来
出
所
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
像
自
身
の
根
本
的
な
在

　
　
り
方
乃
至
生
命
が
見
ら
れ
る
。
知
識
学
は
絶
対
の
知
と
し
て
、
而
も
そ
の
知
が
人
間
自
身
の
本
質
と
一
体
的
で
あ
る
…
一
例
え
ば
、
フ
ィ

　
　
ヒ
テ
は
『
一
八
〇
一
年
の
知
識
学
』
に
知
識
学
は
「
人
間
自
身
の
限
」
で
あ
り
、
　
「
人
間
そ
れ
自
身
」
で
あ
る
と
言
い
、
又
先
験
論
理
学

　
　
（
　
八
一
二
年
目
に
「
我
々
自
身
が
哲
学
で
あ
る
」
（
宏
．
拝
ω
’
。
。
⑩
。
。
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
一
以
上
、
神
の
像
が
正
に

㎜　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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10
1
　
知
識
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
何
等
不
思
議
と
す
る
に
は
当
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
い
て
も
神
の
像
が
人
間
即
ち
全

　
　
人
類
で
あ
り
、
人
間
の
本
質
た
る
理
性
（
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
代
り
に
「
急
性
扁
の
語
を
用
い
た
）
或
は
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

　
　
て
い
る
。
理
性
な
り
自
由
な
り
は
正
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
基
礎
概
念
を
な
し
、
そ
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
面
か
ら

　
　
も
絶
対
者
と
そ
の
像
の
不
可
分
性
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
知
識
学
は
確
か
に
反
省
1
こ
れ
が
近
世
的
思
機
の
特
色
で
あ
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
　
　
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の

　
　
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
書
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、
　
「
徹
底
的
な
反
省
」
つ
ま
り
「
絶
対
的
な
反
省
」
（
2
．
鐸
Q
っ
・
c
。
。
。
ゆ
）

　
　
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
「
思
准
を
も
超
え
」
且
つ
「
人
間
の
反
省
す
べ
か
ら
ざ
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
」
如
き

　
　
絶
対
者
に
ま
で
迫
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
知
な
の
で
あ
る
。
正
に
そ
の
よ
う
な
知
で
あ
る
が
故
に
、
逆
に
そ
れ
は
「
絶
対
者
の
図
式
乃
至
現

　
　
象
と
し
て
自
ら
を
認
識
す
る
」
（
累
算
ω
◆
。
。
卜
。
⑤
）
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
用
語
は
そ
の
都
度
の
彼
の
関
心
に
よ
っ

　
　
て
種
々
変
っ
て
い
る
が
、
現
存
在
・
図
式
・
像
・
現
象
は
大
体
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
見
て
差
奪
え
な
い
。
彼
は
「
絶
対
者
が
一
量

　
　
存
在
す
る
と
、
そ
の
像
も
亦
存
在
す
る
」
（
客
鍔
ω
◎
。
。
。
。
。
。
）
と
し
、
　
「
か
か
る
像
は
丁
度
そ
の
内
に
反
映
さ
れ
る
絶
対
者
と
岡
じ
く
、
そ

　
　
れ
自
身
絶
対
的
に
一
で
あ
る
」
（
≧
戸
ω
．
も
。
。
。
α
）
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
存
在
す
る
一
切
は
こ
の
一
に
し
て
同
一
な
る
現

　
　
象
に
他
な
ら
な
い
㎏
と
い
う
帰
結
を
下
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
所
謂
存
在
者
全
体
が
神
の
現
象
で
あ
り
、
像
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
併
し
現
象
（
或
は
像
）
と
い
う
同
じ
語
で
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
現
象
間
に
種
々
の
区
別
が
生
ず
る
こ
と
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
の
進
展

　
　
乃
歪
改
善
に
伴
っ
て
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
知
識
学
は
実
に
か
か
る
現
象
概
念
・
像
概
念
の
周
距
な
る
体
系
的
考
察
を
そ
の
騒
的

　
　
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は
後
章
に
譲
る
と
し
て
今
そ
の
骨
格
だ
け
を
鼠
落
に
述
べ
て
み
よ
う
。

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
神
の
絶
対
存
在
乃
至
絶
対
生
命
の
直
接
現
象
を
「
絶
対
現
象
」
或
は
「
原
現
象
A
偏
の
名
で
呼
び
、
こ
の
原
現
象
の
自
己

　
　
現
象
を
自
我
と
し
て
規
定
し
た
。
こ
こ
に
晩
年
の
自
我
規
定
の
特
色
が
あ
る
。
自
我
は
神
と
い
う
絶
対
存
在
の
現
れ
と
し
て
そ
れ
自
身
一

　
　
種
の
絶
対
性
を
も
つ
よ
う
な
「
自
己
理
解
作
用
」
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
絶
対
者
に
対
立
し
て
も
有
り
得
る
扁
（
Z
“
戸
ψ
ω
ま
）
と
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考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
象
と
し
て
の
自
我
は
、
そ
れ
自
身
絶
対
性
を
絶
対
者
の
現
れ
と
し
て
も
ち
、
瀬
も
自
ら
自
己
形
成
（
疑
像

化
）
的
に
現
象
す
る
能
力
を
も
ち
、
そ
の
故
に
像
の
体
系
と
し
て
の
事
実
界
の
認
識
を
可
能
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
逆
に
又
、
自
我
目
現
象
は
自
己
理
解
的
、
自
己
形
成
的
で
あ
り
得
る
が
故
に
、
絶
対
者
の
現
象
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
、
と
言
っ
て
も

よ
い
。
兎
に
角
、
現
象
は
絶
対
者
の
存
在
の
現
象
と
し
て
直
接
的
に
…
、
原
現
象
」
（
Q
謹
製
筈
①
ぎ
¢
欝
⑳
）
で
あ
り
乍
ら
、
同
時
に
そ
こ
に
現

れ
出
る
生
命
の
故
に
、
こ
の
現
象
は
更
に
自
己
現
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
自
己
現
象
し
た
現
象
が
更
に
現
象
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ビ
ル
ゲ
ン
ト

も
で
き
、
そ
こ
に
現
象
は
無
限
に
像
化
（
形
成
）
的
・
図
式
化
的
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
象
が
像
化
（
形
成
）
的
で
あ
る
こ

と
は
、
そ
れ
と
表
裏
し
て
自
己
理
解
的
、
　
「
自
己
反
省
的
」
と
い
う
作
用
を
常
に
伴
っ
て
い
る
。
原
現
象
が
現
象
展
開
の
第
一
図
式
（
“

像
）
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
自
己
現
象
は
像
化
・
反
省
す
る
も
の
と
し
て
第
二
の
図
式
に
該
当
し
、
そ
れ
の
更
な
る
現
象
が
第
三
の
図

式
（
像
）
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ソ
ド
が
既
に
注
意
し
た
如
く
、
プ
ロ
テ
ィ
ー
ノ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
の

考
え
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
僧
し
フ
ィ
ヒ
テ
の
現
象
論
に
お
い
て
は
自
我
嚢
現
象
に
含
ま
れ
る
自
由
の

契
機
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
神
一
現
象
論
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
晩
年
の
立
場
は
、
宗
教
哲
学
的
で
あ
り
乍
ら
、
同
蒔
に
宗
教
哲
学
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
神
秘
主
義
的
性
格
を
も
つ
こ
と
は
否
定
し
得

な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
所
謂
教
義
的
な
も
の
を
「
歴
史
的
扁
と
し
て
払
い
除
け
、
　
「
形
而
上
学
的
扁
に
絶
対
者
と
人
間
存
在
と
の
関
係
を

徹
底
的
に
問
い
つ
め
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
現
象
」
と
い
う
特
殊
の
関
係
の
仕
方
が
可
能
と
な
る
。
神
が
現
象
す
る
と
は
神
が
自
ら

の
「
ロ
ゴ
ス
を
発
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
如
く
、
そ
の
ロ
．
コ
ス
は
神
自
身
の
云
わ
ば
内
容
で
あ
り
乍
ら
、
発
せ
ら
れ
た
限
り
現

象
で
あ
り
、
こ
の
現
象
に
必
然
的
な
自
己
理
解
作
用
と
な
っ
て
独
立
的
に
作
用
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
現
象
が
「
自
己
現

象
と
し
て
絶
対
者
に
対
立
し
て
も
あ
り
得
る
」
（
Z
．
拝
ω
’
。
。
＆
）
の
で
あ
り
、
現
象
自
身
が
絶
紺
者
と
同
じ
く
絶
対
性
・
独
立
性
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
自
我
を
現
象
で
あ
る
と
し
乍
ら
も
、
尚
自
我
に
、
更
に
は
知
識
学
に
単
に
従
属
的
な
意
味
を
与
え
ず
に
、

一
種
目
絶
対
姓
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
考
え
が
潜
ん
で
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
掘
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
独
自
の
自

　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
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）

1
　
　
由
な
神
秘
主
義
的
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
我
々
の
生
命
の
自
覚
の
深
化
に
お
い
て
聴
入
の
絶
対
的
同
一
性
を
実
証
す
る
こ
と
が
一
般
に
神
秘
主
義
と
需
わ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ヒ

　
　
　
　
テ
の
神
秘
主
義
は
『
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
』
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
神
の
「
内
在
と
流
出
」
、
或
は
『
　
八
一
〇
年
の
知
識
学
』
に
見
ら
れ
る
如

　
　
　
　
く
、
　
「
存
在
と
現
存
在
」
と
い
っ
た
関
係
、
つ
ま
り
国
臣
。
｝
お
ぼ
φ
β
と
い
う
形
で
絶
対
者
と
自
我
人
間
が
結
び
つ
く
と
い
う
関
係
を
、
た
だ
知
と
い

　
　
　
　
う
立
場
で
一
方
的
に
把
え
よ
う
と
し
た
嫌
い
が
あ
る
。
蒲
も
そ
の
知
に
絶
対
性
。
独
立
性
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
我
に
霞
由
な
活
動
性
を
認
め

　
　
　
　
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
切
霧
。
ゲ
飢
P
Φ
鐸
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
神
人
の
本
質
的
岡
　
性
だ
け
で
は
な
く
て
、
　
｝
種
の
断
絶
性

　
　
　
　
　
（
自
由
性
）
を
認
め
う
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
単
に
流
臨
論
的
で
な
く
、
　
一
種
の
翻
造
説
的
－
勿
論
、
彼
は
所
謂
麟
造
説
を
否

　
　
　
　
認
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
一
で
も
あ
る
、
と
い
っ
た
独
得
の
神
秘
主
義
が
フ
ィ
ヒ
テ
に
晃
ら
れ
る
と
思
う
。

三

　
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
「
知
全
体
を
例
外
な
く
像
に
解
消
し
、
存
在
を
神
の
内
に
の
み
置
く
」
（
2
’
鐸
ω
．
。
。
c
。
同
）
と
い
う
観
点

が
不
動
の
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
併
し
彼
の
像
一
論
或
は
現
象
一
論
が
種
々
錯
雑
せ
る
内
容
を
秘
め
て
い
る
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
「
神
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
端
的
に
自
ら
の
像
を
伴
う
が
如
く
、
現
象
も
そ
の
存
在
に
お
い
て
自
ら
の

像
を
伴
う
」
（
客
同
誌
ψ
ω
鐸
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
神
の
存
在
が
、
例
え
ば
『
先
験
論
理
学
』
に
お
い
て
「
自
己
内
古
7
5
結
性
、
絶
対
的
な

自
己
内
在
性
・
無
相
性
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
累
嫡
鍔
ω
●
届
。
。
）
と
こ
ろ
が
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
像
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
り
、
像
を

伴
う
必
要
が
全
く
存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
フ
ィ
ヒ
テ
が
絶
対
者
を
こ
れ
遙
、
　
「
絶
対
意
志
偏
、
「
絶
対
的
光
」
、
絶
対
的
「
愛
」
、

「
絶
対
的
生
命
」
と
し
て
規
定
し
た
こ
と
を
顧
る
な
ら
ば
、
彼
が
シ
ェ
リ
ン
グ
の
密
然
を
誤
解
し
て
名
付
け
た
と
こ
ろ
の
死
せ
る
物
質
の

如
き
存
在
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
従
っ
て
絶
対
存
在
と
し
て
神
が
規
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
独
立
・
永
遠
な
も
の

で
あ
る
と
共
に
、
ど
こ
ま
で
も
盗
れ
出
る
生
命
を
も
っ
た
も
の
、
自
ら
を
「
外
現
し
、
現
象
し
」
て
憶
ま
な
い
存
在
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
か
か
る
絶
対
的
生
命
的
存
在
で
あ
る
が
故
に
、
　
「
端
的
に
自
ら
の
像
を
伴
う
」
と
も
量
口
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
「
現
象
も
自
ら
の



　
　
像
を
伴
い
」
得
る
の
は
、
正
に
そ
れ
が
絶
封
存
在
の
も
つ
無
限
の
生
命
の
流
れ
と
一
体
的
た
り
得
る
面
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
と
言
わ
ざ
る

　
　
を
得
な
い
。

　
　
　
扱
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
神
の
第
一
の
像
と
、
神
の
生
け
る
自
己
現
象
作
用
」
を
「
原
現
象
A
」
　
（
¢
湊
。
げ
①
ぎ
螂
鐸
σ
q
》
）
と
し
て
規
定
し

　
　
た
（
懸
隔
押
ω
・
G
。
鐙
）
。
こ
れ
は
『
先
験
的
論
理
学
隔
に
よ
れ
ば
、
　
「
同
時
に
絶
対
者
の
内
的
存
在
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
、
現
象
の
存
在
感

　
　
身
の
根
源
的
像
」
で
あ
り
、
　
「
現
象
の
絶
対
的
基
礎
」
を
な
す
の
で
あ
り
（
＜
ぴ
q
ピ
2
■
拝
ω
■
卜
。
O
b
。
）
、
　
「
生
命
の
内
に
あ
る
絶
対
的
内
実
の

　
　
像
」
（
一
び
一
無
●
　
ω
．
　
M
騨
H
O
）
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
こ
の
原
現
象
は
絶
対
像
と
し
て
、
絶
対
存
在
の
生
命
そ
の
も
の
を
宿
し
、
　
「
神
の
像
」
と
「
線
X
」
及
び
「
像
Y
㎏
の
三
つ
の
像
を
包

　
　
恕
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
極
く
一
般
的
に
は
、
超
現
実
的
・
超
感
性
的
・
不
可
視
的
一
般
者
の
世
界
を
指
す
と
言
っ
て
よ

　
　
い
。
明
確
に
区
別
を
つ
け
て
み
る
な
ら
ば
、
像
X
は
現
象
で
あ
る
自
我
に
と
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
不
可
知
的
な
も
の
と
し
て
残
る
と
こ
ろ

　
　
の
、
神
の
生
命
の
領
域
の
像
で
あ
る
に
対
し
て
、
像
Y
は
自
我
に
対
し
て
可
視
的
な
も
の
と
し
て
不
可
視
性
か
ら
現
れ
得
る
神
の
生
命
の

　
　
部
分
で
あ
り
、
所
謂
叡
知
的
・
超
現
実
的
秩
序
の
像
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
絶
対
的
ω
○
ど
と
し
て
意
志
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
神
の
像
は
狭
義
で
は
こ
の
二
つ
の
像
を
包
括
す
る
が
、
広
義
で
は
所
謂
全
存
在
を
包
括
す
る
。
し
か
し
時
に
は
「
絶
対
悟
性
扁
と
し
て
の

　
　
自
我
現
象
を
意
味
す
る
。
　
『
一
八
〇
四
年
の
知
識
学
』
に
「
非
合
理
的
間
隙
に
よ
る
投
射
」
と
し
て
示
さ
れ
た
絶
対
者
の
内
在
と
流
出
の

　
　
絶
対
的
間
隙
が
、
今
や
右
の
如
き
昏
夢
に
よ
っ
て
流
通
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
こ
の
場
合
、
像
X
の
も

　
　
つ
特
殊
な
位
置
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
併
し
像
X
に
含
ま
れ
る
絶
対
的
生
命
の
無
限
の
内
容
…
我
々
人
間
に
は
不

　
　
可
知
的
な
不
可
測
的
な
も
の
と
し
て
の
一
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
と
し
て
、
恐
ら
く
か
か
る
像
を
フ
ィ
ヒ
テ
が
提
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
右
の
如
き
原
現
象
の
自
己
現
象
に
お
い
て
第
二
の
像
・
図
式
と
し
て
の
自
我
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
自
我
翻
現
象
は
広
義

　
　
の
見
（
ω
㊦
げ
①
）
或
は
罷
る
作
用
（
ω
⑲
び
①
口
）
で
あ
り
、
所
謂
思
推
と
直
観
の
合
一
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
る
作
用
に
は
「
直
観
が
直

　
　
観
を
直
観
す
る
偏
、
　
つ
ま
り
「
見
る
作
用
が
見
る
作
用
自
身
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
主
一
客
の
同
一
性
た

鵬　
　
　
　
　
　
7
イ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ご
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14
1
　
る
自
我
が
主
一
客
の
分
裂
・
対
立
性
に
入
る
の
は
、
正
に
自
己
を
曇
る
、
即
ち
思
惟
す
る
こ
と
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
思
惟
は
、
見
ら
れ
た
も
の
た
る
客
観
一
般
を
超
え
て
そ
の
根
拠
に
あ
る
も
の
を
存
在
と
し
て
、
神
と
し
て
捉
え
得
る
。
自
我

　
　
が
存
在
を
存
在
と
し
て
、
従
っ
て
神
を
線
の
原
型
乃
至
根
拠
と
し
て
捉
え
る
の
は
そ
の
思
惟
作
用
に
よ
る
、
と
さ
れ
る
が
（
く
σ
q
碧
Z
．
9

　
　
ω
’
ω
①
⊆
。
）
、
こ
こ
に
自
我
の
存
在
由
来
と
根
拠
追
究
に
つ
い
て
の
循
環
的
自
覚
の
…
構
造
が
示
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
　
　
神
は
正
に
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
「
原
理
扁
で
あ
り
、
他
の
一
切
は
そ
れ
の
派
生
物
（
勺
ユ
言
草
醇
）
と
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
存
在
と
現
象
は
一
で
あ
り
乍
ら
、
同
轍
に
二
で
も
あ
る
が
、
特
に
爾
者
が
一
で
あ
る
面
を
「
原
理
性
」
の
名
で
呼
ば
れ
、
二
と
し
て
区

　
　
鋼
さ
れ
た
場
合
の
、
現
象
は
「
現
象
一
存
在
扁
、
或
は
「
像
一
存
在
し
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
自
我
訂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
現
象
は
絶
対
現
象
と
し
て
の
原
現
象
の
自
己
現
象
と
し
て
あ
り
乍
ら
、
他
方
で
は
自
己
現
象
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
従
っ
て
そ
れ
は
神

　
　
と
同
じ
く
原
理
と
し
て
感
性
的
事
実
界
の
像
化
形
成
の
役
割
を
果
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
併
し
前
期
に
お
け
る
が
如
く
、
自
我
が
云
わ

　
　
ば
独
力
で
遂
行
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
自
身
現
象
と
し
て
絶
対
的
生
命
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
お
り
、
而
も
そ
の
故
に
、
自
由
と
独
立

　
　
性
と
を
も
ち
得
る
よ
う
な
在
り
方
に
お
い
て
「
自
己
図
化
」
、
「
自
己
投
射
㎏
を
な
し
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
不
可
視
的
超
現
実
的
な
原
理

　
　
を
事
実
界
へ
と
可
視
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
神
は
直
接
に
自
ら
を
現
象
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
間
接
的
に
の
み
現
象
に
お
い

　
　
て
且
つ
現
象
の
自
由
を
介
し
て
の
み
自
ら
を
現
象
す
る
㎏
と
か
、
　
「
神
は
自
由
な
者
の
内
に
の
み
現
象
し
得
る
」
と
か
（
堵
鍔
ω
．
◎
。
。
。
も
。
）

　
　
と
言
わ
れ
る
の
も
、
矢
張
り
自
我
が
神
の
現
象
の
現
象
で
あ
り
乍
ら
、
他
方
で
は
神
か
ら
独
立
的
た
り
得
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
フ

　
　
ィ
ヒ
テ
は
自
我
睡
現
象
が
「
自
由
な
る
膚
己
」
で
あ
る
と
し
、
　
「
そ
の
唯
一
の
真
の
露
由
は
反
省
作
用
で
あ
る
」
（
2
．
算
ω
●
。
。
。
。
O
）
と
規
定

　
　
し
て
い
る
如
く
、
現
象
作
用
は
同
時
に
反
省
作
用
を
含
む
の
で
あ
る
。
肖
我
目
現
象
は
そ
の
反
省
的
自
由
の
故
に
、
　
「
神
の
如
く
、
自
己

　
を
現
象
し
且
つ
可
視
的
に
す
る
能
力
」
（
2
・
拝
ω
●
。
。
Q
。
ω
）
と
さ
れ
、
超
現
実
的
な
も
の
の
・
超
感
性
的
な
も
の
を
可
視
豹
に
す
る
「
可
視

　
性
の
形
式
扁
と
看
倣
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
自
我
は
両
領
域
の
中
聞
的
媒
介
的
位
置
に
立
つ
の
で
あ
る
。
自
我
膝
現
象
は
感
性
的
世
界
に

　
対
し
て
「
原
理
一
存
在
」
と
し
て
独
立
的
な
意
味
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
可
視
性
の
形
式
と
し
て
常
に
超
境
実
的
な
も
の
か
ら
の
限
定
、



　
　
つ
ま
り
傑
Y
の
も
つ
ゾ
ル
（
絶
対
附
当
為
の
音
心
味
）
に
よ
る
限
定
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
、
理
想
的
存
在
と
し
て
の
精
神
現

　
　
象
は
神
の
像
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
不
可
視
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
実
界
に
お
い
て
可
視
的
と
な
る
」
と
雷
い
、
　
「
神
と
い
う
超
世
界
的

　
　
に
根
拠
づ
け
る
も
の
が
断
三
二
世
界
の
統
一
を
形
成
す
る
」
（
2
會
回
炉
ψ
彊
O
O
）
と
述
べ
た
の
も
麗
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
不
可
視
的
な
世

　
　
界
が
「
原
型
の
世
界
扁
と
し
て
、
又
可
視
的
事
実
的
世
界
が
門
模
造
の
世
界
扁
と
さ
れ
、
箭
者
が
後
者
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
ゆ
く
媒
介

　
　
者
が
自
我
目
現
象
な
の
で
あ
っ
て
、
嘗
て
の
如
く
絶
対
自
我
が
爾
世
界
の
統
一
者
と
は
な
ら
ず
、
神
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。
従
っ
て
二
世
界
は
そ
の
存
在
面
で
は
神
に
よ
っ
て
予
め
自
我
に
対
し
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
我
は
こ
の
二
世
界
を
像
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）

　
　
開
係
の
体
系
と
し
て
見
る
と
こ
ろ
に
そ
の
固
有
の
位
置
を
占
め
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
我
は
絶
対
者
の
可
視
性
そ
の
も
の
で
あ
る
」
（
乞
．
戸
ω
．
蒔
。
。
心
）
と
か
、
　
「
、
霞
我
が
光
を
可
視
的
に
す
る
原

　
　
理
で
あ
る
」
（
り
看
・
　
H
H
》
　
ω
．
　
献
0
ω
）
と
か
書
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
　
『
｝
八
〇
四
年
の
知
識
学
』
に
お
け
る
絶
対
者
即
光
と
い
う
考
え
に
親

　
　
応
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
自
我
は
云
わ
ば
絶
紺
的
原
光
の
プ
リ
ズ
ム
の
如
き
役
を
果
す
1
自
我
即
ち
活
性
は
絶
対
巻
の
自
己
現
象

　
　
で
あ
る
か
ら
一
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
諸
像
の
絶
既
約
な
可
能
的
原
理
」
（
葉
書
ω
・
臨
ら
。
）
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お

　
　
い
て
自
我
は
原
像
（
d
吾
嵩
鎚
）
一
又
後
に
は
基
礎
像
（
○
宗
⇔
鳥
甑
罷
）
と
も
称
さ
れ
た
一
と
し
て
原
現
象
た
る
絶
対
像
か
ら
区
写
し

　
　
て
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
自
我
は
自
覚
能
力
で
あ
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
像
一
驚
に
感
性
界
・
事
実
界
の
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
超
感

　
　
性
的
な
も
の
の
そ
れ
を
も
含
め
て
一
を
像
と
し
て
捉
え
得
る
の
で
あ
る
。
絶
対
的
光
は
そ
れ
自
身
絶
対
的
像
化
形
成
の
力
と
し
て
無
限

　
　
で
あ
る
が
、
　
「
自
ら
を
見
る
た
め
に
霞
ら
を
鰯
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
2
曾
　
H
｛
”
　
〔
ψ
・
　
蒔
↓
O
）
が
故
に
、
　
一
挙
に
現
れ
出
る
こ
と
は
な
い
、

　
　
従
っ
て
自
我
も
そ
の
像
化
形
成
作
用
を
無
限
に
継
続
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
像
Y
は
越
境
実
界
の
法
則
と
し

　
　
て
つ
ま
り
ゾ
ル
と
し
て
、
像
化
形
成
す
る
自
我
に
一
種
の
「
非
我
」
的
性
格
を
も
っ
て
迫
っ
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
他
方
、
自

　
　
我
は
「
精
神
界
の
綜
合
」
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
本
来
自
由
で
あ
る
が
故
に
、
事
実
的
現
実
的
世
界
の
像
化
形
成
に
お
い
て
多
く
の
個
別

　
　
我
に
分
れ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
自
我
も
本
来
一
で
あ
り
、
又
世
界
も
そ
の
世
界
直
観
に
お
い
て
万
人
に
共
通
な
一
と
し
て
あ

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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る
が
、
事
実
的
経
験
的
領
域
に
お
い
て
は
夫
々
多
様
に
分
化
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

大
体
以
上
の
如
き
展
開
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。

【
六

『
一
八
ご
～
年
の
知
識
学
』
は

（
1
）
　
『
　
八
＝
嵩
年
の
知
識
学
』
は
未
完
の
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
小
論
文
で
あ
る
が
、
現
象
即
ち
自
我
現
象
の
代
り
に
見
る
作
用
（
ω
0
7
9
）
　
の
語

　
を
周
い
て
、
そ
こ
か
ら
知
識
学
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
　
「
見
る
」
と
は
精
神
的
開
眼
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

　
っ
て
精
神
的
解
由
も
可
能
に
な
る
如
き
意
味
を
も
ち
、
そ
こ
に
知
識
学
の
徹
底
的
な
或
は
無
制
約
的
な
「
先
験
主
義
扁
が
示
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て

　
い
る
（
〈
σ
Q
一
．
U
4
◎
目
v
ω
噸
も
Q
G
Q
）
。
「
晃
る
作
用
は
絶
対
的
生
命
の
像
で
あ
る
」
（
Z
冒
斜
ψ
H
O
8
）
と
言
わ
れ
た
の
も
、
既
述
の
如
く
忘
我
鐸
現
象
が
絶
対
者

　
の
可
視
性
の
形
筑
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
絶
対
的
生
命
が
可
視
的
と
な
る
た
め
の
媒
体
の
角
筆
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
門
全

　
て
の
も
の
は
こ
の
見
る
作
罵
の
う
ち
に
あ
る
」
（
Z
・
炉
ω
．
黛
）
と
か
、
　
「
存
在
全
体
は
こ
の
眼
の
う
ち
で
見
ら
れ
た
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
」

　
（
翼
幽
酬
ω
．
H
O
O
）
と
か
雷
わ
れ
る
場
合
、
見
る
作
用
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
、
存
在
全
体
が
措
定
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の

　
巧
み
な
説
明
に
よ
れ
ば
、
見
る
作
用
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
我
は
自
身
を
見
る
こ
と
（
ω
一
〇
『
ω
Φ
ゲ
Φ
欝
）
に
よ
り
、
こ
の
見
ら
れ
た
個
我
は
自
己
自
身
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
産
物
と
し
て
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
れ
は
見
遺
ら
れ
た
も
の
（
ぼ
薦
①
。
・
①
冨
g
。
。
）
即
ち
像
で
あ
る
が
、
他
方
こ
の
見
遣
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
否
定

　
さ
れ
、
そ
の
限
り
実
衣
性
・
存
在
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
く
α
q
圃
’
乞
．
斜
　
ω
。
㎝
㎝
）
。
　
つ
ま
り
、
見
る
作
用
は
自
ら
の
像
の
否
定
を
介
し
て
存
在

　
と
化
し
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
前
節
で
も
既
に
触
れ
た
如
く
恐
ら
く
見
る
作
用
の
こ
重
性
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
即
ち
、
一
方
で
は
薩
観
を
意
味
し
、
他
方
で
は
直
観
の
直
観
と
し
て
の
思
惟
作
用
を
意
味
す
る
。
こ
の
思
惟
的
契
機
の
故
に
、
見
る
作
用
の
産
物
た

　
る
像
が
、
そ
れ
諸
身
見
る
作
用
か
ら
独
立
せ
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
、
措
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
二
重
の
意
味
を
含
む
が
故
に
、

　
晃
る
作
用
は
系
譜
存
在
を
「
生
成
」
の
内
に
お
き
、
「
発
出
的
に
」
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
「
絶
対
的
な
U
¢
誘
ぴ
」
と
し
て

　
の
性
格
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
因
み
に
「
○
霞
。
げ
扁
は
門
く
。
昌
」
と
共
に
フ
ィ
ヒ
テ
特
有
の
言
葉
で
あ
り
、
既
に
『
一
八
○
華
年
の
知
識
学
』
に

　
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
通
過
及
び
「
根
拠
」
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
耽
る
も
の
が
他
の
も
の
へ
移
行
す
る
こ

　
と
を
示
す
。
例
え
ば
、
「
A
は
B
で
あ
る
。
A
は
B
に
と
っ
て
の
U
¢
唇
7
で
あ
る
」
（
宏
●
H
》
ω
．
鳥
刈
）
と
か
、
又
『
先
験
的
論
理
学
』
で
は
「
○
ξ
o
び

　
は
像
を
存
在
に
よ
り
理
解
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
し
、
「
（
絶
対
）
悟
性
は
完
全
な
U
霞
。
ぴ
で
あ
り
」
、
「
こ
の
絶
対
悟
性
か
ら
全
て
の
も
の
が
生
じ

　
て
く
る
」
（
乞
．
捧
。
・
”
円
Q
。
G
Q
）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
兎
に
角
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
一
切
の
も
の
の
絶
対
的
始
源
が
絶
対
的
生
命
で
あ
り
、
　
一
切
の
現
存
在
と
現
象
は
こ
の
絶
対
的
生
命
の
像
或
は
見
る
作

　
期
で
あ
る
」
（
Z
●
目
v
ω
山
O
H
）
と
い
う
潔
し
い
規
定
を
以
て
、
こ
れ
ま
で
の
絶
対
存
在
と
自
我
現
象
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。



注
意
す
悉
迄
も
な
く
、
人
間
の
見
る
作
用
は
絶
対
的
生
命
そ
の
も
の
に
迄
及
び
得
ず
、
絶
対
者
を
そ
の
像
に
お
い
て
し
か
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
が
、
神
の
生
命
そ
の
も
の
と
生
命
的
に
一
体
と
な
り
、
そ
の
可
視
性
の
形
式
と
し
て
作
用
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
見
る
作
詞
の
特
別
の
位

置
が
あ
る
。
更
に
患
え
ば
、
晃
る
作
用
は
神
の
絶
対
的
生
命
の
直
接
流
出
に
代
っ
て
、
そ
れ
自
身
「
絶
対
的
○
ξ
o
ど
で
あ
る
と
い
う
形
に
お
い

て
無
限
の
像
化
形
成
を
な
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
今
鼠
の
我
々
か
ら
最
後
の
『
知
識
学
』
と
勲
業
さ
れ
て
然
る
べ
き
内
容
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
　
｝
八
＝
二
年
に
『
意

　
　
識
の
事
実
』
を
書
い
た
。
題
名
は
兎
も
角
と
し
て
内
容
は
全
く
知
識
学
的
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
か
従
来
よ
り
も
一
段
と
明
確
に
な
り
充
実

　
　
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
秘
か
に
自
ら
こ
れ
を
も
っ
て
安
ん
ず
る
所
が
あ
っ
た
と
さ
え
想
像
す
る
。
彼
の

　
　
最
後
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
叙
述
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
勿
論
、
彼
は
一
八
一
〇
年
に
も
同
じ
題
名
の
下
に
講
述
し
た
が
、
そ
の
内

　
　
容
は
一
八
一
三
年
の
も
の
に
比
し
、
か
な
り
の
遜
色
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
し
て
も
何
故
に
彼
が
『
意
識
の
事
実
』
と
い
う
題
名
を
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
聴
く
初
期
の
考
え
に
拠
れ
ば
、
ラ
イ
ン

　
　
ホ
ル
ト
の
如
き
、
意
識
の
理
解
の
仕
方
で
は
知
識
の
構
造
は
説
明
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
，
意
識
の
事
実
を
し
て
事
実
た
ら
し
め
る

　
　
「
事
行
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
の
み
知
識
一
般
の
構
成
が
感
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
我
の
事
行
性
に
よ
っ
て
知
識
学
の

　
　
基
礎
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
『
エ
ネ
ジ
デ
ム
ス
批
判
』
を
想
起
さ
れ
た
い
）
。
然
る
に
今
や
敢
え
て
「
意
識

　
　
の
事
実
」
を
論
ず
る
に
至
っ
た
の
は
、
彼
の
言
明
に
拠
れ
ば
、
　
「
こ
れ
迄
の
全
て
の
哲
学
は
個
人
の
意
識
を
説
明
す
る
以
上
に
高
ま
ら
な

　
　
か
っ
た
。
全
て
の
個
人
性
を
自
ら
の
内
に
捉
え
且
つ
止
揚
す
る
よ
う
な
生
命
の
意
識
と
し
て
、
意
識
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で

　
　
知
識
学
は
最
初
の
本
で
あ
る
」
（
H
押
ω
幽
爵
献
）
と
考
え
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
新
し
い
意
味
に
お
け
る
意
識
の
事
実
を
問
題

　
　
に
す
る
の
が
、
正
に
知
識
学
の
固
有
性
に
属
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

17一　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

　
と
こ
ろ
で
既
に
見
て
き
た
如
く
、
後
期
知
識
学
を
前
期
知
識
学
か
ら
大
き
く
区
別
す
る
理
由
が
、
後
期
に
お
い
て
神
と
い
う
絶
対
存
在

を
除
け
ば
、
一
切
の
存
在
を
像
と
し
て
体
系
的
に
見
得
る
意
識
の
次
元
が
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
点
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
　
『
意

識
の
事
実
』
も
専
ら
か
か
る
像
論
と
の
関
係
か
ら
見
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
の
根

本
原
理
が
「
絶
対
我
」
か
ら
「
絶
対
知
」
を
介
し
て
「
絶
対
存
在
」
に
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
彼
は
こ
の
最
後
の
段
階

に
お
い
て
も
知
と
自
我
に
絶
対
性
を
何
等
か
の
形
に
お
い
て
確
保
し
よ
う
と
考
え
て
、
そ
れ
ら
を
「
絶
対
者
の
現
象
偏
一
正
に
そ
の
故

に
現
象
に
絶
対
性
が
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
一
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
こ
に
彼
の
思
想
が
「
知
－
神
秘
主
義
的
」
或
は
「
意
識
神
秘
主

義
的
」
で
あ
る
と
し
て
批
評
さ
れ
る
根
拠
が
存
す
る
。
彼
の
知
識
学
が
晩
年
に
お
い
て
は
、
　
「
真
理
論
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
「
現
象

論
」
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
変
っ
て
行
っ
た
こ
と
の
う
ち
に
、
我
々
は
知
識
学
が
像
論
的
性
格
を
帯
び
る
に
至
っ
た
根
本
的
理
由
を
見
出

す
の
で
あ
る
。
自
我
自
身
・
知
自
身
を
も
含
め
て
一
切
の
も
の
を
像
と
し
て
見
て
ゆ
く
よ
う
な
立
場
は
、
倫
理
的
絶
対
自
我
の
原
理
か
ら

成
立
し
得
る
筈
が
な
い
の
で
あ
り
、
寧
ろ
か
か
る
原
理
を
超
え
る
絶
対
老
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
点
で
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
の
見
解
に
同
意
し
難
く
思
う
。
そ
れ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
『
意
識
の
事
実
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
像
論

乃
薫
現
象
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
絶
対
者
が
在
る
如
く
に
、
現
象
も
あ
る
。
絶
対
者
が
絶
対
的
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
現
象
も
絶
対
的
で
あ
る
」
（
2
．
　
｛
”
　
ω
・
　
腿
O
G
O
）
と
い

う
考
え
は
晩
年
の
彼
に
と
っ
て
は
漁
る
こ
と
な
き
確
僑
に
属
す
る
。
そ
れ
は
既
述
の
如
く
、
「
神
の
像
（
可
逆
鈴
α
q
o
O
①
諮
じ
d
臨
匙
O
o
鉾
Φ
の
）
」
の

独
得
の
生
命
的
神
秘
主
義
的
な
解
釈
に
よ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
今
や
自
我
現
象
を
悟
性
と
し
て
規
定
し
、
悟

性
は
神
の
現
象
で
あ
る
が
故
に
、
「
悟
性
は
絶
対
的
で
あ
る
」
（
ひ
罷
．
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
神
と
一
種
の
不
即
不
離
の
関
係
に
立
つ
悟
性

翻
現
象
の
特
色
は
、
正
に
そ
の
自
己
理
解
的
な
る
と
こ
ろ
に
存
し
、
そ
の
限
り
、
現
象
は
「
必
ず
像
を
も
つ
」
の
み
で
な
く
、
そ
れ
自
身

が
「
像
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
賭
．
　
押
　
ω
．
　
心
O
り
）
。
そ
れ
で
は
絶
対
的
悟
性
と
し
て
の
現
象
と
、
既
述
の
如
き
絶
対
者
の
直
接
現
象
と
し
て

の
原
現
象
A
と
は
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
現
象
は
神
と
い
う
絶
対
存
在
の
生
命
の
そ
の
ま
ま
の
流
出
と
し
て
「
絶
対



　
　
的
に
宙
由
な
る
生
命
で
あ
る
」
（
ワ
伺
』
“
ω
◎
　
腿
ド
蔭
）
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
語
を
借
り
て
言
え
ば
．
未
だ
「
対
自
㎏
化
し
て
い
な
い
。
か

　
　
か
る
対
自
化
が
可
能
に
な
る
の
は
原
現
象
を
原
現
象
と
し
て
理
解
す
る
、
自
己
理
解
約
な
現
象
、
つ
ま
り
悟
性
或
は
自
我
を
侯
た
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
絶
対
存
在
と
絶
対
的
悟
性
は
絶
対
現
象
た
る
原
現
象
を
介
し
て
不
即
不
離
の
関
係
に
立
ち
、
そ
の
故
に
悟
性
が
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
象
で
あ
り
乍
ら
、
絶
対
性
を
も
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
知
識
学
の
絶
対
我
的
或
は
絶
対
知
的
特
質
を
絶
対
存

　
　
在
の
原
理
の
下
に
お
い
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
苦
心
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
道
徳
的
自
由
も
現
象
の
自
己
理
解
作
用
を

　
　
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
所
謂
道
徳
的
使
命
の
意
識
に
よ
っ
て
原
現
象
の
も
つ
絶
対
的
生
命
に
触
れ
、
こ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
を

　
　
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
超
現
実
的
世
界
の
存
在
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
方
で
は
自
我
現
象
は
上

　
　
な
る
超
現
実
的
な
も
の
に
関
係
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
、
自
ら
の
現
象
と
し
て
の
下
な
る
事
実
的
現
実
的
な
世
界
に
関
係
す
る
。
フ
ィ

　
　
ヒ
テ
は
前
者
は
「
高
次
の
理
解
」
に
属
し
、
後
者
は
「
低
次
の
理
解
」
に
属
す
る
と
し
、
自
我
・
悟
性
の
も
つ
理
解
の
両
方
向
を
示
し
た

　
　
（
く
α
q
磨
　
ツ
向
。
　
回
”
ω
’
亟
H
唖
）
。
言
う
迄
も
な
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
は
超
現
実
的
な
も
の
は
現
実
的
な
も
の
の
根
拠
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
併

　
　
し
そ
れ
は
、
必
ず
悟
性
腫
現
象
の
も
つ
自
己
理
解
作
用
を
通
し
て
一
こ
こ
に
所
謂
O
貫
畠
の
意
味
が
あ
る
！
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
つ
ま
り
超
現
実
界
と
現
実
界
と
の
「
共
通
の
中
点
」
乃
至
基
礎
と
し
て
自
我
が
像
化
形
成
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
故
に
「
基
礎
像
」

　
　
と
も
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
〈
σ
q
一
・
　
窯
。
　
H
”
　
ω
9
　
腿
卜
⊃
⑤
）
。
換
雷
す
れ
ば
、
理
解
作
用
で
あ
り
像
化
作
用
で
あ
る
自
我
は
更
に
思
惟
と
直
観
の
能

　
　
力
で
あ
り
、
従
っ
て
自
我
に
よ
っ
て
現
実
的
存
在
は
「
直
観
可
能
な
も
の
㎏
、
超
現
実
的
な
も
の
は
「
思
惟
可
能
な
も
の
」
と
し
て
落
々

　
　
像
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
わ
け
で
あ
り
、
か
く
し
て
自
我
は
二
世
界
の
像
を
可
能
に
す
る
基
と
し
て
基
礎
像
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
で
あ

　
　
る
。
結
局
、
そ
れ
は
「
自
我
が
自
ら
を
二
重
に
見
る
」
（
ワ
臼
　
押
　
ω
．
　
隠
G
Q
ト
ニ
）
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
原
現
象
は
基
礎
語
と
し
て
の
自
我
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
。
既
に
原
現
象
の
内
容
に
つ
い
て
簡
叙
し
た
が
、
こ

　
　
こ
に
立
入
っ
て
取
上
げ
て
み
た
い
。
原
現
象
は
絶
対
者
そ
の
も
の
の
現
象
と
し
て
絶
対
現
象
と
も
言
わ
れ
（
＜
駐
ω
葺
①
巳
Φ
耳
①
H
。
。
お
）
、
超

　
　
現
実
的
で
あ
り
（
箕
・
圃
噸
ω
の
　
献
ω
刈
）
、
自
我
に
対
し
て
は
「
～
種
の
非
我
」
（
2
」
り
¢
濠
O
）
と
し
て
の
意
味
さ
え
も
ち
、
「
自
我
を
超
え
て

㎜　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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〇

201　
　
現
実
の
外
に
あ
る
」
　
「
超
現
実
性
に
お
け
る
現
象
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
　
「
現
実
的
に
見
る
作
用
に
現
れ
ず
し
て
、
あ
る
べ
き
見

　
　
る
作
用
の
概
念
の
内
に
現
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
、
こ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
像
Y
」
と
呼
ん
だ
。
併
し
彼
は
像
Y
と
い
え
ど
も
既
に
生
成
せ

　
　
る
存
在
と
い
う
性
格
を
も
つ
と
し
て
、
更
に
こ
の
生
成
の
基
と
な
る
、
生
成
せ
ざ
る
、
隠
さ
れ
て
い
る
存
在
を
「
X
臨
と
呼
び
、
こ
れ
も

　
　
亦
一
種
の
像
で
あ
る
と
し
た
。
X
は
た
し
か
に
一
面
Y
の
原
理
の
意
味
を
も
つ
が
、
併
し
神
の
絶
対
存
在
と
同
じ
も
の
で
は
な
く
し
て
、

　
　
原
現
象
の
質
的
内
容
を
意
味
す
る
。
「
原
現
象
の
不
可
視
的
な
、
自
ら
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
る
存
在
」
に
他
な
ら
な
い
（
客
押
Q
D
．
O
O
蒔
）
。

　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
の
方
は
か
か
る
質
的
な
不
可
視
的
な
も
の
の
云
わ
ば
表
面
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
可
視
的
で
あ
り
、
自
我
に
対
し
て
常

　
　
に
ゾ
ル
と
し
て
現
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
高
次
の
理
解
の
対
象
と
し
て
直
観
可
能
で
あ
る
が
、
X
の
方
は
単
に
「
思
惟
可
能
な
も
の
」
に
と

　
　
ど
ま
る
。
Y
が
自
我
に
対
し
て
そ
の
直
接
の
原
理
と
な
る
隣
に
、
自
我
は
創
造
的
自
由
を
も
つ
。
そ
の
意
味
で
「
自
我
は
Y
の
像
た
る
べ

　
　
き
で
あ
る
」
（
客
酬
ω
’
＆
ド
）
と
さ
え
書
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
X
は
「
非
直
観
性
篇
と
し
て
全
く
「
不
可
視
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
あ

　
　
ら
ゆ
る
可
能
な
像
の
彼
岸
に
あ
る
翫
（
ツ
嗣
■
　
ど
ω
・
　
駆
α
①
）
よ
う
な
、
原
現
象
の
部
分
な
の
で
あ
る
。
絶
対
存
在
と
し
て
自
己
内
在
的
で
あ
る

　
　
神
が
、
そ
の
写
れ
る
ば
か
り
の
絶
対
生
命
を
包
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
が
一
旦
堰
切
っ
て
溢
れ
出
て
態
々
た
る
水
煙
り
を
挙
げ
て
渦
動
し
て

　
　
い
る
の
が
X
で
あ
り
、
そ
れ
が
罹
る
可
視
的
状
態
に
入
っ
た
の
が
Y
で
あ
り
、
Y
が
明
確
に
形
式
を
帯
び
て
一
定
の
方
向
に
流
れ
て
ゆ
く

　
　
の
が
自
我
翻
現
象
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
ダ
ム
の
水
と
自
己
同
一
的
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
そ

　
　
し
て
こ
の
水
に
よ
っ
て
荒
地
も
沃
野
と
化
す
る
と
で
も
比
楡
的
に
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
一
応
我
々
の
理
解
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か

　
　
ろ
う
か
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
先
験
論
理
学
』
に
お
い
て
「
存
在
の
現
象
と
自
己
現
象
（
つ
ま
り
自
我
翻
現
象
）
と
は
一
で
あ
る
」
（
2
ワ
戸
ω
幽

　
　
賠
O
）
　
と
雷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
が
、
仔
細
に
見
る
な
ら
ば
、
右
の
如
き
関
係
に
お
け
る
不
可
視
的
な
も
の
の
可
視
性
へ
の

　
　
移
行
に
お
い
て
成
立
つ
よ
う
な
、
一
で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
次
に
我
々
は
下
な
る
事
実
的
経
験
的
世
界
と
自
我
翻
現
象
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
銑
述
の
如
く
、

　
　
薩
摩
は
第
二
現
象
或
は
図
式
で
あ
り
、
自
然
的
現
実
的
世
界
は
第
三
の
環
象
或
は
型
式
で
あ
る
、
と
す
る
基
本
的
考
え
は
こ
の
本
で
も
変



　
　
っ
て
い
な
い
。
「
全
経
験
或
は
自
然
の
根
基
は
自
我
で
あ
る
」
（
客
凝
ω
．
蔭
①
目
）
と
か
、
「
自
由
は
自
然
の
原
理
で
あ
る
」
（
裳
．
H
》
ω
・
魑
罐
）

　
　
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
一
般
的
テ
ー
ゼ
は
、
こ
こ
で
も
表
鋸
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
彼
が
自
我
の
直
観
作
用
に
意
志
を
結
び
つ
け

　
　
て
い
る
こ
と
に
注
窮
し
た
い
。
　
「
秩
序
」
の
原
理
と
し
て
、
定
言
命
法
的
ゾ
ル
と
し
て
の
像
Y
が
自
我
に
お
い
て
可
視
的
と
な
り
藏
観
さ

　
　
れ
る
こ
と
は
、
同
時
に
自
我
が
こ
れ
を
意
志
す
る
意
味
を
も
つ
の
で
あ
り
、
正
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
は
自
然
に
撫
し
て
自
由
に
創

　
　
造
的
に
像
化
形
成
的
に
作
用
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
意
志
が
物
質
界
の
原
理
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
所
以
で
あ
る
。
又
「
意
志
は
高
次

　
　
の
認
識
と
低
次
の
認
識
の
紐
帯
で
あ
る
」
　
（
り
絢
D
　
H
り
ω
．
　
幽
①
刈
）
と
も
言
わ
れ
た
の
は
、
忍
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
自
我
が
右
の
如
き
意
志
で

　
　
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
　
「
自
我
は
現
実
に
お
け
る
超
現
実
的
現
象
の
表
現
で
あ
る
」
（
り
ぬ
幽
　
圏
り
ω
曹
　
似
刈
刈
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
構

　
　
想
力
と
い
う
用
語
を
や
め
て
こ
れ
よ
り
も
一
段
高
い
意
味
を
も
つ
形
成
（
像
化
）
力
（
b
d
一
冠
龍
山
碧
ξ
救
け
）
と
い
う
雷
葉
を
用
い
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
こ
と
も
、
意
志
と
し
て
の
農
我
と
無
関
係
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
法
則
Y
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り

　
　
に
お
い
て
の
み
、
自
我
は
意
志
と
し
て
真
に
無
限
に
創
造
的
な
像
化
形
成
作
用
を
な
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
右
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
次
に
我
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
然
観
を
検
討
し
て
み
た
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
然
観
は
そ
の
頭
初
か
ら
晩

　
　
年
に
至
る
迄
、
余
り
変
っ
て
は
い
な
い
。
自
然
は
非
我
の
別
称
と
し
て
、
自
我
に
よ
り
克
服
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
り
、
実
践
哲
学
的
に

　
　
は
そ
れ
は
義
務
に
と
っ
て
の
素
材
・
質
料
と
し
て
の
存
在
性
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
限
り
自
然
は
質
料
的
意
味
に
お
け
る
非
有

　
　
的
存
在
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
自
我
の
存
在
と
同
時
に
必
然
的
に
反
措
定
さ
れ
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
為
る
意
味
で
の

　
　
「
所
与
的
」
性
格
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
自
我
の
無
限
活
動
性
に
よ
る
形
式
的
限
定
が
基
調
を
な
し
、
自
我
二
元
論
」
を
確
立

　
　
し
た
に
し
て
も
、
　
「
二
元
的
」
対
立
面
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
晩
年
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
が
像
論
を
確
立
し

　
　
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
霞
然
観
に
何
等
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
太
陽
・
月
・
輪
島
は
た
し
か
に
像
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

　
　
は
構
想
力
の
像
で
は
な
く
、
根
本
的
に
は
経
験
的
諸
自
我
に
依
存
せ
ず
、
直
接
に
現
象
の
存
在
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
現
象
の

　
　
諸
像
で
あ
る
」
（
ツ
剰
。
　
押
ω
匿
　
駆
Φ
ω
）
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
れ
ば
、
自
然
界
は
自
我
聴
現
象
に
よ
っ
て
像
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て

撚　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
周
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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磁　
　
経
験
的
事
実
界
と
な
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
単
に
構
想
力
や
個
別
的
経
験
的
自
我
に
よ
っ
て
自
然
が
像
化
乃
至
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く

　
　
て
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
は
自
然
は
既
に
所
与
的
世
界
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
叡
知
界
の
法
剛
た
る
Y
が
自
我
に

　
　
と
っ
て
「
非
我
」
の
意
味
を
も
ち
得
る
（
〈
σ
q
一
．
　
H
4
．
　
押
ω
曾
　
駆
鳥
O
）
如
く
、
自
然
も
非
我
と
し
て
質
料
的
意
味
の
存
在
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ

　
　
れ
故
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
然
界
の
至
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
自
由
が
及
ぶ
」
と
誉
い
、
又
「
自
然
の
展
開
を
超
自
然
的
世
界
法
則
Y
を
も

　
　
っ
て
貫
き
且
つ
こ
れ
を
こ
の
法
則
の
下
に
捉
え
る
こ
と
が
、
人
間
の
全
存
在
の
目
的
で
あ
る
」
（
Z
’
酬
ω
．
①
O
b
。
）
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
彼
は
自
然
が
全
然
「
神
の
縁
」
で
も
な
く
、
神
の
「
被
造
物
」
で
も
な
く
、
精
々
「
神
が
そ
の
内
で
像
化
形
成
さ
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な

　
　
い
〔
言
う
迄
も
な
く
、
自
我
現
象
を
介
し
て
一
筆
者
註
〕
扁
と
し
、
　
「
理
性
的
自
我
と
し
て
の
我
々
が
、
も
し
そ
う
あ
り
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、

　
　
神
の
被
造
物
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
　
「
我
々
こ
そ
が
神
の
像
で
あ
り
、
自
然
は
我
々
の
被
造
物
に
す
ぎ
な
い
」
（
累
目
”
ω
■
㎝
嵩
）
と
断
言

　
　
し
て
い
る
。

　
　
　
右
の
引
用
交
に
つ
い
て
若
干
考
え
て
み
た
い
。
e
自
然
は
神
の
直
接
現
象
で
は
あ
り
得
ず
、
況
し
て
や
シ
ェ
リ
ン
グ
の
如
く
、
自
然
が

　
　
絶
対
者
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
自
然
は
む
し
ろ
超
感
性
的
世
界
に
よ
る
自
我
の
規
定
を
介
し
て
霊
活
さ
れ
る
べ
き
素
材
に
す
ぎ
な

　
　
い
。
自
然
は
自
我
の
像
化
形
成
に
よ
っ
て
初
め
て
所
謂
自
然
と
な
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
の
『
国
家
論
』
に
お
い
て
「
外
的
自
然
と
内
的
自

　
　
然
が
人
間
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
人
類
の
発
展
過
程
が
あ
る
、
と
考
え
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
（
H
＜
あ
●
渣
H
）
。

　
　
こ
の
意
味
に
お
い
て
人
間
は
自
然
の
創
造
者
た
る
資
格
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
同
じ
『
国
家
論
』

　
　
に
お
い
て
「
真
な
る
神
は
感
性
界
と
直
接
に
関
係
を
全
然
も
た
な
い
。
神
の
領
域
は
人
聞
の
意
志
で
あ
り
、
こ
の
意
志
を
通
し
て
神
は
間

　
　
接
に
自
然
に
働
き
か
け
る
」
（
無
く
箪
ω
．
α
鰹
）
と
言
わ
れ
て
い
る
音
心
味
に
お
い
て
神
は
自
然
の
直
接
の
創
造
者
で
は
な
い
。
理
性
的
自
我
が

　
　
神
の
「
代
理
者
」
と
し
て
そ
れ
自
身
で
は
「
死
せ
る
も
の
し
た
る
自
然
に
生
命
を
吹
き
込
む
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
人
間
が
自
然
の
創
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
者
と
港
倣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⇔
理
性
的
自
我
と
し
て
の
我
々
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い

　
　
て
特
別
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
彼
の
絶
対
我
の
理
念
は
単
に
個
人
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
超
個
的
超
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
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「
自
我
性
」
を
意
味
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
こ
こ
で
は
我
々
と
い
う
複
数
形
で
捉
え
ら
れ
た
理
性
的
自
我
、
即
ち
理
性
的
共
同
体
を
も
っ

て
絶
対
我
の
別
称
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
既
に
『
一
七
九
八
年
の
倫
理
論
』
の
「
純
粋
自
我
の
表
現
は
理
性
的
存
在
者
の
全

体
し
と
い
う
言
葉
か
ら
も
窺
わ
れ
る
如
く
、
か
な
り
早
い
頃
か
ら
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
宗
教
哲
学
的
歴
史
哲
学
的
関
心
の
深
ま

り
と
共
に
、
多
我
の
綜
合
体
と
し
て
「
我
々
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
し
て
よ
い
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
像
Y
が
自
我
聾
現
象

に
対
し
て
現
れ
る
場
合
、
共
無
体
に
そ
の
固
有
の
在
り
方
を
も
つ
各
自
我
に
対
し
て
夫
々
特
有
の
形
で
現
れ
て
来
る
、
つ
ま
り
道
徳
的
使

命
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
考
え
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
が
「
万
入
の
体
系
が
現
象
の
基
礎
像
で
あ
る
」
（
ワ
向
．
H
9
ω
■
α
い
σ
O
Q
）
と
言
っ
た
所
以
で
あ
る
。

つ
ま
り
我
々
と
い
う
入
類
全
体
が
神
の
像
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
個
人
に
と
っ
て
は
像
Y
が
そ
の
直
接
の
規
定
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
自
我
”
現
象
の
現
象
と
し
て
像
化
形
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
実
的
現
実
的
世
界
は
、
各
人
に
と
っ
て
各
様
に
映
じ
よ
う
と
も
、

そ
の
根
本
に
お
い
て
は
共
通
な
～
つ
の
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
自
我
が
こ
の
世
界
で
あ
り
、
こ
の
世
界
を
も
ち
、

こ
の
世
界
像
を
も
つ
」
　
（
窯
．
釧
ω
．
鎗
。
。
）
か
ら
で
あ
り
、
万
人
の
不
可
分
な
る
自
我
に
お
い
て
は
現
象
そ
の
も
の
も
亦
　
な
る
も
の
と
し

て
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
我
は
全
く
世
界
を
自
己
の
内
に
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
陣
露
＾
ご
と
も
言
っ
て
い
る
。

超
現
実
界
が
絶
対
者
の
現
象
と
し
て
一
で
あ
る
如
く
、
現
実
界
も
自
我
の
現
象
と
し
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
一
で
あ
る
が
、
自
我
が
た

だ
多
く
の
個
我
に
分
れ
る
一
そ
れ
は
一
方
で
は
像
Y
に
よ
る
規
定
に
よ
り
、
他
方
で
は
注
意
力
と
観
察
力
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
ー

ー
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
様
々
の
経
験
的
像
的
世
界
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
ど
の
個
人
も
彼
の
立
場
か
ら
世
界
を
見
る
」
（
り
臼
　
H
》
ω
■
　
α
Φ
O
）

と
書
わ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
か
か
る
世
界
と
自
然
と
の
関
係
は
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い

が
、
か
か
る
世
界
の
裏
面
に
ど
こ
ま
で
も
伴
う
と
こ
ろ
の
、
素
材
・
質
料
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
否
定
し
得
な
い
。

　
既
に
述
べ
た
如
く
、
自
我
性
或
は
自
我
一
般
を
意
味
す
る
自
我
日
現
象
が
そ
の
像
化
形
成
の
作
用
を
介
し
て
超
現
実
的
超
事
実
的
世
界

（
即
ち
原
現
象
）
を
事
実
的
現
実
的
世
界
の
内
に
実
現
す
る
媒
介
者
の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
、
又
そ
の
自
己
理
解
作
用
に
よ
っ
て
上

な
る
世
界
と
下
な
る
世
界
と
の
中
心
に
立
つ
…
そ
こ
に
基
礎
像
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
一
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
理
解
さ
る
べ
き

　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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一
切
が
自
我
に
託
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
　
「
自
我
が
一
切
で
あ
る
」
　
（
ツ
臼
’
　
押
ω
。
　
0
蒔
O
）
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
も
し
こ
の
面
だ
け
を
見

て
ゆ
け
ば
、
自
我
は
結
局
「
究
極
的
最
後
的
絶
対
存
在
扁
と
な
り
、
云
わ
ぱ
神
の
地
位
を
僑
遣
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

嘗
っ
て
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
紺
自
我
が
占
め
得
た
と
思
わ
れ
る
地
位
で
あ
る
が
、
晩
年
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
か
か
る
考
え
を
全
く
否
定
し
た
こ
と

は
言
う
迄
も
な
い
。
自
我
が
原
現
象
の
形
式
的
存
在
と
し
て
像
で
あ
り
、
絶
対
者
の
現
象
た
る
絶
対
歯
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
観

点
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
不
動
の
も
の
と
な
っ
た
。
彼
が
「
神
は
我
々
が
一
切
の
も
の
を
そ
こ
に
基
礎
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
最
後
の

支
え
で
あ
る
」
（
2
嫡
H
”
ω
．
㎝
①
ω
）
と
言
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
　
「
自
我
性
は
現
実
性
の
始
源
・
基
礎
で
あ
る
」
（
窯
．
屑
ω
．
綬
悼
）
に
す

ぎ
ず
、
そ
の
像
化
形
成
作
用
も
超
現
実
的
な
秩
序
の
原
理
た
る
像
Y
の
規
定
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
。
　
一
な
る
自
我
顎
現
象
が
現
実
に

お
い
て
多
々
に
分
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
現
実
的
経
験
界
の
多
様
な
内
容
も
、
実
は
「
Y
の
理
解
性
」
と
さ
れ
る
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
不
可
視
藪
田
現
象
を
で
き
る
だ
け
可
祝
的
世
界
に
お
い
て
可
視
性
に
転
じ
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
、
飾
言
す
れ
ば
、
こ
の
地
上

に
お
い
て
神
の
像
を
自
ら
の
内
に
表
わ
す
べ
き
と
こ
ろ
の
「
道
徳
的
理
性
的
共
同
体
を
実
現
し
て
ゆ
く
こ
と
」
（
Z
匿
　
H
u
ω
●
㎝
の
ド
）
、
更
に
言

え
ば
、
「
感
性
界
即
ち
外
的
自
然
を
概
念
の
下
に
従
属
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
」
（
一
ノ
㍉
攣
　
ω
。
窃
。
◎
朝
）
、
こ
う
い
う
こ
と
が
人
間
の
職
分
に
属
す
る
こ

と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
見
る
と
、
　
一
見
極
め
て
抽
象
的
思
弁
的
に
傾
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
知
識
学
的
思
想
も
、
そ
の
実
頗

る
実
践
的
契
機
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
ド
レ
ッ
ク
ス
ラ
ー
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
像
論
を
「
教
育
学
的
」
人
聞
形
成
論
と
し
て
捉
え
よ
う
と

し
た
意
図
も
、
全
く
の
誤
解
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
我
々
は
も
う
一
度
、
像
論
と
し
て
の
知
識
学
と
絶
対
者
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
神
は
思
惟
と
概
念
を
超
え
た
絶
対
存
在
で
あ

る
が
故
に
、
神
は
知
識
学
の
直
接
主
題
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
れ
は
神
学
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
「
知
識
学
の
対
象
は
絶

対
現
象
作
用
、
像
－
存
在
で
あ
る
。
…
…
像
は
た
し
か
に
非
i
存
在
で
あ
り
、
存
在
は
像
で
は
な
い
、
併
し
像
は
存
在
と
一
種
の
関
係
を

も
つ
、
つ
ま
り
存
在
が
な
け
れ
ば
、
像
も
あ
り
得
な
い
」
（
ワ
臼
　
圃
Ψ
　
ω
「
　
α
①
幽
）
と
語
っ
た
の
は
、
知
識
学
は
存
在
論
で
な
く
て
現
象
論
た
る

に
と
ど
ま
る
こ
と
、
及
び
現
象
は
し
か
し
ど
こ
ま
で
も
絶
対
存
在
の
現
象
と
し
て
そ
の
由
来
の
絶
対
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明



　
　
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
神
以
外
の
存
在
は
現
象
で
あ
る
が
、
現
象
は
そ
の
自
己
理
解
作
用
即
ち
悟
性
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
存
在

　
　
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
つ
ま
り
「
現
存
在
す
る
も
の
は
悟
性
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
」
（
客
・
　
囲
“
ω
．
α
①
①
）
。
と
こ
ろ
で
現
象
は
悟
性

　
　
に
よ
っ
て
そ
れ
の
根
拠
た
る
存
在
に
関
係
づ
け
て
自
ら
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
　
「
悟
性
が
神
の
像
と
し
て
」
前
垂
懐
性
と
い

　
　
う
意
味
を
も
つ
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
知
識
学
は
絶
対
悟
性
の
立
場
に
立
つ
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
知
の
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
。
　
「
哲
学
は
生
命
そ
の

　
　
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
像
で
あ
る
」
（
翠
押
ω
．
α
①
⑩
）
と
い
う
基
本
線
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
守
る
の
で
あ
る
。
像
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
知

　
　
識
学
は
一
種
の
絶
対
性
を
確
保
す
る
、
と
さ
れ
る
。
併
し
シ
ェ
リ
ン
グ
や
べ
ー
メ
と
異
な
り
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
学
を
神
智
学
と
し
よ
う

　
　
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
彼
は
神
と
い
う
絶
対
者
を
云
わ
ぱ
「
隠
れ
た
る
神
」
の
如
く
に
、
知
識
学
の
根
底
に
原
理
と
し
て
据
え
る
に
と
ど

　
　
ま
っ
た
。
併
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
彼
が
深
き
信
仰
関
係
を
確
立
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
寧
ろ
逆
に
「
悟
性
が
信
仰
に
勝
利
を
占
め

　
　
る
」
こ
と
が
人
類
歴
史
の
進
行
で
あ
る
、
と
さ
え
考
え
て
い
る
（
H
＜
”
　
ω
陰
　
鳥
ゆ
α
）
。
E
・
ヒ
ル
シ
ュ
が
フ
ィ
ヒ
テ
を
含
め
て
ド
イ
ツ
観
念
論

　
　
者
に
は
「
真
の
信
仰
が
な
く
、
た
だ
深
き
敬
震
さ
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
」
、
従
っ
て
又
絶
対
者
と
の
問
に
「
我
i
汝
」
と
い
う
生
き
た
人
格

　
　
的
関
係
が
全
く
見
ら
れ
な
い
、
と
批
判
し
た
の
は
正
に
適
切
な
繋
属
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
く
α
q
ド
．
．
U
δ
凱
窓
同
属
畠
。
勺
露
一
。
ω
。
喜
冨
§
篇

　
　
審
切
O
騨
鋒
窃
誓
臼
．
、
”
Q
D
●
刈
◎
。
～
ψ
○
。
り
）
。
そ
こ
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
神
秘
主
義
的
要
素
が
指
摘
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
併
し
他
方
、
知
を
神

　
　
の
像
乃
至
現
象
と
す
る
神
秘
主
義
的
要
素
が
全
く
見
失
わ
れ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
神
を
或
は
存
在
を
抜
き
に
し
た
単
な
る
世
界
像
に
化
し
、

　
　
鰭
て
現
代
に
麦
配
的
な
、
人
間
理
性
に
よ
る
技
術
優
位
の
対
象
把
握
に
陥
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
　
「
存
在
は
神

　
　
に
の
み
属
す
る
」
と
い
う
フ
ィ
ヒ
テ
の
敬
震
さ
は
忘
却
さ
れ
、
存
在
そ
の
も
の
も
亦
像
と
し
て
し
か
意
味
を
も
た
な
く
な
り
、
存
在
と
同

　
　
一
な
る
生
命
も
柚
渇
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
右
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
現
代
の
思
想
の
根
本
的
方
向
を
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
面
で
は
先
取
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
が
そ
こ
ま
で
堕
ち
ず
に
済
ん
だ
原
因
は
、
像
が
ど
こ
ま
で
も
絶
村
存
在
・

　
　
絶
対
生
命
の
そ
れ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
が
絶
対
生
命
の
「
体
験
」
を
強
調
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ド

鵬　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ヒ
テ
の
晩
年
の
思
想
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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イ
ッ
観
念
論
全
体
が
絶
対
者
の
哲
学
と
し
て
、
人
間
的
生
の
無
限
の
深
ま
り
に
お
け
る
思
想
で
あ
り
、
自
覚
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ

の
開
拓
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
我
々
は
例
え
ば
ク
戸
ー
ナ
！
が
そ
の
大
著
『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』
に
お
い
て
極
め
て
図
式

的
に
取
上
げ
て
い
る
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
自
我
」
哲
学
の
み
を
以
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
根
本
思
想
を
尽
く
す
も
の
と
は
考
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
寧
ろ
晩
年
の
三
論
と
し
て
の
知
識
学
こ
そ
彼
の
真
の
立
場
を
、
従
っ
て
又
知
識
学
自
身
の
真
に
あ
る
べ
き
姿
を
示
し
た
も
の
と

考
え
た
い
。
自
我
の
問
題
は
単
に
自
我
一
そ
れ
が
如
侮
に
拡
大
深
化
さ
れ
た
に
し
て
も
一
内
部
の
事
柄
と
し
て
解
決
を
見
る
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
、
我
々
人
間
が
無
我
（
ω
①
精
げ
巴
。
ω
軽
＾
①
匿
）
に
な
る
こ
と
の
必
要
性
を
力
説
し
た
こ
と
が
そ
の

よ
き
証
明
で
あ
る
と
思
う
（
Z
．
囲
H
押
ω
葺
Φ
三
Φ
町
3
H
O
。
這
Ψ
ω
’
c
。
刈
）
。

　
（
1
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
は
そ
の
歴
史
哲
学
的
著
作
に
お
い
て
、
人
類
歴
史
の
発
展
段
階
の
最
後
に
「
理
性
技
術
の
時
代
劇
を
考
え
た
り
（
＜
固
押
ω
．
目
～
H
鱒

　
　
ω
．
①
0
）
又
「
悟
性
（
“
理
性
）
が
益
々
儒
仰
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
歴
史
の
進
行
で
あ
る
」
（
一
く
博
ω
・
お
G
。
）
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

　
　
ら
す
れ
ば
、
彼
が
如
何
に
理
性
の
力
を
確
信
し
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
併
し
、
彼
の
理
性
の
も
つ
意
味
内
容
に
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
た
だ
こ
の
一
振
が
そ
の
由
来
を
忘
却
し
、
自
然
乃
至
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
　
一
方
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、
現
代
的
世
界
像
が

　
　
構
成
さ
れ
る
素
地
が
歯
来
上
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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T［HE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline　of’　such　an　article　as　appears　in　more　than　one　nufnber　of　this

magaxine　is’・be　given　t・9θ伽プ痂疏the♂α5孟instalmentげthe　article．

のり

Uber　Fichtes　letzte　Gedanken

von　Giichi　Saito

　　Im　folgenden　Aufsatz　werde　ich　versuchen，　das　Problem　des　absoluten

P；．．inzips　in　Fichtes　Philosophie　darzulegen，　und　zwar　hauptsachlich　an　Hand

seiner　NachlaSbande．　Bekanntlich，　schrieb　Fichte　lapge　Jahre　unermtidlich

seine　，，Wissenschaftslehre“，　die　er　eigentlich　als　Ftirwort　fttr　，，Philosophie‘“

gebrauchte，　immer　wieder　um　und　revidierte　sie，　um　seinen　Gedanken　noch．

deutlicher　zu　mftc　chen．

　　Da　sich　seine　Gedankengebtiude　indessen　erweiterten　und　komplizierter’

wurden，　so　ergibt　sich　fttr　die　Forscher　und　lnterpreten　der　Philosophie，

Fichtes　das　schwierige　Problem，　ob　der　Kernpunlct　seiner　Philosophie，　d．　i．

das　absolute　Prinzip　selbst，　sich　veranderte　oder　nicht，　obwohl　Fichte　selbst．

in　seinen　Werken　die　Unvertinderlichl〈eit　oder　totale　Konsequenz　seines　Stand－

punkts　unterstrichen　hatte．

Einige　von　denen，　die　sich　mit　seinen　Werken　auseinandersetzten，　namlich

Schelling，　c｝er　Gegner　seiner　Philosophie，　E．　Erdmann，　Windelband，　N．

1－lartmann，　E．　Hirsch，　verneinten　diese　Behauptung　Fichtes，　andere　dagegen

und　zwar　K．　Fischer，　Falkenberg，　Heimsoeth　stimmten　ihr　zu．　Hier　liegt．

tatstichlich　ein　groBes　Problem，　wie　Gogarten　bereits　bemerkte．　Gogarten

hielt　sich　daher　mit　einem　Urtei｝　Uber　diese　Streitfrage　zur“ck

　　Nach　meiner　Untersuchung　lcann　ich　schlieBlich　nicht　umhin，　mich　der

ersten　Ansicht　anzuschlieBen．　lch　m6chte　die　GrUnde　dafur　kurz　erlautern：

1）　Das　lch，　das　Fichte　als　ein　absolutes　Prinzip　in　der　frtiheren　Wissen一
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schafts16hte喪£乞te　und　als　wahr　erkannte，　ist　alS　reihe　und．1　absolute　T銭tig・

keit　oder　Agi玉it護t（anstatt　der　Subs．tanz　oder．des　sogena職ten　tote且Dinges

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルan　sich）charakterisiert．　Deshalb　kann　dasselbe王ch，　seinem　Wesen　nach，

keine　Ruhe　oder　keine　Basis　haben．　Gerade．desWegen　musste　Fichte　in

seiner　sp註teren　Wissenschaftslehre　das　absoluten　Sein（＝Gott）als　den

．Gr登nd　oder　die　Urquelle　f濃r　das　Ich　annehmen．　Der　Begriff　des”Absoluten‘‘

wird　vom王ch　ins　Sein（玉ebendiges　Sein）transponiert，　nicht照r　durch　den

E玉nfluB　der　Schellingschen　Na纐rphilosophie，　sondem　auch　durch　die　Not－

wendlgkeit　se呈nes　eignen　Sy6te血s，　Nur　dadurch　l〈ann「das王ch　zur　Ruhe

ge玉anger烹，　und　kann　sein　Leben，　d．　h．　sein　unendliches　Streben　von　Liebe　uτ1d

Sel玉gk：eit　erf｛illt　werden．

　　2）　In　engem　Zusammenhang　mit　dem　oben　Gesagten　k鱒n　Fichtes　sp琶tere

Wissenschaftsiehre　als　Bildlehre　oder　Erscheinungslehre　gekennzeichnet　wer－

den．　Nach　seiner　mystisch－religi6sen　Au長assung　ist　nur　Gott　das　Sein，　und

alles　ausser　Gott　ist　Bilder．　Somit　kann　das王ch　in　eminenterem　Sinne　als

Gottesbild　oder　Gotteserscheinung　existieren，　und　dabei・ist　es　zwar　vo叢Gott

getrermt，　aber　doch　mit　Gottes　Leben　vereint．（Sein　Gedanke　nahert　sich　der

mystisch　gef銭rbten　Theologie　Johamies）．　Nun姐1t　es　ohne　Zweifel　auf，　da8

Fichtes　Ichbegriff　unter　dem　Gottesbegriff　steht　und　deswegen（ias王ch　nur

．als　Medium　der　Bildungskraft　Gottes　absoluteロLebens　fungiert，　wenngleich

4丁目王ch　anderseits　nach　wie　vor　a玉s　produktive　Einbildungskraft　der　Na£ur

．als　Materle←Stoff）gege磁bersteht　und　sie　als　Welt　bildet．

　　Am£nde　selnes　Lebens　war　Fichtes　Wisse識schaftslehre　nicht　nur　ethisch，

sondern　vollkomme頂eligi6s　bestim賊．

翌he　Proble熾of　5えη．ソ。ητカin　Ploも豆盤猿s

by　Yasuhiko　Tanogashira

　　In　the　fourth　treatise　of　the　second　Ennead　（4．　2－7　Br．），　Plotinus　explains

the　reason　why　he　holds　the　existence　of　b7eo　voTITj＞　is　necessic　ry・，　saying　“lf，

’theR，　the　Forms　are　many，　there　must　be　something　in　them　common　to

ithem　a｝1；　and　also　something　individual，　by　which　one　di’ffers　fyom　another．
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