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「
真
理
へ
の
意
志
」

1
近
世
哲
学
に
於
け
る
そ
の
内
的
変
動
1

圓
　
増
治
　
之

「

　
『
ツ
ァ
ラ
ッ
ス
ト
ラ
は
斯
く
語
り
き
』
の
第
四
部
「
影
」
に
お
い
て
、
ツ
ァ
ラ
ッ
ス
ト
ラ
の
影
は
彼
に
む
か
っ
て
次
の
よ
う
に
書
っ
て

い
る
。

　
　
「
あ
な
た
と
共
に
私
は
言
葉
や
価
値
や
大
い
な
る
名
に
対
す
る
信
仰
を
忘
れ
た
。
一
（
中
略
）
一

　
何
も
の
も
真
で
は
な
い
。
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
、
と
そ
の
よ
う
に
私
は
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
。
（
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最
も
つ
め
た
い
水
に
、
私
は
頭
と
心
で
も
っ
て
、
跳
び
込
ん
だ
、
あ
あ
、
そ
の
た
め
に
、
私
は
ど
ん
な
に
し
ば
し
ば
、
赤
い
エ
ビ
の

　
よ
う
に
裸
で
そ
こ
に
立
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
あ
あ
、
私
の
す
べ
て
の
善
、
私
の
す
べ
て
の
恥
ら
い
、
善
人
た
ち
に
対
す
る
私
の
す
べ
て
の
信
仰
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
！
　
あ
あ
、
私
が
か
つ
て
も
っ
て
い
た
あ
の
偽
り
の
無
邪
気
さ
、
す
な
わ
ち
善
人
た
ち
と
そ
の
高
貴
な
嘘
と
の
無
邪
気
さ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
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）

ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
。
」

こ
の
言
葉
は
、
「
お
お
、
永
遠
の
『
い
た
る
と
こ
ろ
』
、
お
お
永
遠
の
『
ど
こ
に
も
な
い
』
、
お
お
、
永
遠
の
i
徒
労
！
」
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嘗
び
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で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

　
　
　
善
（
道
徳
的
価
値
）
や
真
理
（
認
識
価
値
）
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
最
高
の
価
値
を
現
実
性
か
ら
剥
奪
し
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
」
と

　
　
言
う
と
き
、
そ
れ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
「
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
広
大
な
生
の
可
能
性
を
拓
く

　
　
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
た
そ
の
可
能
性
の
地
平
そ
の
も
の
の
う
ち
で
、
生
は
「
永
遠
の
い
た
る
と
こ
ろ
、
永
遠
の
ど
こ
に
も
な
い
」

　
　
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
引
き
廻
さ
れ
た
挙
句
、
徒
労
だ
と
の
感
じ
に
圧
倒
し
去
ら
れ
、
影
と
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
う
ち
で
さ
す
ら
う
だ

　
　
け
の
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
、
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
を
唱
え
る
ツ
ァ
ラ
ッ
ス
ト
ラ
の
足
下
に
踵
を
接

　
　
し
て
、
や
は
り
そ
う
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
引
き
さ
ら
わ
れ
か
ね
な
い
影
が
、
尾
を
引
い
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
一
体
い
か
な
る
意
味
を
込
め
て
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
」
（
り
ρ
陣
O
げ
け
駒
隠
　
一
ω
酔
　
≦
勉
ず
鴇
●
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で

　
　
い
わ
れ
る
「
真
」
（
怪
聞
）
と
は
、
表
象
に
お
け
る
主
観
と
対
象
と
の
一
致
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
」
も

　
　
結
局
は
、
懐
疑
に
お
け
る
判
断
中
止
と
変
わ
り
な
い
と
こ
ろ
に
導
か
れ
、
と
う
て
い
「
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
に
つ
な
が
る
も
の
で

　
　
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
で
育
て
あ
げ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ

　
　
ッ
パ
人
の
根
本
的
態
度
に
つ
い
て
の
深
い
歴
史
的
洞
察
を
く
ぐ
り
抜
け
た
上
で
、
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
の
理
解
を
こ
の
試

　
　
論
は
課
題
と
す
る
が
、
ち
な
み
に
「
す
べ
て
が
許
さ
れ
て
い
る
し
の
理
解
の
た
め
の
見
通
し
を
あ
ら
か
じ
め
つ
け
て
お
く
な
ら
、
「
何
も

　
　
の
も
真
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
は
絶
対
的
に
依
っ
て
立
ち
う
べ
き
真
理
を
喪
失
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
直

　
　
ち
に
、
「
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
と
し
て
、
す
な
わ
ち
生
に
精
神
の
無
限
の
自
由
を
開
く
こ
と
と
し
て
、
是
認
（
お
。
薮
¢
三
σ
Q
窪
）

　
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
是
認
と
し
て
の
思
惟
の
仕
方
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
そ
の
遺
稿
（
『
生
成
の
無
垢
』
）
、
H
■
寄
●
①
罐
）
で
『
自
由
の
道
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い
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@
て
、
理
解
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
生
（
り
。
σ
魯
）
が
自
由
な
精
神
（
澤
の
齢
ゆ
翼
）
と
し
て
、
「
永
遠
の
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二
〇

〈
い
た
る
と
こ
ろ
〉
、
永
遠
の
く
ど
こ
に
も
な
い
〉
し
と
い
う
徒
労
感
に
圧
し
去
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
一
切
の
「
い
っ
か
」
、
「
か
つ
て
」
、

「
今
」
、
「
こ
こ
」
、
「
そ
こ
」
、
「
か
し
こ
」
．
を
超
え
て
踊
る
（
欝
匿
窪
）
こ
と
の
で
き
る
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＝

　
キ
リ
ス
ト
教
の
も
と
で
育
て
あ
げ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
根
本
態
度
の
一
つ
と
し
て
、
真
理
と
い
う
価
値
に
対
す
る
態
度
、
つ
ま
り

真
理
と
い
う
価
値
を
そ
れ
自
体
で
価
値
の
あ
る
価
値
、
す
な
わ
ち
価
値
そ
れ
自
体
と
み
な
し
て
、
そ
れ
に
無
条
件
に
屈
服
す
る
態
度
が
み

う
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
真
理
へ
の
無
条
件
な
意
志
」
（
島
臼
芝
露
α
冒
α
q
3
類
音
①
N
償
畦
暴
富
筈
簿
）
は
、
近
世
以
降
諸
科
学
の
発
展
を
促
し
、

そ
の
発
展
が
や
が
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
解
釈
を
虚
偽
と
し
て
否
定
し
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
諸
科
学
が
表
面
に

於
い
て
、
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
解
釈
を
否
定
し
よ
う
と
も
、
そ
の
背
後
で
は
今
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
解
釈
が
「
真
な
る
世

界
」
と
し
て
立
て
た
超
越
的
世
界
に
ナ
イ
ー
ヴ
に
服
す
る
、
と
い
う
生
の
態
度
が
み
う
け
ら
れ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
み
る
。
そ
し
て
『
悦

ば
し
き
知
識
』
で
「
い
か
な
る
点
で
我
々
は
い
ま
だ
に
敬
度
（
坤
。
ヨ
鳶
）
で
あ
る
の
か
」
と
題
す
る
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
於
い
て
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
。
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「
な
ぜ
に
科
学
な
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
生
、
自
然
、
歴
史
が
『
不
道
徳
的
』
で
あ
る
の
に
、
一
体
、
何
の
た
め
に
道
徳
か
、
と
い
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へ

う
モ
ラ
ル
の
問
題
へ
還
元
さ
れ
る
。
科
学
へ
の
信
仰
に
前
提
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
誠
実
な
者
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
生
、
自
然
、
歴
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史
の
世
界
と
は
別
な
一
つ
の
琶
界
を
肯
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
彼
が
、
こ
の
『
別
の
世
界
』
を
肯
定
す
る
限
り
、
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ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
彼
は
ま
さ
し
く
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
反
対
の
も
の
、
こ
の
世
界
、
我
々
の
世
界
を
否
定
せ
ね
ぽ
な
ら
な
く

な
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
私
の
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
お
判
り
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
科
学
に
対
す
る
我
々
の
信
仰
は
や
は
り
、

　
　
、
、
・
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
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な
お
形
而
上
学
的
信
仰
を
地
盤
と
し
て
い
る
。
」



　
　
　
こ
の
形
而
上
学
的
信
仰
と
は
、
我
々
が
現
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を
「
仮
現
的
世
界
」
（
融
①
ω
o
ゲ
①
ぎ
び
鴛
①
≦
色
け
）
と
し
て
、
こ
の
世

　
　
界
の
彼
岸
に
「
真
な
る
世
界
」
（
象
①
≦
⇔
ぼ
①
≦
Φ
津
）
を
立
て
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
・
キ
リ
ス
ト
教
夕
露
世
界
論
的
な
世
界
構
造
に
組
み
込

　
　
ま
れ
た
・
生
の
彼
岸
の
世
界
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
そ
の
上
で
超
越
的
な
る
も
の
へ
の
目
差
し
か
ら
、
自
分
を
超
え
た
者
（
絶
対
的
に
真
な

　
　
る
も
の
と
し
て
の
神
や
超
越
的
世
界
）
に
対
す
る
仕
度
な
態
度
と
し
て
、
「
真
理
へ
の
無
条
件
な
意
志
」
が
成
り
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
だ
が
も
し
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
よ
う
に
生
が
本
来
、
「
錯
誤
・
暫
時
・
偽
装
・
眩
惑
・
自
己
欺
隔
・
見
せ
掛
け
」
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る

　
　
な
ら
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
か
か
る
生
本
来
の
意
志
を
屈
し
ま
げ
、
「
私
は
（
他
人
を
）
欺
く
ま
い
、
自
分
自
身
を
も
欺
く
ま
い
」
と

　
　
す
る
意
志
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
真
理
へ
の
無
条
件
な
意
志
」
は
、
表
面
に
於
い
て
は
超
越
的
世
界
を
立
て
ず
と
も
、
こ
の

　
　
生
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
何
か
他
の
も
の
（
真
理
）
に
、
自
己
本
来
の
意
志
を
屈
し
ま
げ
、
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
生
の

　
　
態
度
で
あ
る
。
そ
う
し
た
態
度
そ
の
も
の
の
裏
に
は
、
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
生
が
身
を
ゆ
だ
ね
う
べ
き
超
越
的
世
界
が
控
え
て
い
る
は

　
　
ず
で
あ
る
。

　
　
　
生
本
来
の
意
志
を
、
そ
の
都
度
の
自
己
を
超
越
し
て
自
己
の
よ
り
以
上
の
可
能
性
を
求
め
る
（
そ
し
て
自
己
超
克
す
る
）
「
カ
へ
の
意

　
　
（
6
）

　
　
志
」
（
類
注
①
N
ξ
竃
o
o
澤
）
と
し
て
看
取
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
す
れ
ば
、
価
値
と
は
、
「
カ
へ
の
意
志
」
と
し
て
の
生
が
、
認
る
一
定
の
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
そ
の
た
め
の
条
件
と
し
て
自
分
か
ら
自
分
に
対
し
て
立
て
る
観
点
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
価
値
と
そ
れ
ら

　
　
の
変
化
と
は
、
価
値
定
立
者
の
力
の
生
長
と
相
関
的
」
で
あ
っ
て
（
『
カ
へ
の
意
志
』
宰
．
置
）
、
生
か
ら
遊
離
し
た
価
値
そ
れ
自
体
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ど
こ
に
も
存
在
し
う
べ
く
も
な
い
。
た
し
か
に
、
我
々
が
そ
こ
で
生
ぎ
て
い
る
生
成
流
転
の
世
界
に
於
い
て
、
我
々
入
間
の
生
が
自
分
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
身
の
存
立
を
確
保
せ
ん
が
た
め
に
は
、
生
成
流
転
す
る
も
の
を
固
定
し
、
「
真
で
あ
る
」
と
み
な
す
こ
と
は
、
必
要
で
あ
る
。
そ
の
限
り

　
　
で
は
、
真
理
と
い
う
価
値
は
最
高
の
価
値
で
な
い
に
し
て
も
、
我
々
の
生
に
と
っ
て
必
要
な
価
値
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
ま
た
「
真
理
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
意
志
」
も
「
固
定
化
す
る
こ
と
、
真
と
な
す
こ
と
、
持
続
せ
し
め
る
こ
と
」
と
し
て
は
、
生
に
と
っ
て
、
生
が
自
己
を
保
存
す
る
た
め
に
、

99
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限
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た
。
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し
か
る
に
、
人
間
の
生
が
、
現
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
を
越
え
て
彼
岸
に
真
な
る
世
界
を
立
て
た
時
、
生
は
本
来
自
分
に
帰
す
べ
き

真
と
い
う
価
値
を
、
自
分
の
手
の
届
か
な
い
彼
方
へ
と
、
す
な
わ
ち
も
の
の
背
後
（
も
の
の
本
質
の
う
ち
）
へ
と
誇
張
的
（
一
葦
菩
。
翫
島
）

に
投
げ
入
れ
て
し
ま
い
、
価
値
を
超
越
的
世
界
に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
価
値
を
立
て
る
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
を
忘
却
し
て
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
逆
に
価
値
が
彼
岸
か
ら
与
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

込
ん
で
ξ
篤
讐
。
誌
昏
に
ナ
イ
ー
ヴ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
に
引
用
し
た
文
の
な
か
で
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
の
影
の
い
う
「
偽
り
の
無

邪
気
さ
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
真
な
る
世
界
を
彼
岸
に
戴
き
そ
れ
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
生
に
於
い
て
成
立
し
て
く
る
「
真
理
へ
の
無
条
件
な
意
志
」
に
よ
り
、

我
々
は
、
た
と
え
あ
る
一
つ
の
世
界
解
釈
（
キ
リ
ス
ト
教
の
二
世
界
論
）
の
虚
偽
を
見
破
り
否
定
し
去
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
な
お
真

理
と
い
う
価
値
に
無
条
件
に
服
す
る
態
度
が
残
存
し
て
い
る
限
り
、
や
は
り
ξ
唱
興
ぴ
。
回
…
。
。
簿
に
ナ
イ
ー
ヴ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ま
ず

も
っ
て
彼
岸
の
世
界
を
立
て
ず
と
も
、
や
が
て
は
ま
た
別
の
仕
方
で
彼
岸
の
世
界
を
立
て
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
ξ
需
吾
。
濠
。
ゲ
な
ナ

イ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
の
う
ち
で
空
転
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
て
生
本
来
の
意
志
で
あ
る
「
カ
へ
の
意
志
」
に
は
と
う
て

い
立
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ニ
ー
チ
ェ
に
「
カ
へ
の
意
志
」
と
い
う
こ
の
立
場
を
開
か
し
め
た
の
も
、
や
は
り
ま
た
「
真
理
へ
の
無
条
件
な
意
志
」
な

の
で
あ
る
。
近
世
以
降
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
外
へ
向
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
の
虚
偽
を
暴
い
て
い
く
が
、
同
時
に
、
表
象
の
場
に

於
い
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
自
覚
（
あ
る
い
は
自
己
意
識
）
を
、
か
か
る
自
分
に
向
っ
て
「
自
分
自
身
を
欺
く
ま
い
」
と
す
る

誠
実
性
と
し
て
貫
ぬ
き
、
主
体
性
の
う
ち
で
深
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
徹
底
し
た
所
で
ニ
ー
チ
ェ
は
主
体
性
の
底
に
「
力
へ
の
意
志
」
を

み
た
の
で
あ
る
。
表
象
の
場
で
、
我
々
は
、
他
の
一
切
の
も
の
を
表
象
す
る
と
い
う
仕
方
で
主
体
と
し
て
あ
る
が
、
裏
に
ま
わ
っ
て
「
カ
へ

の
意
志
」
の
立
場
よ
り
み
れ
ば
、
実
は
予
め
自
分
か
ら
自
分
に
対
し
て
何
ら
か
の
観
点
を
立
て
て
自
己
を
中
心
と
す
る
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ

ー
ヴ
ェ
（
勺
・
湧
速
葦
く
。
）
を
開
い
て
お
い
た
う
え
で
、
そ
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
内
で
他
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な



わ
ち
、
表
象
す
る
（
ノ
N
O
塊
ψ
仲
O
一
一
〇
冨
）
と
は
、
自
分
の
輝
い
た
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
内
で
他
の
も
の
を
自
分
の
前
に
自
分
に
対
し
て
立

て
て
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
は
、
我
々
が
予
め
立
て
た
詰
る
一
定
の
観
点
の
も
と
で
現
わ

れ
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
も
の
そ
れ
自
身
で
は
な
く
、
或
る
一
つ
の
べ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
シ
ュ
な
仮
象
（
①
冒
窟
9
集
響
蓉
冨
『

ω
島
⑦
冨
『
カ
へ
の
意
志
』
客
・
演
参
照
）
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
に
我
々
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
自
己
欺
購
に
か
か
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
我
々
は
す
で
に
、
暗
黙
の
う
ち
に
予
め
立
て
ら
れ
た
様
々
の
観
点
（
身
体
的
自
己
か
ら
立
て
ら
れ
た
観
点
、

習
慣
・
権
威
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
観
点
、
「
客
観
的
」
な
観
点
）
の
も
と
に
開
か
れ
た
様
々
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
中
心
に
、

そ
れ
ら
に
幾
重
に
も
と
り
囲
ま
れ
て
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
自
己
欺
隔
に
か
け
ら
れ
た
妻
問
の
主
体
に

お
い
て
、
「
自
分
自
身
を
欺
く
ま
い
」
と
す
る
真
理
へ
の
意
志
は
、
ξ
℃
臼
ぴ
。
房
筈
な
ナ
イ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
に
逆
転
し
、
そ
こ
で
空
転
し
か
ね

な
い
危
険
を
伴
い
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
を
貫
徹
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
近
世
主
体
性
の
形
而
上

学
」
に
お
い
て
み
て
み
よ
う
。

三

　
　
　
生
は
自
分
自
身
の
賜
り
に
そ
の
都
度
一
定
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
を
張
り
渡
し
、
そ
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
う
ち
で
諸
々

　
　
の
現
象
を
み
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
生
自
身
が
そ
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
う
ち
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生

　
　
に
於
い
て
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
そ
れ
自
身
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
意
志
は
ど
の
よ
う
に
働
く
で
あ
ろ
う
か
。
な
に
よ
り
も
ま

　
　
ず
こ
の
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
篤
房
9
竃
く
同
。
。
。
ず
な
表
象
と
表
象
さ
れ
た
も
の
と
を
そ
の
ま
ま
直
ち
に
真
な
り
と
判
断
す
る

　
　
前
に
、
先
廻
り
し
て
（
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
の
箕
ひ
甘
σ
q
①
の
さ
ら
に
先
に
ま
わ
っ
て
）
用
心
（
ω
一
。
げ
く
禽
。
・
卑
2
）
し
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
こ
と
に
な
る
。
近
世
初
頭
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
育
て
あ
げ
ら
れ
た
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
こ
う
し
た
表

01

@
象
す
る
者
自
身
の
用
心
に
基
づ
く
懐
疑
と
し
て
、
此
岸
弾
幕
に
於
け
る
ナ
イ
ー
ヴ
な
表
象
に
反
省
的
（
器
自
⑦
邑
く
）
に
つ
き
戻
さ
れ
、
そ
の

20　
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@
蓑
面
を
覆
っ
た
ナ
イ
ヴ
ィ
テ
ー
ト
を
突
ぎ
破
っ
て
い
っ
た
。

　
　
　
こ
う
し
て
、
表
象
す
る
者
自
身
の
用
心
（
＜
◎
「
o
q
剛
O
騨
博
）
か
ら
成
り
立
つ
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
し
か
し
、
は
じ
め
か
ら
く
。
邑
。
窪
に
よ

　
　
っ
て
目
ざ
さ
れ
た
「
確
実
に
知
る
」
た
め
の
、
す
な
わ
ち
明
晰
判
明
な
表
象
に
い
た
る
た
め
の
、
方
法
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ

　
　
の
方
法
は
揺
ぎ
な
き
基
礎
（
費
5
号
日
①
旨
ε
ヨ
ぎ
o
o
琴
器
。
・
ロ
ヨ
）
へ
通
じ
そ
れ
に
帰
属
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
表
象
す
る
と
い
う

　
　
我
の
有
り
方
も
、
さ
ら
に
そ
の
我
が
「
或
る
堅
固
で
持
久
的
な
る
も
の
を
確
立
す
る
」
こ
と
を
園
指
す
と
き
の
意
志
も
、
懐
疑
の
中
へ
ひ

　
　
き
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
さ
れ
た
も
の
を
先
廻
り
し
な
が
ら
、
表
象
の
場
自
体
か
ら
は
一

　
　
歩
も
出
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
表
象
の
場
の
根
底
で
表
象
し
つ
つ
あ
る
我
を
前
提
す
る
。
そ
の
我
が
、
我
自
身
に
対
し
て
表
象
さ
れ
て

　
　
あ
る
も
の
を
、
敢
え
て
そ
れ
が
「
存
在
し
な
い
」
と
説
得
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
的
に
「
我
が
我
に
説
得
す
る
」
と
い
う

　
　
仕
方
で
我
が
我
に
反
金
的
に
屈
折
す
る
限
り
、
そ
こ
で
は
、
ナ
イ
ー
ヴ
な
表
象
作
用
に
よ
っ
て
は
お
お
い
隠
さ
れ
て
い
る
表
象
の
主
体
た

　
　
る
エ
ゴ
（
O
σ
Q
O
）
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
る
。
第
二
省
察
に
お
い
て
、
一
切
の
表
象
さ
れ
て
あ
る
も
の
を
疑
い
尽
し
た
と
こ
ろ
で
、
「
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
は
あ
き
ら
か
に
何
も
の
も
な
い
、
何
ら
の
天
も
、
何
ら
の
地
も
、
何
ら
の
精
神
も
、
何
ら
の
物
体
も
な
い
と
、
私
は
私
に
説
得
し
た
」

　
　
（
ω
a
巳
ぼ
窟
議
暴
。
・
一
巳
運
℃
一
器
Φ
①
。
。
。
。
Φ
言
日
§
傷
p
き
諄
ヨ
8
Φ
ぎ
β
毒
＝
帥
臼
§
鑓
β
2
匿
。
・
ヨ
・
馨
・
。
・
”
昌
昏
Q
8
愚
9
p
．
）
と
言
わ
れ

　
　
る
が
、
こ
の
事
態
は
ま
さ
し
く
、
自
己
意
識
が
自
己
意
識
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
次
に
こ
の
。
σ
q
。
の
存
在
に
ま
で
疑
い
が
お
よ
び
、
「
そ
れ
で
は
、
私
ま
で
が
な
い
の
で
は
な
い
か
」
（
コ
。
p
器
一
σ
q
ぎ
同
・
鼠
ヨ
旨
Φ

　
　
ぎ
⇒
・
。
。
ω
凡
）
と
問
う
に
い
た
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
懐
疑
自
身
が
自
己
意
識
に
基
づ
く
が
故
に
、
そ
う
し
た
懐
疑
自
身
が
反
転
し
て

　
　
「
い
や
そ
う
で
は
な
い
、
何
事
に
せ
よ
私
が
私
に
説
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
私
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
」
（
葦
北
。
8
誉
。
σ
q
。
。
冨
ヨ
讐

　
　
。
・
陣
ρ
亀
山
巨
ぼ
隠
屋
信
鼠
）
と
い
う
仕
方
で
、
思
惟
し
つ
つ
あ
る
も
の
と
し
て
私
の
存
在
が
自
己
意
識
の
う
ち
で
確
立
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち

　
　
《
ヨ
薫
。
①
謎
8
ω
幸
、
言
葉
を
か
え
る
な
ら
、
懐
疑
の
根
底
に
自
己
意
識
と
し
て
あ
る
我
が
さ
ら
に
自
己
に
意
識
さ
れ
て
、
か
か
る
我
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
在
が
、
明
証
的
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
切
の
対
象
意
識
の
根
底
で
意
識
し
つ
つ
あ
る
我
が
か
か
る
根
底
と
し
て
自
己
自
身
を
意
識
し
た



　
　
所
で
は
じ
め
て
、
「
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
が
現
証
性
を
も
っ
て
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
は
も
の
が
あ
る
こ
と

　
　
と
は
異
な
っ
て
、
「
我
あ
り
」
と
い
う
こ
と
を
思
惟
（
意
識
）
す
る
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
の
み
、
精
神
と
し
て
の
我
の
存
在
を
成

　
　
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
我
が
あ
れ
こ
れ
の
も
の
を
表
象
す
る
、
あ
る
い
は
思
惟
す
る
立

　
　
場
と
、
そ
の
よ
う
な
我
を
意
識
し
て
、
我
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
立
場
と
に
、
次
元
の
相
違
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
し
か
し
そ
の
相
違
は
、
両
者
が
対
象
意
識
と
自
己
意
識
と
の
統
一
と
し
て
の
同
一
の
我
に
帰
属
す
る
こ
と
に
於
い
て
、
ま
さ
し
く
我
の
存

　
　
在
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
且
、
明
証
的
に
確
立
さ
れ
た
我
の
存
在
は
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
自
明
化
し
て
し
ま
い
、

　
　
そ
の
存
在
の
根
底
を
更
に
問
う
こ
と
は
不
必
要
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
自
己
意
識
の
明
証
的
自
明
性
の
う
ち
で
確
立
し
た
「
我
あ
り
」
も
、
自
己
意
識
か
ら
一
歩
も
抜
け
出
す
こ
と
が

　
　
で
き
ず
、
そ
れ
は
、
「
私
が
自
分
は
何
も
の
か
で
あ
る
と
考
え
る
間
」
の
こ
と
に
し
か
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
「
た
と

　
　
え
（
だ
れ
か
し
ら
き
わ
め
て
有
力
な
、
こ
の
上
な
く
悪
賢
し
こ
い
欺
礼
者
が
い
て
）
彼
が
ど
ん
な
に
欺
む
こ
う
と
し
て
も
」
と
い
う
誇
張

　
　
的
（
ξ
ロ
・
ひ
。
量
器
）
な
懐
疑
的
仮
説
に
一
歩
譲
っ
た
と
し
て
も
、
「
彼
は
私
を
何
も
の
で
も
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と

　
　
い
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
確
立
さ
れ
た
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
は
、
神
が
欺
隔
老
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
差

　
　
し
あ
た
っ
て
認
め
た
上
で
も
な
お
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
上
の
仮
説
の
そ
う
し
た
可
能
性
を
容
れ
る
余
地
が
あ
る
限
り
、

　
　
た
と
え
表
象
作
用
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
で
表
象
（
思
惟
）
す
る
も
の
が
そ
の
作
用
の
主
体
と
し
て
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、

　
　
ま
た
そ
の
他
の
一
切
の
も
の
は
か
か
る
「
基
体
的
主
体
」
（
の
賃
ぼ
Φ
。
露
量
）
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
有
」
ら
し
め
ら
れ
て
い

　
　
る
と
し
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
故
に
、
我
の
存
在
も
我
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
の
存
在
も
、
表
象
の
場
か
ら
一
歩
も
抜
け
だ
す
こ
と

　
　
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
我
に
よ
っ
て
確
実
に
表
象
さ
れ
た
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
明
晰
判
明
に
表
象
さ
れ
た
と
し
て

　
　
も
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
が
表
象
の
場
の
外
に
於
い
て
、
果
し
て
表
象
さ
れ
た
通
り
に
実
際
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
，
疑
問
の
余

03

@
地
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
デ
カ
ル
ト
は
や
が
て
「
我
」
と
す
べ
て
の
「
有
る
も
の
」
を
超
越
す
る
と
と
も
に
そ
の
両
方
を
創
造
す
る

20　
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二
五
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二
六

「
神
」
の
存
在
と
そ
の
誠
実
性
を
証
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
き
わ
め
て
有
力
な
定
心
者
」
と
い
う
ξ
ロ
費
び
島
ρ
器
な
仮
設
を
否
定
し

去
り
、
表
象
の
確
実
性
と
も
の
の
真
理
性
と
を
一
致
せ
し
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
神
の
存
在
の
証
明
は
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で

8
び
Q
ぎ
と
い
う
立
場
に
あ
っ
て
、
そ
の
場
だ
け
で
遂
行
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
場
に
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
観
念
（
嵐
雷
ぎ
器
邑

と
し
て
の
神
の
観
念
（
嵐
＄
U
巴
を
依
り
拠
と
し
て
、
行
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
8
σ
q
ぎ
の
立
場
を
と
る
限
り
、
そ

こ
で
は
す
で
に
神
の
誠
実
さ
が
後
に
控
え
て
い
る
。
か
か
る
デ
カ
ル
ト
の
立
場
に
と
っ
て
、
「
世
界
の
う
ち
に
は
何
も
な
い
」
と
い
う
懐

疑
は
、
も
と
も
と
あ
く
ま
で
誇
張
的
懐
疑
（
ξ
唱
。
昏
9
8
①
曾
び
ぎ
臨
。
器
。
。
）
で
あ
り
、
結
局
は
ξ
丸
き
。
軍
器
と
し
て
引
き
抜
か
れ
る
の

で
あ
る
。

　
か
の
「
私
が
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
判
明
に
認
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
真
理
で
あ
る
（
謹
話
。
ヨ
ま
①
ω
。
・
¢
く
Φ
議
β
ρ
き
画
く
。
。
匡
①

。一

ﾉ
。
g
山
郭
一
9
冨
℃
霞
。
馬
瀬
。
）
」
と
い
う
一
般
的
規
則
は
、
表
象
す
る
主
体
が
、
そ
れ
の
な
す
表
象
作
用
を
明
晰
判
明
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
実
な
表
象
作
用
と
な
し
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
も
の
を
も
確
実
に
あ
る
も
の
と
し
、
か
か
る
確
実
に
あ
る
こ
と
を
真

で
あ
る
こ
と
に
し
ょ
う
と
し
て
、
立
て
た
規
則
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
規
則
は
蓑
召
す
る
者
が
自
分
か
ら
自
分
に
対
し
て
立
て
た
自

己
規
制
的
な
一
般
的
規
則
（
器
σ
q
巳
鎚
び
q
窪
・
邑
ぼ
）
で
あ
る
（
『
省
察
』
第
三
章
）
。
し
か
し
そ
の
規
則
自
身
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
確
実
に
表
象
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
真
で
あ
る
と
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
神
の
誠
実
さ
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ

の
規
則
の
根
拠
づ
け
は
結
局
第
五
省
察
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
だ
が
、
私
は
神
が
有
る
と
認
識
し
た
、
さ
ら
に
同
時
に
、
他

の
す
べ
て
の
も
の
が
神
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
神
は
欺
瞳
者
で
な
い
こ
と
を
、
私
は
悟
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
私
が
明
晰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

判
明
に
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
す
べ
て
の
も
の
は
必
然
的
に
真
で
あ
る
と
、
そ
う
結
論
し
た
」
。

　
こ
こ
に
於
い
て
、
懐
疑
は
一
応
解
消
さ
れ
て
、
自
分
自
身
で
認
知
（
℃
①
冠
。
⑦
℃
賃
。
）
の
真
理
の
基
準
（
開
葺
①
目
冨
ヨ
）
を
も
つ
人
間
主
体
は
、

不
完
全
（
神
の
存
在
と
そ
の
誠
実
性
に
よ
る
根
拠
づ
け
を
必
要
と
す
る
が
故
に
不
完
全
な
の
で
あ
る
）
な
が
ら
独
り
立
ち
し
た
の
で
あ
る
。

　
懐
疑
の
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
解
消
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
お
け
る
「
軽
率
さ
」
と
み
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
的
な
見
方



　
　
を
す
れ
ぽ
、
デ
カ
ル
ト
は
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ィ
シ
ェ
に
表
象
し
つ
つ
あ
る
こ
の
生
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
彼
岸
の
世
界
（
も
し
く
は

　
　
神
）
を
戴
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
「
真
理
へ
の
意
志
」
を
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
な
お
も
ナ
イ
ー
ヴ
に
受
け
と
り
、
そ
の
意
志
の
赴

　
　
く
ま
ま
に
身
を
委
ね
て
い
る
。
例
え
ば
第
二
省
察
冨
頭
で
デ
カ
ル
ト
は
、
「
昨
日
の
省
察
に
よ
っ
て
私
は
非
常
に
大
き
な
懐
疑
の
う
ち
へ

　
　
投
げ
込
ま
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
そ
の
懐
疑
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
し
か
も
そ
の
懐
疑
は
い
か
な
る
仕
方
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
か
も

　
　
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
た
か
も
渦
ま
く
深
淵
の
う
ち
へ
不
意
に
落
ち
込
ん
だ
か
の
よ
う
に
私
は
混
乱
し
て
、
底
に
足
を
つ
け
る

　
　
こ
と
も
、
水
面
に
泳
い
で
出
る
こ
と
も
で
き
な
い
程
で
あ
っ
た
」
と
雷
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
懐
疑
の
淵
が
一
見
い
か
に
深
く
み
え

　
　
よ
う
と
も
、
そ
れ
に
は
動
か
さ
れ
ざ
る
基
盤
が
存
す
る
。
そ
の
基
盤
と
は
懐
疑
を
含
め
て
一
切
の
表
象
の
基
底
に
存
す
る
自
我
の
こ
と
で

　
　
あ
る
。
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
「
我
思
う
」
と
し
て
の
我
を
疑
い
に
引
き
こ
ま
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、

　
　
確
実
性
を
求
め
る
と
い
う
、
そ
の
我
の
意
志
も
ま
た
懐
疑
の
う
ち
に
引
き
込
ま
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ぽ
、
「
デ
カ
ル

　
　
ト
は
私
か
ら
見
る
と
充
分
に
徹
底
的
で
は
な
い
。
確
か
な
も
の
を
も
と
う
と
望
み
、
『
私
は
欺
か
れ
ま
い
と
欲
す
る
』
時
に
、
『
な
ぜ
そ
う

　
　
欲
す
る
の
か
』
と
間
う
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
外
見
と
不
確
実
さ
に
対
し
て
確
実
さ
を
重
ん
じ
る
た
め
の
…
…
…
道
徳
的
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
入
見
（
＜
｛
）
H
口
同
け
⑦
一
一
）
で
あ
る
」
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
於
け
る
用
心
（
＜
。
鼠
。
簿
）
は
、
諸
々
の
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
に
於
け
る
先
入
見

　
　
（
＜
。
歪
触
e
①
芦
毒
魚
轟
①
）
の
さ
ら
に
先
に
廻
り
は
す
る
が
、
決
し
て
道
徳
的
先
入
見
の
先
に
迄
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
デ
カ
ル
ト

　
　
の
「
私
は
欺
か
れ
ま
い
と
欲
す
る
」
と
い
う
意
志
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
意
志
自
身
が
自
己
欺
購
を
不
可
避
的
に
帰
結
す
る
生
の
よ
り
深
い

　
　
意
志
か
ら
発
源
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
疑
う
こ
と
が
依
然
と
し
て
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
「
我
思
う
」
と
し
て
あ
る
我
も
、
自
己
以
外
の
も
の
を
自
分
の
前
に
表
象
的
に
立
て
る
基
体
的
主
体
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
ま
わ
れ
ぽ
、

　
　
「
固
定
化
し
よ
う
」
と
い
う
意
志
と
し
て
、
「
カ
へ
の
意
志
」
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、
飽
く
ま
で
「
我
思
う
」
と

　
　
し
て
の
我
の
手
前
に
と
ど
ま
り
、
「
我
思
う
」
の
一
つ
の
様
態
で
あ
る
「
私
は
私
に
…
…
の
こ
と
を
説
得
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
於
い
て

05

@
解
消
さ
れ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
「
我
思
う
」
の
背
後
に
存
す
る
意
志
に
ま
で
は
到
達
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
「
我

20　
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二
七
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二
八

思
う
」
と
し
て
の
我
が
「
我
思
う
」
と
し
て
自
己
を
意
識
し
、
表
象
さ
れ
る
も
の
を
明
晰
判
明
に
、
つ
ま
り
確
実
に
我
の
前
に
立
て
よ
う

と
意
志
す
る
時
、
そ
の
意
志
は
、
そ
う
と
知
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
我
思
う
」
と
し
て
の
我
の
背
後
の
（
國
定
化
し
よ
う
と
す
る
）

意
志
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
は
言
う
、
「
真
理
の
標
尺
と
し
て
の
論
理
的
明
確
さ
と
透
徹
性
（
『
明
晰
か
つ
判
明
に

知
覚
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る
』
デ
カ
ル
ト
）
。
こ
れ
と
共
に
、
機
械
論
的
世
界
仮
設
は
望
ま
し
く
且
つ
信
ず
べ
き
と
な
る
。

1
（
中
略
）
一
し
か
し
、
我
々
の
知
性
に
力
と
確
実
性
の
感
情
を
最
も
多
く
与
え
る
仮
設
が
、
我
々
の
知
性
に
よ
っ
て
最
も
優
先
権

を
与
え
ら
れ
、
尊
重
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
真
理
と
し
て
表
示
さ
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
2
　
知
性
は
自
分
の
最
も
自
由
か
つ
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

強
力
な
力
能
と
能
力
と
を
、
最
も
価
値
の
多
い
も
の
の
、
従
っ
て
真
な
る
も
の
の
標
尺
と
し
て
立
て
る
」
。

　
物
体
的
な
も
の
す
べ
て
（
自
然
）
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
明
晰
判
明
に
表
象
さ
れ
る
「
延
長
と
そ
の
変
様
」
と
い
う
観
点
に
従
っ
て
解

釈
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
解
釈
も
、
そ
れ
が
人
聞
の
生
の
保
持
と
高
揚
と
に
資
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
是
認
（
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
経
済
的

《
α
押
O
口
O
ヨ
一
u
励
O
ゲ
》
な
是
認
）
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
事
実
、
デ
カ
ル
ト
自
身
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
仕
方
が
人
問
を
「
自
然
の
主
人
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

て
所
有
者
」
と
な
ら
し
め
る
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
人
間
を
か
か
る
地
位
に
高
め
ん
が
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
は
表
象
作
用
の
明
晰
判
明
さ

と
神
の
誠
実
さ
と
い
う
保
証
と
に
頼
っ
て
、
「
延
長
」
と
い
う
属
性
を
「
物
体
的
な
物
の
本
質
」
と
み
な
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
す
な

わ
ち
「
延
長
」
を
物
の
本
質
の
う
ち
に
ま
で
ξ
需
み
。
房
簿
に
投
げ
入
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
延
長
と
し
て

一
切
の
生
命
力
を
引
き
抜
か
れ
た
自
然
的
事
物
を
人
間
の
意
志
の
実
現
の
場
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
基
に
は
象
る
意
志
が
存
し
、
そ
れ
は
い
わ
ば
自
由
意
志
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
人
間

を
「
自
然
の
主
人
に
し
て
所
有
者
」
と
い
う
地
位
に
ま
で
高
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
の
さ
ら
に
根
本
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の

い
う
「
カ
へ
の
意
志
」
が
存
し
て
お
り
、
前
者
は
後
身
の
一
つ
の
現
わ
れ
と
し
て
み
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
意
志
、
従
っ
て

ま
た
懐
疑
も
表
象
作
用
も
、
そ
れ
自
身
の
さ
ら
に
根
本
で
あ
る
「
カ
へ
の
意
志
」
を
洞
察
し
て
い
な
い
点
に
於
い
て
、
誇
張
的
（
ξ
駕
マ

げ
。
翫
号
）
に
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
る
と
い
え
る
。



四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
デ
カ
ル
ト
以
降
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
「
真

　
　
理
へ
の
意
志
」
は
人
間
の
自
己
認
識
の
う
ち
で
徹
底
化
の
方
向
が
と
ら
れ
る
。

　
　
　
ま
ず
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
い
て
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
そ
こ
で
終
始
し
た
と
こ
ろ
の
自
己
意

　
　
識
の
自
明
性
を
破
っ
て
、
人
間
の
自
己
認
識
の
う
ち
で
次
元
的
深
化
を
遂
げ
る
。
表
象
す
る
も
の
と
し
て
の
我
の
自
己
意
識
に
於
い
て
は
、

　
　
「
我
あ
り
」
は
自
明
な
、
す
な
わ
ち
後
述
の
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
意
味
に
於
け
る
明
々
白
々
（
き
α
q
窪
ω
。
冨
巨
ざ
ゲ
）
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
い
て
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
そ
の
外
見
（
》
護
。
奮
象
①
ぎ
）
に
眩
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
我
思
う
と
自
己

　
　
意
識
さ
れ
て
い
る
我
の
背
後
へ
と
ま
わ
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
明
白
な
事
実
を
次
の
よ
う
に
逆
転
す
る
。

　
　
　
「
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
表
象
の
偶
有
性
に
す
ぎ
な
い
、
表
象
の
必
然
的
に
し
て
本
質
的
な
属
性
で
は
な
い
。
従
っ
て

　
　
我
々
が
意
識
と
名
づ
け
る
も
の
は
、
我
々
の
精
神
や
魂
の
世
界
の
或
る
一
つ
の
状
態
（
お
そ
ら
く
は
病
的
な
状
態
）
を
成
す
に
す
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ず
、
精
神
や
魂
の
世
界
そ
れ
自
体
で
は
決
し
て
な
い
」
。
こ
の
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
比
類
な
き
洞
察
」
は
「
外
見
上
の
明
白
さ
の
逆
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
（
d
ヨ
酔
。
ざ
語
畠
。
の
》
信
σ
。
魯
ω
畠
①
『
ω
）
」
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
ニ
ー
チ
ヱ
が
こ
こ
で
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一

　
　
　
我
々
人
間
の
精
神
の
働
き
は
、
反
省
作
用
を
含
ん
で
成
り
立
つ
明
確
な
る
蓑
象
と
し
て
、
統
覚
（
帥
燭
O
①
吋
O
O
℃
8
一
〇
鵠
）
と
い
わ
れ
る
。
し
か

　
　
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
で
は
、
巷
噂
震
8
9
§
は
植
物
や
動
物
に
も
み
と
め
ら
れ
る
知
覚
（
や
興
8
昆
。
コ
）
、
つ
ま
り
モ
ナ
ド
の
内
的
状

　
　
態
と
し
て
の
℃
9
8
冨
。
コ
に
規
定
づ
け
ら
れ
た
そ
の
発
展
段
階
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
閲
の
意
識
を
巷
℃
醇
8
喝
け
δ
づ
と
し
て
性
格
づ
け

　
　
る
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
独
立
自
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
き
も
の
一
般
に
認
め
ら
れ
る
鷺
8
Φ
9
8
を
地
盤
と
し
て
成
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

07

@
立
つ
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
於
い
て
、
デ
カ
ル
ト
で
出
発
点
と
さ
れ
た
⑳
σ
Q
。
8
⑳
ぎ
は
、
さ
ら
に
そ
れ
が
成
り
立
つ
地
盤
た
る

20　
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志
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二
九
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三
〇

唱
2
8
呂
§
へ
と
掘
り
返
さ
れ
逆
転
さ
れ
た
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
い
て
は
、
表
象
そ
れ
虜
身
は
す
で
に
推
移
的
状
態
で
あ
り
、
欲
求
（
碧
も
豊
臨
曾
）
が
そ
の
内
に
内
的
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

理
と
し
て
属
し
て
い
る
と
、
み
て
と
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
神
や
人
間
の
精
神
の
う
ち
で
明
確
に
「
意
志
」
（
く
。
一
〇
コ
融
）
と
い
う
有
り
方
を

と
る
に
い
た
る
こ
の
欲
求
の
根
本
に
、
さ
ら
に
「
基
底
」
と
し
て
「
力
」
（
く
H
ω
）
が
、
す
な
わ
ち
「
根
源
的
な
能
動
力
」
（
彦
p
。
。
紳
冨
”
く
♂

℃
鼠
ヨ
三
舌
）
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
欲
求
も
し
く
は
意
志
が
そ
れ
自
体
に
於
い
て
何
で
あ
る
か
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
い
て
は
、
必
ず

し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
根
源
的
な
能
動
力
は
根
本
に
於
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
「
カ
へ
の
意
志
」
に
匹
敵
す
る
地

位
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ぽ
、
先
に
引
用
さ
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
賞
讃
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
は
よ
く
理
解
し
う
る
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
ニ
ー
チ
ェ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
う
根
源
的
な
能
動
力
の
う
ち
に
、
彼
自
身
の
生
命
と
か
「
カ
へ
の
意
志
」
の
先
駆
的

形
態
を
み
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ー
・
一
ッ
ツ
に
於
い
て
は
、
彼
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
は
す
で
に
陽
屋
℃
急
け
三
ω
島
で
あ
る

と
は
い
え
、
こ
の
根
源
的
な
力
と
認
識
と
の
、
従
っ
て
ま
た
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
の
関
係
は
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

五

　
カ
ン
ト
に
於
い
て
、
真
理
へ
の
意
志
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
・
表
象
の
主
体
と
し
て
の
人

間
理
性
の
立
場
を
踏
ま
え
、
一
切
の
表
象
の
根
底
に
す
で
に
横
た
わ
っ
て
い
る
主
体
と
し
て
の
人
間
理
性
の
能
力
を
、
自
分
自
身
で
予
め

批
判
し
よ
う
と
い
う
仕
方
で
、
貫
ぬ
か
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
人
間
理
性
の
本
性
を
デ
カ
ル
ト
よ
り
｝
層
根
源
的
な
所
か
ら
明
ら
か

に
す
る
と
共
に
、
そ
の
理
性
の
適
用
に
限
界
を
課
す
こ
と
と
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
表
象
の
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
等
時
に
被
造
物
と
し
て
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
。
有
限
な
る
者
と
し
て
の
人
間
は
、

「
表
象
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
創
造
的
に
無
か
ら
存
在
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
の
悟
性
が
神
的
悟
性
な



　
　
ら
、
「
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
対
象
を
表
象
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
対
象
そ
の
も
の
が
同
時
に
与
え
ら
れ
、
あ
る
い

　
　
は
産
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
」
（
《
丙
葺
箆
鹿
興
『
・
冒
窪
く
2
昌
§
h
け
》
φ
置
㎝
）
、
我
々
人
間
の
「
表
象
そ
れ
自
身
は
、
自
己
の
対
象
を
現
実

　
　
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
生
じ
せ
し
め
は
し
な
い
」
（
一
び
一
仙
．
　
b
d
・
　
H
b
り
O
）
（
た
だ
し
、
実
践
理
性
の
場
合
は
話
は
別
で
あ
る
が
）
。
む
し
ろ

　
　
我
々
が
主
観
と
し
て
何
か
他
の
も
の
を
表
象
し
う
る
の
は
、
「
主
観
の
表
象
能
力
が
、
客
観
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
触
発

　
　
さ
れ
る
こ
と
」
（
一
σ
一
山
。
　
b
d
●
　
↓
吋
）
を
倹
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。

　
　
　
従
っ
て
、
有
限
な
理
性
と
し
て
の
我
々
は
、
何
か
を
表
象
し
う
る
た
め
に
は
、
す
で
に
存
在
す
る
対
象
と
出
合
う
の
を
起
た
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。
我
々
が
表
象
の
主
体
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
我
々
が
「
有
限
的
に
理
性
的
な
存
在
者
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
「
す

　
　
べ
て
の
認
識
は
経
験
と
共
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
」
（
博
ぴ
己
．
し
6
．
H
）
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
我
々
が
対
象
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
何
か
亘
る
も
の
と
出
合
う
こ
と
で
は
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
何
ら
か
の
規
則
に
導
び
か
れ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
則

　
　
そ
の
も
の
が
、
「
も
し
仮
に
い
つ
も
経
験
的
、
し
た
が
っ
て
偶
然
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
経
験
自
身
は
一
体
ど
こ
に
そ
の
確
実
性
を
求

　
　
め
え
よ
う
か
」
（
陣
ぴ
一
畠
’
H
W
．
α
）
。
経
験
そ
れ
自
身
、
す
で
に
経
験
に
先
立
っ
て
予
め
与
え
ら
れ
た
規
則
（
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
）
に
導
び
か

　
　
れ
て
い
る
。
我
々
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
を
、
経
験
に
於
い
て
出
合
わ
れ
る
（
現
象
す
る
）
対
象
の
方
に
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し

　
　
そ
う
な
ら
、
そ
の
規
則
は
再
び
経
験
的
と
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
経
験
を
導
く
と
と
も
に
経
験
を
可
能
に
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な

　
　
規
則
は
、
経
験
か
ら
で
は
な
く
、
す
な
わ
ち
何
か
我
々
認
識
主
観
と
は
別
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
予
め
「
我
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
認
識
能
力
が
自
分
自
身
か
ら
与
え
」
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
我
々
の
認
識
は
す
べ
て
経
験
と
共
に
は
じ

　
　
ま
る
、
と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
我
々
の
認
識
が
す
べ
て
経
験
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
」
（
陣
ぴ
帥
山
・
し
d
●
H
）
。

　
　
　
逆
に
言
え
ば
、
我
々
人
間
が
、
予
め
則
る
べ
き
規
則
を
自
分
に
与
え
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
対
象
を
経
験
す
る
と
い
う
こ

09

@
と
が
我
々
に
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
自
分
が
経
験
の
主
体
で
あ
り
う
る
た
め
の
条
件
を
、
予
め
自
分
か
ら
自
分
に
対
し
て
立
て

20　
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＝
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ご

1020

@
て
お
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
が
表
象
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
主
体
性
に
は
、
経
験
の
主
体
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
予

　
　
め
自
分
か
ら
自
分
に
耕
し
て
立
て
る
能
力
す
な
わ
ち
意
志
が
、
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
言
っ
て
も
あ
な
が
ち
過
言
で
な

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
（
そ
し
て
こ
れ
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
表
象
の
変
化
を
内
的
に
可
能
に
す
る
原
理
と
し
て
〈
意
志
に

　
　
ま
で
進
展
す
る
〉
欲
求
を
定
立
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
予
示
さ
れ
て
い
る
。
）
　
そ
れ
に
応
じ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
」
に
於
い
て
は
な

　
　
お
そ
の
背
後
に
存
し
て
い
た
超
越
者
と
し
て
の
神
が
一
層
後
退
し
、
こ
の
こ
と
に
於
い
て
カ
ン
ト
で
は
「
我
思
う
」
と
い
う
自
己
意
識
は

　
　
超
越
論
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
昇
り
、
「
超
越
論
的
統
覚
し
と
し
て
の
「
我
思
惟
す
」
へ
と
変
貌
す
る
。

　
　
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
課
題
と
し
て
、
差
し
あ
た
っ
て
、
「
が
ん
ら
い
理
性
が
、
そ
の
経
験
に
於
い
て
出
合
う
対
象
に
か
か
わ
る
自
分

　
　
自
身
の
能
力
を
予
め
完
全
に
知
り
尽
し
て
お
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
限
界
を
越
え
て
試
み
ら
れ
る
理
性
使
用
の
範
囲
や
限
界
を
、
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
つ
確
実
に
定
め
る
こ
と
も
容
易
に
な
る
は
ず
で
あ
る
」
（
潤
び
一
伽
・
　
b
口
。
　
鱒
ω
）
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
翻
が
え
っ
て
み
れ
ば
、
予
め
批
判
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
対
象
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
を
予
め
立
て
て
い
る
意
志
と
し
て
の

　
　
主
体
性
の
次
元
へ
湖
源
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
こ
で
、
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
経
験
を
倹
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
対
象
を
認
識
す
る
仕
方
に
つ
い
て
は
、
我

　
　
我
は
、
予
め
自
分
に
与
え
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
に
従
う
が
故
に
、
そ
れ
は
経
験
を
侯
た
ず
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
に
な
る
、
そ
う
い

　
　
う
見
通
し
を
、
我
々
は
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
通
し
の
も
と
に
、
一
切
の
表
象
を
懐
疑
に
引
き
込
む
デ
カ
ル
ト
の
観
点
か
ら
、
一
切

　
　
の
表
象
を
超
え
て
こ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
へ
と
、
観
点
は
移
さ
れ
、
カ
ン
ト
は
こ
の
条
件
を
我
々
の
能
力
の
う
ち
へ
と
求
め
る
の
で
あ

　
　
る
。
従
っ
て
こ
の
「
す
べ
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
追
求
」
（
一
ぴ
陣
侮
●
　
ω
巳
　
心
O
H
）
そ
れ
自
身
が
す
で
に
、
単
に
「
客
観
に
対
す
る
主

　
　
観
」
と
い
う
我
々
の
あ
り
方
か
ら
、
そ
れ
に
先
行
す
る
「
意
志
」
へ
超
え
る
と
い
う
、
一
種
の
「
超
越
」
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
超
越
は
、

　
　
経
験
お
よ
び
経
験
の
対
象
を
そ
の
外
部
に
超
え
る
「
超
越
的
」
（
露
量
N
。
巳
。
糞
）
と
は
区
別
さ
れ
て
、
「
私
は
、
対
象
に
で
は
な
く
、
対
象

　
　
を
認
識
す
る
我
々
の
認
識
の
仕
方
に
、
こ
の
認
識
の
仕
方
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
に
一
般
に
関
与
す



　
　
る
一
切
の
認
識
を
超
越
論
的
（
窪
き
。
・
N
①
詳
山
①
艮
p
。
一
）
と
名
づ
け
る
」
（
筐
隠
．
》
．
芦
ω
』
窃
）
。
つ
ま
り
、
「
自
己
本
来
の
能
力
を
予
め
銚
判
す

　
　
る
」
（
ぴ
凱
．
じ
d
・
×
×
×
＜
）
純
粋
理
性
批
判
は
、
経
験
と
経
験
の
対
象
を
超
え
て
し
か
も
そ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
も

　
　
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
次
元
は
対
象
認
識
の
そ
れ
と
は
異
な
る
超
越
論
的
な
次
元
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

　
　
そ
れ
が
超
越
論
的
な
踏
み
越
え
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
し
て
こ
の
超
越
論
的
な
踏
み
越
え
が
と
り
も
な
お
さ
ず
カ
ン
ト
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ

　
　
ち
、
こ
れ
ま
で
は
ナ
イ
ー
ヴ
に
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
存
在
す
る
も
の
の
存
在
に
属
す
る
そ
の
基
本
形
式
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
ま

　
　
さ
に
そ
の
事
柄
自
身
を
可
能
に
す
る
根
拠
へ
と
湖
源
さ
れ
た
、
つ
ま
り
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
純
粋
悟
性
の
う
ち
へ
と
湖
源
さ
れ
た
、
そ

　
　
し
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
も
と
も
と
我
々
の
受
容
的
能
力
た
る
感
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
（
時
間
・
空
間
）
と
と
も
に
、
我
々
が
事
物

　
　
の
う
ち
へ
投
げ
入
れ
て
お
い
た
悟
性
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
我
思
惟
す
」
と
し
て
の
我
は
、

　
　
も
と
も
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
予
め
投
げ
入
れ
て
お
き
な
が
ら
、
通
常
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
い
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
の
規
定
で
あ
る
か

　
　
の
よ
う
に
み
な
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
表
象
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
か
か
る
我
々
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
あ
り
方
か
ら
、
予
め
カ
テ
ゴ
リ
：

　
　
を
投
げ
入
れ
て
い
る
も
と
も
と
の
あ
り
方
へ
と
立
ち
帰
り
、
古
来
、
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
根
本
規
定
と
さ
れ
て
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

　
　
第
一
次
的
な
所
在
を
我
々
の
純
粋
悟
性
の
う
ち
へ
と
移
し
置
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
純
粋
悟
性
概
念
」
と
し
て
そ
の
働
き
方
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
か
か
る
「
我
思
惟
す
」
と
し
て
の
我
は
、
も
は

　
　
や
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
認
識
し
う
る
他
の
一
切
の
存
在
す
る
も
の
（
対
象
）
と
は
同
列
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
む
し
ろ

　
　
「
我
思
惟
す
」
と
し
て
の
我
は
超
越
論
的
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
を
の
せ
る
「
乗
り
物
」
（
量
輿
》
．
ω
芦
辺
．
。
。
8
）
で
あ
る
。
「
我
思
惟

　
　
す
」
と
は
「
い
か
な
る
経
験
に
も
附
属
し
、
か
つ
い
か
な
る
経
験
に
も
先
行
す
る
統
覚
の
形
式
」
（
筐
鉢
鋭
ω
綬
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

　
　
「
我
思
惟
す
」
と
し
て
の
我
は
、
表
象
の
場
で
い
か
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
の
内
実
が
規
定
さ
れ
え
ず
、
「
何
ら
の
特
別

11

@
の
名
称
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
塗
F
艶
。
。
声
帯
●
薩
O
O
）
。
た
だ
「
思
想
の
超
越
論
的
主
体
」
（
崔
P
｝
ω
心
ρ
b
d
．
お
心
）
、
あ
る
い
は
、

20　
　
　
　
　
　
「
真
理
へ
の
意
志
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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四

「
思
惟
の
恒
常
的
な
論
理
的
主
体
」
（
自
蔵
の
　
び
Φ
o
o
陣
餌
⇒
伍
一
『
Q
O
　
一
〇
㈹
団
ω
O
ゲ
㊦
　
ω
再
び
U
¢
斎
け
　
侮
①
ω
　
一
）
④
昌
犀
O
コ
も
。
…
　
一
ぴ
剛
臨
冒
　
》
．
　
ω
α
O
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。
1
こ
の
「
論
理
的
主
体
」
は
カ
ン
ト
に
於
い
て
は
「
我
結
合
す
」
（
図
O
げ
　
く
①
目
げ
一
口
仙
O
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ニ
ー
チ
ェ
は
「
論
理
的
な
も
の
と
は
、
世
界
が
論
理
的
に
、
す
な
わ
ち

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
（
2
0
）

我
々
の
判
断
に
合
っ
た
よ
う
に
、
経
過
す
る
よ
う
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
衝
動
そ
れ
自
身
で
あ
る
」
と
見
る
が
、
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
い
う
「
論
理
的
主
体
」
す
な
わ
ち
「
我
結
合
す
」
は
、
衝
動
に
、
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
「
カ
へ
の
意
志
」
に
還
元
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
1

　
以
上
の
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
我
々
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
投
げ
入
れ
る
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
な
に
も
、
ま
ず
対
象

が
我
々
の
向
う
に
す
で
に
対
象
と
し
て
あ
っ
て
、
次
い
で
そ
れ
に
我
々
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
外
か
ら
附
加
的
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
対
象
が
対
象
（
O
罐
⑦
霧
富
民
）
と
し
て
我
々
に
対
し
て
立
つ
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
我
々
が
予

め
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
投
げ
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
感
性
を
通
し
て
何
か
が
我
々
に
与
え
ら

れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
も
の
は
「
諸
現
象
の
雑
踏
」
（
。
ぎ
O
。
≦
口
三
①
＜
曾
卑
8
冨
一
切
§
σ
q
・
許
一
露
P
＞
ヒ
H
）

に
す
ぎ
な
い
。
対
象
が
対
象
と
し
て
成
立
す
る
の
は
、
感
性
の
形
式
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
諸
表
象
の
多
様
を
、
「
純
粋
悟
性
」
が
「
カ

テ
ゴ
リ
ー
し
に
従
い
自
己
意
識
の
統
一
へ
と
総
合
す
る
こ
と
を
侯
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
従
っ
て
意
識
の
総
合
統
一
は
、

あ
ら
ゆ
る
認
識
の
客
観
的
条
件
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
私
自
身
が
客
観
を
認
識
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の

直
観
が
、
私
に
対
し
て
客
観
と
な
る
た
め
に
、
そ
の
下
に
立
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
条
件
な
の
で
あ
る
」
（
鵬
）
帥
α
■
　
切
’
　
H
G
◎
c
◎
）
。
こ
こ
に
、
予
め
我
々

が
投
げ
入
れ
た
主
観
的
概
念
た
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
如
何
に
し
て
経
験
の
地
平
に
於
い
て
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
か
が
示
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
演
繹
」
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
場
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ー
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
そ
こ
か
ら
且
つ
そ
こ
に
於
い
て
、
対
象
と
し
て
恒
常
的
（
ぴ
。
ω
癌
乱
薦
）
に
立
つ
と
い
う
あ
り
方
で
、

我
々
に
対
し
現
象
し
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
場
を
開
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
こ
で
他
の
も
の
と
そ
の
恒
常
性
（
ω
。
m
薮
守



　
　
黛
守
q
冨
5
に
於
い
て
出
合
う
こ
と
の
で
き
る
場
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
そ
の
慨
常
性
の
場
に
自
分
自
身
を
恒
常
的
な
主
体
と

　
　
し
て
立
て
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
今
や
我
々
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
ナ
イ
ー
ヴ
に
投
げ
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
「
超
越
論
的
演
繹
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
使
用
す

　
　
る
こ
と
の
正
当
性
を
是
認
し
自
ら
に
対
し
保
証
し
た
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
が
、
同
時
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
使
用
を
「
可
能
的

　
　
経
験
」
の
範
囲
に
限
る
と
い
う
制
限
を
自
ら
に
対
し
加
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。
）
か
く
し
て
超
越
論
的
演
繹
の
結
果
、
「
一
切
の
総
合

　
　
判
断
の
最
高
原
則
」
と
し
て
、
「
経
験
一
般
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
は
、
同
時
に
経
験
の
諸
対
象
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
で
あ
る
」
（
産
山
・
》

　
　
H
㎝
O
》
φ
お
刈
）
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
経
験
の
主
体
の
主
体
性
の
条
件
が
対
象
の
対
象
性
の
条
件
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
表

　
　
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
の
進
展
に
伴
い
、
す
な
わ
ち
表
象
主
体
自
身
が
自
分
の
能
力
を
反
省
し
、
こ
れ
を
「
超
越
論
的
」
に
究
明

　
　
す
る
に
伴
っ
て
、
悟
性
の
性
格
は
、
「
認
識
に
於
け
る
自
発
性
と
し
て
、
思
惟
す
る
能
力
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
概
念
の
能
力
、
も
し
く

　
　
は
さ
ら
に
判
断
の
能
力
と
し
て
」
（
出
）
同
侮
’
　
》
．
　
H
応
り
①
）
、
様
々
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
要
す
る
に
か
か
る
悟
性
の
超
越
論
的
性
格

　
　
は
「
規
則
の
能
力
」
（
＜
曾
ヨ
α
σ
q
窪
自
・
H
園
。
σ
q
。
『
）
（
一
瓢
山
．
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
純
粋
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
総
合
的
原
則
の
体
系
的
表
現
」

　
　
の
導
入
部
に
於
い
て
、
「
諸
原
則
の
源
泉
」
（
餌
O
同
　
ρ
償
O
一
一
　
侮
O
場
　
（
｝
同
郎
昌
山
ω
餌
け
N
①
…
　
一
ぴ
坤
侮
●
　
切
●
　
H
Φ
Q
Q
）
と
し
て
、
悟
性
の
本
質
が
提
示
さ
れ
る
。
経

　
　
験
認
識
の
次
元
か
ら
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
可
能
性
の
条
件
へ
と
超
越
論
的
に
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
の
本
質
が
、
自
分
の
根
拠

　
　
（
O
村
§
儀
）
を
定
立
す
る
（
ω
。
け
N
聲
）
能
力
と
し
て
、
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
悟
性
の
本
質
は
自
分
の
根
拠
を
立
て
る
こ
と

　
　
に
（
自
分
の
根
拠
を
立
て
る
意
志
に
）
存
す
る
、
と
み
て
と
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
主
体
の
主
体
性
は
、
自
分
を
可
能
に
す
る
条
件
（
カ

　
　
ン
ト
の
場
合
、
恒
常
的
存
立
の
条
件
）
を
自
分
か
ら
自
分
に
対
し
て
与
え
る
意
志
に
存
す
る
、
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
意

　
　
志
が
、
人
間
理
性
の
自
律
で
あ
る
が
、
そ
の
自
律
は
ま
さ
に
自
律
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
も
う
一
つ
根
本
か
ら
根
拠
づ
け
る
も
の
が
も

13

@
は
や
な
に
も
な
く
な
り
、
か
く
し
て
か
か
る
人
間
的
理
性
か
ら
、
こ
の
理
性
に
と
っ
て
深
淵
的
（
鋤
ぴ
α
Q
婦
魯
⇒
山
…
σ
Q
）
な
「
カ
へ
の
意
志
」
へ
と

20　
　
　
　
　
　
「
冥
理
へ
の
意
志
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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二
了

い
た
る
に
は
わ
ず
か
数
歩
、
し
か
し
決
定
的
な
数
歩
、
を
残
す
だ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
カ
ン
ト
の
目
ざ
す
所
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
よ
う
に
自
己
高
揚
の
た
め
の
可
能
性
の
条
件
を
設
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
、
そ

れ
は
飽
く
ま
で
、
対
象
と
し
て
「
立
つ
」
（
。
。
3
げ
。
浮
）
と
い
う
あ
り
方
に
幻
象
を
も
た
ら
す
た
め
の
条
件
、
同
じ
こ
と
だ
が
表
象
す
る
主

体
の
側
か
ら
言
え
ば
、
表
象
主
体
が
主
体
と
し
て
確
立
す
る
た
め
の
条
件
（
ニ
ー
チ
ェ
的
に
い
え
ば
、
自
己
保
持
の
た
め
の
条
件
）
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
か
か
る
ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ー
ヴ
ェ
の
も
と
で
は
、
次
の
課
題
と
し
て
、
か
か
る
諸
原
則
（
（
甲
H
q
旨
亀
ω
餌
帥
N
①
）
を
自
己
へ
の
統

一
の
も
と
に
秩
序
立
て
て
（
す
な
わ
ち
体
系
的
く
。
。
藁
。
営
蝕
。
。
号
〉
に
）
確
実
に
立
て
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
総
合

的
原
則
の
体
系
的
表
現
（
超
ω
8
ヨ
巴
。
。
。
穿
く
。
韓
鉱
一
暮
σ
Q
）
」
を
な
す
こ
と
、
が
不
可
欠
と
な
る
。
（
ち
な
み
に
、
す
べ
て
の
総
合
的
原
則
の

体
系
的
表
現
と
い
う
こ
の
課
題
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
論
理
学
』
に
於
い
て
は
じ
め
て
真
に
、
す
な
わ
ち
絶
薄
的
確
実
性
を
も
っ
て
完
結
的
に
、

遂
行
さ
れ
る
に
い
た
る
。
）

　
体
系
的
に
立
て
ら
れ
た
純
粋
悟
性
の
諸
原
則
は
、
「
諸
現
象
の
雑
踏
」
を
し
て
必
然
的
に
規
則
に
従
わ
し
め
、
こ
れ
を
対
象
と
い
う
あ

り
方
（
す
な
わ
ち
、
恒
常
的
な
「
存
在
」
）
へ
も
た
ら
す
が
故
に
、
そ
れ
は
、
経
験
に
於
い
て
我
々
の
認
識
が
対
象
に
一
致
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
す
な
わ
ち
、
経
験
的
真
理
）
の
可
能
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
悟
性
規
則
は
、
そ
こ
に
於
い
て
客
観
が
我
々
に

与
え
ら
れ
う
る
と
こ
ろ
の
、
す
べ
て
の
認
識
の
総
括
と
し
て
の
経
験
を
ぽ
可
能
に
す
る
よ
う
な
根
拠
を
自
分
の
う
ち
に
含
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
単
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
真
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
一
切
の
真
理
の
源
泉
、
す
な
わ
ち
我
々
の
認
識
と
客
観
と
の
一
致
の
源
泉
で

あ
る
」
（
彦
↑
》
．
卜
。
。
。
メ
切
・
b
。
8
）
と
い
う
。
も
と
も
と
悟
性
は
、
予
め
み
ず
か
ら
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
可
能
に
す
る
原
則
を
立

て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
能
的
経
験
と
い
う
地
平
（
我
々
の
認
識
が
紺
象
に
則
る
こ
と
の
可
能
な
地
平
）
を
開
い
て
い
る
が
故
に
、
か
か

る
超
越
論
的
と
い
う
性
格
を
も
つ
悟
性
に
は
す
で
に
、
コ
切
の
経
験
的
真
理
に
先
行
し
て
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
超
越
論
的
真
理
L

（
塗
畠
・
》
●
置
ρ
し
6
●
H
。
。
㎝
）
が
、
属
し
て
い
る
。
た
だ
通
常
、
経
験
の
場
に
い
る
悟
性
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
通
常
、
悟
性
は
経
験
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
反
省
的
に
自
己
を
引
き
離
し
て
自
己
の
本
質
的
能
力
を
明
ら
か
に
し
て



　
　
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
探
究
は
、
も
と
も
と
す
で
に
悟
性
に
属
し
て
い
る
超
越
論
的
真
理
を
超
越
論
的
真
理
と
し
て
明
確
に
開
示
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
知
性
と
物
と
の
一
致
（
p
・
山
斗
盤
註
。
一
艮
亀
Φ
。
欝
。
。
①
＝
①
一
）
と
し
て
の
真
理
を
、
表
象
が
対
象
に
一
致
す
る
こ
と

　
　
と
し
て
、
そ
れ
が
経
験
の
場
で
成
り
立
つ
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
経
験
の
場
に
於
い
て
出
合
わ
れ
る
も
の
を
、
自
分

　
　
自
身
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
た
諸
原
則
に
則
っ
て
、
認
識
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
真
理
と
仮
象
と
は
「
判
断
の
う
ち
に
の
み
あ
る
、
す

　
　
な
わ
ち
対
象
と
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
と
の
関
係
に
の
み
亡
い
出
さ
れ
る
。
悟
性
法
則
と
完
全
に
一
致
し
た
認
識
に
は
誤
謬
は
な
い
。
感
官
の

　
　
表
象
の
う
ち
に
も
（
感
官
の
心
象
は
全
く
判
断
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
）
誤
謬
は
な
い
」
（
一
げ
峯
》
．
b
・
o
。
。
”
b
d
曾
。
。
8
）
。
我
々
と
し
て
は
、
た

　
　
だ
我
々
の
悟
性
が
感
性
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
、
「
判
断
の
主
観
的
根
拠
が
客
観
的
根
拠
と
一
緒
に
さ
れ
、
客
観
的
根
拠
を
そ
の
本
分
か

　
　
ら
逸
脱
さ
せ
る
」
（
隻
膳
》
．
・
。
り
距
中
。
。
㎝
o
h
）
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
我
々
に
は
一
応
は
、
対
象
を
「
存
在
す
る
通
り
に
し
認
識
す
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
真
な
る
認
識
（
真
理
）
の
成
り
立
つ
こ
と

　
　
が
可
能
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
「
存
在
す
る
通
り
に
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
れ
は
超
越
論
的
意
味
に
で
は
な
く
経
験
的
意

　
　
味
に
於
い
て
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
反
省
が
含
ま
れ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
超
越
論
的
見
地
よ
り
す
れ
ぽ
、
「
存
在
す
る
通
り

　
　
に
」
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
対
象
は
、
や
は
り
ま
た
現
象
し
た
薄
象
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
悟
性
自
身
の
権
限
を
規
定
す
る
と
共
に
、

　
　
我
々
の
認
識
可
能
な
範
囲
を
現
象
界
に
の
み
限
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
ま
た
そ
の
背
後
に
「
も
の
自
体
」
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
も
な

　
　
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
経
験
的
認
識
の
範
囲
内
で
は
、
も
は
や
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
、
多
少
と
も
あ
い
ま
い
な
仕

　
　
方
で
証
明
さ
れ
た
「
神
の
存
在
」
と
「
神
の
誠
実
性
」
と
に
よ
る
、
真
理
の
根
拠
づ
け
は
不
必
要
と
な
る
。

　
　
　
か
く
し
て
理
性
は
み
ず
か
ら
の
反
省
を
通
し
て
、
超
越
論
的
（
茸
p
。
富
N
窪
伽
。
巨
巴
）
な
地
平
を
き
り
ひ
ら
き
、
独
り
立
ち
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
た
。
そ
れ
と
共
に
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
物
質
的
な
物
と
「
実
在
的
に
区
別
さ
れ
」
、
そ
れ
よ
り
一
層
知
ら
れ
た
（
謬
O
け
δ
噌
）
と
さ
れ
る

15

@
と
こ
ろ
の
自
我
、
す
な
わ
ち
思
惟
す
る
も
の
、
つ
ま
り
人
間
精
神
は
、
単
に
自
己
意
識
と
な
っ
て
、
そ
の
実
質
的
内
容
に
関
し
て
は
知
り

20　
　
　
　
　
　
「
真
理
へ
の
意
志
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

え
な
い
も
の
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
「
我
思
惟
す
」
の
我
は
、
意
識
の
う
ち
に
存
在
す
る
他
の
も
の
と
単
に
同
列
に
、
意
識
の
う
ち
に
意
識

の
射
象
と
し
て
、
現
わ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
自
己
意
識
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
伴
な
い
、
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
作
用
と
し
て
あ
る

だ
け
に
と
ど
ま
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
元
来
、
思
惟
す
る
こ
の
私
、
あ
る
い
は
彼
、
あ
る
い
は
そ
れ
（
晦
q
・
）
、
に
よ

っ
て
は
、
思
惟
の
超
越
論
的
主
観
す
な
わ
ち
X
以
外
の
何
も
の
も
表
象
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
述
語
を
な
す
思
想
に
よ
っ
て
の
み
認
識

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
分
離
し
て
は
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
の
概
念
も
決
し
て
持
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ

て
そ
の
囲
り
を
絶
え
ず
ぐ
る
ぐ
る
循
環
す
る
の
み
で
あ
る
」
（
筐
ρ
し
d
●
合
劇
）
。

　
従
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
の
う
ち
に
み
ら
れ
た
真
理
へ
の
意
志
は
、
自
我
す
な
わ
ち
人
間
精
神
を
、
そ
の
明
証
性
の
故
に
物
質
的
な

も
の
よ
り
一
層
知
ら
れ
た
（
口
O
鉱
O
円
）
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
に
於
い
て
は
、
精
神
と
し
て
の
自
我
が
一
層
知
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
一
方
に
於
い
て
は
、
経
験
的
認
識
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
根
拠
と
い
う
意
味
に
於
い
て
、
コ
層
知
ら

れ
る
し
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
他
方
に
於
い
て
は
、
こ
の
コ
層
知
ら
れ
る
し
と
い
う
こ
と
は
、
自

我
に
つ
い
て
の
経
験
的
認
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
於
い
て
は
い
わ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
己
意
識
と
し
て
の
自
我
が
、
経
験
的

認
識
を
可
能
に
す
る
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
コ
層
知
ら
れ
る
し
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
か
か
る
自
己
意
識

と
し
て
の
自
我
が
そ
の
実
質
的
な
内
容
に
関
し
て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
X
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
来
、
人
戸
は
中
心
か
ら
転
が
り
出
て
X
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
二
：
チ
ェ
の
言
葉
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
鳳
を

し
た
カ
ン
ト
に
、
上
述
の
意
味
で
、
あ
て
は
ま
る
。
対
象
－
主
観
関
係
か
ら
超
越
論
的
に
脱
け
出
し
こ
の
関
係
を
根
拠
づ
け
た
人
間
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
み
ず
か
ら
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
り
立
ち
し
た
が
、
そ
の
独
り
立
ち
し
て
い
る
そ
の
場
が
、
そ
れ
を
も
う
一
つ
根
本
か
ら
支

え
る
根
拠
が
も
は
や
な
い
と
い
う
意
味
で
、
直
ち
に
底
知
れ
ぬ
深
淵
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
対
象
は
す
べ
て
、
我
々
に
則
っ
て
は
じ

め
て
対
象
と
し
て
現
象
し
う
る
が
故
に
、
我
々
は
無
限
に
開
か
れ
た
可
能
的
経
験
の
中
心
に
立
つ
に
い
た
っ
た
が
、
象
さ
に
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
は
経
験
の
場
に
は
断
属
せ
ず
、
そ
の
中
心
（
N
9
け
建
ヨ
）
自
身
の
底
知
れ
ぬ
深
淵
（
》
ぴ
ぴ
q
毎
巳
）
に
向
っ
て
脱
中
心
的



　
　
（
窪
器
馨
ユ
の
卑
）
に
開
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
ぽ
が
哲
学
で
最
初
に
現
わ
れ
て
き
た
の
は
、
一
般
に
は
、
ヤ
コ
：
ビ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
を
、
そ
れ

　
　
が
外
的
事
物
の
実
在
性
を
知
識
の
う
ち
へ
と
観
念
化
し
て
崩
壊
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
、
特
色
づ
け
た
こ
と
に
始
ま
る
と
さ
れ

　
　
（
2
2
）

　
　
る
。
し
か
し
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
に
於
い
て
、
人
間
的
理
性
の
自
律
の
根
底
が
深
淵
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
於

　
　
い
て
み
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
今
も
し
、
カ
ン
ト
の
言
う
超
越
論
的
統
覚
と
し
て
の
「
我
思
惟
す
」
が
そ
れ
自
身
と
し
て
X
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
ニ
ヒ

　
　
リ
ズ
ム
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
於
い
て
こ
の
萌
芽
が
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
成
長
す
る
こ
と
を
阻
止
さ
れ
た
の
は
、
超
越

　
　
論
的
な
自
我
す
な
わ
ち
X
を
、
彼
が
道
徳
的
実
践
の
場
で
実
践
理
性
と
か
あ
る
い
は
「
善
意
志
」
と
し
て
充
実
せ
し
め
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

　
　
こ
の
こ
と
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
か
の
有
名
な
『
結
び
』
の
文
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
く
り
返
し
、
じ
っ
と
熟
慮

　
　
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
常
に
新
た
な
そ
し
て
高
ま
り
く
る
感
嘆
と
尊
敬
の
念
を
も
っ
て
心
を
満
た
す
も
の
が
二
つ
あ
る
。
我
が
上
な
る
星
の
輝

　
　
く
大
空
と
我
が
内
な
る
道
徳
法
則
と
で
あ
る
。
1
（
中
略
）
一
数
限
り
な
い
ほ
ど
多
数
の
世
界
を
も
つ
前
者
（
星
の
輝
く
大
空
）
を
み

　
　
る
時
、
動
物
的
な
被
造
物
と
し
て
の
わ
た
し
の
価
値
は
残
滅
さ
れ
て
し
ま
う
。
1
（
中
略
）
1
こ
れ
に
反
し
て
、
後
者
（
道
徳
法
則
）

　
　
を
見
る
時
、
叡
知
体
と
し
て
の
わ
た
し
の
価
値
は
わ
た
し
の
人
格
に
よ
っ
て
無
限
に
高
め
ら
れ
る
」
。
要
す
る
に
、
カ
ン
ト
を
し
て
ニ
ヒ

　
　
リ
ズ
ム
へ
と
赴
か
し
め
な
か
っ
た
も
の
は
、
人
格
と
し
て
の
我
に
現
前
す
る
道
徳
法
則
で
あ
っ
た
。

　
　
　
我
の
本
質
は
デ
カ
ル
ト
以
来
自
己
意
識
で
あ
る
が
、
そ
の
自
己
意
識
を
自
己
活
動
と
し
、
そ
の
自
己
活
動
を
根
源
的
な
働
き
、
す
な

　
　
わ
ち
「
我
の
自
己
定
立
」
と
い
う
働
き
と
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
に
於
い
て
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
い
う
よ
う
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
は
も
う
一
歩

　
　
成
長
を
遂
げ
た
。
そ
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
」
の
叙
述
は
、
最
初
、
「
絶
対
我
」
の
「
自
己
定
立
」
の
方
か
ら
試
み
ら
れ
、
最
後

　
　
に
は
、
絶
対
者
の
外
化
し
た
像
も
し
く
は
図
式
と
い
う
方
か
ら
試
み
ら
れ
た
。
こ
の
叙
述
の
変
動
は
、
前
者
に
於
け
る
・
根
源
的
働
き

17

@
（
葺
超
門
貯
σ
q
響
冨
鵠
彗
臣
§
α
q
）
と
し
て
の
自
我
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
れ
を
支
、
貼
る
基
盤
が
な
い
と
い
う
不
安
定
に
陥
る
故
に
、
そ
れ
を

20　
　
　
　
　
　
「
真
理
へ
の
意
志
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



2018

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

克
服
せ
ん
と
し
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、
絶
対
者
で
あ
る
神
を
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
知
る
働
き
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

よ
り
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
批
判
す
る
如
き
、
事
物
の
実
在
性
の
崩
壊
と
い
う
意
味
で
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に

陥
る
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
に
免
れ
さ
せ
た
の
は
、
絶
対
者
そ
れ
自
身
と
し
て
の
神
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
面
か
ら
見
れ
ば
、
デ
カ
ル

ト
的
な
自
我
を
乗
り
越
え
た
超
越
論
的
な
主
体
と
し
て
の
、
カ
ン
ト
の
自
我
を
、
さ
ら
に
乗
り
越
え
て
絶
対
的
自
我
に
ま
で
高
め
た
フ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ヒ
テ
の
「
自
我
哲
学
」
が
、
す
で
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
表
裏
一
体
の
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

山A

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
は
、
す
で
に
根
源
的
に
ニ
ヒ
ル
な
も
の
が
彼
の
哲
学
の
初
期
に
於
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
八
〇
一

年
の
い
わ
わ
ゆ
る
『
差
異
書
』
の
う
ち
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
絶
対
者
は
夜
で
あ
り
、
光
は
夜
よ
り
も
若
い
。
一
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

一
二
は
第
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
存
在
、
有
限
な
も
の
の
一
切
の
多
様
性
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
た
」
。
さ
ら
に
一
八
〇
二

年
の
『
信
仰
と
知
』
で
は
、
「
神
が
死
ん
だ
と
い
う
感
情
し
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
「
神
が
死
ん
だ
と
い
う
感
情
」
は
も
ち
ろ
ん
ニ
ー
チ
ェ

的
な
意
味
で
は
な
く
、
絶
対
者
が
絶
対
者
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
た
め
の
必
然
的
な
無
限
の
痛
み
で
あ
り
、
恐
ら
く
は
キ
リ
ス
ト
の
死

と
い
う
こ
と
が
ら
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
哲
学
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
か
つ
て
は
歴
史
的
な
事
実
で
あ
っ
た
神
の
死
を
思
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に
於
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
思
弁
的
聖
金
曜
日
」
と
よ
ぶ
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
は
じ
め
に
於
い
て
現
わ
れ
た
こ
の
「
無
の
深
淵
」
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
と
導
び
く
よ
り
は
む
し

ろ
、
絶
対
者
そ
れ
自
身
の
顕
現
と
し
て
の
『
論
理
学
』
の
成
立
へ
と
導
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
初
期
の
立
場
と
こ
の
『
論
理
学
』
と
の
間
に

は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ェ
ー
ナ
時
代
後
期
の
諸
手
稿
と
『
精
神
現
象
学
』
と
が
介
在
す
る
。
こ
の
中
間
の
時
期
は
上
記
の
連
関
か
ら
言
え
ば
、

「
論
理
的
」
な
立
場
の
形
成
過
程
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
無
の
深
淵
は
、
そ
れ
が
論
理
的
な
定
式
と
し
て
の
「
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

定
の
否
定
」
と
い
う
形
式
の
う
ち
に
引
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
に
肯
定
的
な
も
の
へ
と
転
化
す
る
。
従
っ
て
こ
の
転
化
に
し
て



展
開
の
究
極
に
出
現
す
る
絶
対
者
は
、
一
切
の
存
在
を
根
底
で
脅
か
す
も
の
と
し
て
の
「
無
」
を
も
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
と
り
込
み
止

揚
し
た
も
の
と
し
て
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
最
高
の
克
服
で
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
絶
対
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
は
ス
ピ
ノ
ザ
的

な
実
体
で
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
分
自
身
を
概
念
把
握
し
た
絶
対
知
即
学
と
し
て
の
あ
り
方
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
真
理
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

意
志
の
究
極
の
完
成
で
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
無
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
転
化
せ
し
め
、
真
理
へ
の
意
志
を
み
ず
か
ら
の
内
に
完
結
さ

せ
、
し
た
が
っ
て
み
ず
か
ら
が
み
ず
か
ら
の
絶
対
的
根
拠
と
な
っ
た
と
こ
ろ
の
、
絶
対
的
に
自
己
完
結
し
た
「
絶
対
知
」
の
立
場
は
、
ま

さ
し
く
そ
の
絶
対
的
な
完
成
の
故
に
、
こ
れ
ま
で
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
等
に
於
い
て
平
平
見
ら
れ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
可
能
性
を
最
も
ラ

デ
ィ
カ
ル
に
蔵
す
る
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
絶
対
者
は
み
ず
か
ら
が
み
ず
か
ら
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
於

い
て
、
こ
の
根
拠
自
身
の
由
来
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
ヘ
ー

ゲ
ル
の
観
念
論
的
哲
学
の
完
成
を
受
け
て
こ
れ
を
も
超
え
よ
う
と
す
る
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
か
の
有
名
な
購
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
な

　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

ぜ
一
体
理
性
が
あ
る
（
で
あ
る
）
の
か
、
な
ぜ
非
理
性
（
で
）
は
な
い
の
か
」
。
こ
の
問
い
は
、
理
性
の
、
も
し
く
は
論
理
的
な
立
場
の

完
成
と
し
て
の
絶
対
者
を
、
そ
の
由
来
と
根
底
と
に
関
し
て
問
う
も
の
で
あ
り
、
一
旦
は
「
否
定
の
否
定
」
と
い
う
論
理
的
定
式
の
う
ち

へ
曲
げ
入
れ
ら
れ
た
根
源
的
な
無
が
、
最
終
的
な
形
で
、
真
理
へ
の
意
志
を
も
無
化
す
べ
く
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
上
の
よ
う
な
仕
方
で
現
わ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
老
は
、
も
は
や
人
が
そ
の
前
で
拝
脆
す
る
と
こ
ろ
の
真
に
生
け
る
神
で
は
な
い
。

　
　
　
　
（
3
0
）

「
神
の
延
命
老
」
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
か
え
っ
て
瀕
死
の
神
の
決
定
的
な
殺
害
者
に
な
り
は
し
な
い
か
。
人
間
が
自
己
の
彼
岸
に
自
己
欺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

購
的
に
戴
い
て
き
た
彼
岸
の
世
界
を
、
す
な
わ
ち
「
影
の
国
」
を
、
へ
！
ゲ
ル
の
論
理
学
は
踏
破
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ

て
、
真
理
へ
の
意
志
の
欺
朧
は
み
ず
か
ら
の
究
極
に
し
て
み
ず
か
ら
破
ら
れ
る
そ
の
一
歩
手
前
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2019

七

「
真
理
へ
の
意
士
心
」

四
一
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四
ご

　
デ
カ
ル
ト
以
降
、
「
主
体
性
の
形
而
上
学
」
の
内
で
貫
ぬ
か
れ
て
き
た
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
自
己
完
結
性
に

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
「
真
理
へ
の
意
志
」
を
覆
え
し
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
を
、
現
に
生
き
て
い
る
こ
の
生
に
引
き

入
れ
、
こ
の
生
の
問
題
と
し
て
「
す
べ
て
の
真
理
へ
の
意
志
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
？
」
と
問
う
ニ
ー
チ
ェ
の
問
い
へ
と
導
び
く
こ
と

　
　
（
3
2
）

に
な
る
。
二
：
チ
ェ
は
か
く
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
歴
史
そ
の
も
の
を
根
底
で
動
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
現
に
あ
る
こ
の
生
へ

と
歴
史
的
に
も
た
ら
し
た
・
歴
史
の
根
底
に
潜
む
意
志
を
、
自
己
の
生
の
根
本
問
題
と
し
、
そ
の
問
い
と
共
に
、
自
己
の
生
の
根
底
を
も
、

ど
こ
ま
で
も
深
く
掘
り
下
げ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
根
底
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
根
底
に
潜
む
「
カ
へ
の
意
志
」
に
逢
着
し
、

か
か
る
意
志
か
ら
、
「
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
を
伴
っ
た
「
何
も
の
も
真
で
は
な
い
」
が
決
然
と
し
て
言
い
放
た
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
”
”
累
8
匿
。
。
算
三
和
．
．
も
単
に
表
象
の
次
元
で
の
懐
疑
論
の
判
断
中
止
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ツ
ァ
ラ
ッ
ス
ト
ラ
の
影
は
「
何

も
の
も
真
で
な
い
、
す
べ
て
は
許
さ
れ
て
い
る
」
と
、
ッ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
と
同
じ
こ
と
を
言
う
が
、
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
同
様
、

表
象
の
場
で
、
そ
う
「
自
分
に
言
い
聞
か
せ
た
」
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
影
は
故
郷
を
失
っ
た
者
と
し
て
、
さ
ま
よ
う
他
は
な
い
の
で

あ
る
。

　
結
局
、
「
真
理
へ
の
意
志
」
は
、
誠
実
性
と
し
て
人
間
の
生
自
身
の
内
へ
と
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
歴
史
を
貫
ぬ

い
て
そ
の
生
の
根
底
に
潜
む
「
意
士
心
」
そ
の
も
の
に
逢
着
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
志
に
於
い
て
「
真
理
へ
の
意
志
」
自
身
が
反
転
し

て
、
自
分
自
身
が
実
は
「
無
へ
の
意
志
」
で
は
な
い
の
か
と
、
自
問
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
生
本
来
の
意
志
が
「
カ
へ

の
意
志
」
と
し
て
生
の
根
底
か
ら
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
個
人
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
生
の
う
ち
で
、
「
近
世
主
体
性
の

形
而
上
学
」
の
う
ち
で
貫
ぬ
か
れ
て
き
た
「
真
理
へ
の
意
志
」
の
「
自
己
超
克
」
が
起
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
は
次
の
一
文
に
最
も
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よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
「
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
厳
し
さ
（
誠
実
性
の
厳
し
さ
）
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
我
々
は
善
き
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
り
、

ヨ
占
・
パ
の
磐
長
い
・
そ
し
て
磐
勇
敢
奮
己
超
克
の
想
薯
で
鶉
・
し
　
　
　
　
　
　
（
了
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の
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真
理
へ
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意
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四
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め
に
世
界
を
調
整
す
る
（
そ
れ
故
、
「
原
理
的
に
」
、
有
用
な
偽
造
を
な
す
）
た
め
の
、
手
段
を
み
と
め
る
代
わ
り
に
、
そ
の
う
ち
に
真
理
の
標
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、
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あ
る
い
は
実
在
性
の
標
尺
が
あ
る
と
信
じ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
事
実
、
『
真
理
の
標
尺
』
と
は
、
か
か
る
原
理
的
な
偽
造
の
体
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系
が
も
つ
生
物
学
的
な
有
用
性
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
或
る
種
の
動
物
に
と
っ
て
自
己
を
保
存
す
る
こ
と
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
な
い
が
故
、

　
実
際
そ
の
限
り
で
『
真
理
』
に
つ
い
て
語
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
。
し
か
し
た
だ
、
人
間
申
心
的
な
特
異
性
を
事
物
の
尺
度
、
『
実
在
的
』
と

　
『
非
実
在
的
』
の
基
準
と
み
な
し
た
こ
と
が
、
ナ
イ
ー
ブ
な
の
で
あ
っ
た
」
。
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THE　OUTLINES　OF　THE．　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

乃θ・utlineげsuch　a7・article　as　aPPears　in　more’加π・ne　numberげ彦his

magazine　is　to　be　giwen　together　xvith　the　last　instalment　of　the　article．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Der　Wille　zur　Wahrheit

　　　　　　　　　　　　　　Im　Hinblick　auf　dessen　innere　Bewegtheit

　　　　　　　　　　　　　　in　der　modernen　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Haruyuki　Enz6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dozent　der　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　soziologischen　Fakultat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Universitat　Nagano

　　In　diesem　Aufsatz　haben　wir　versucht，　darauf　hinzuweisen，　woher

Nietnsches　Worte；　“Nichts　ist　wahr，　alles　ist　erlaubt”　1〈ommen　und

wie　sie　uns　erreichen．

Wenn　man　die　Worte　”Nichts　ist　wahr”　oberf15chlich　versteht，　dann

wird　man　die　Welt　bloS　fUr　wertlos　halten．　Solches　Geftthl　der

Wertlosigkeit　der　Welt　geh6rt　gewiB　einem　Nihilismus．　Aber　dieser

Nihilismus　ist　nicht　der　Nihilismus　als　solcher，　sondern　nur　ein

Zwischenzustand　zu　diesem，　d．h．　der　passive　Nihilismus，　der　unvollsttin－

dige　Nihilismus．　Auf　dieser　Stufe　des　Nihi！ismus　sucht　man　immer

noch　umsonst　nach　dem　Wahren　an　sich，　an　das　man　sich　halten　kann．

So　kann　man　der　Heimatlosigkeit　nicht　entgehen．

In　diesem　Fall　sieht　man　noch　die　Wahrheit　fttr　den　Wert　an　sich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



an，　obwohl　man　nirgendwo　die　Wahrheit　an　sich　finden　kann．　DaB　die

obersten　Werte　an　sich　unbedingt　zu　gelten　scheinen，　entspricht

derjenigen　mensehlichen　Vergessenheit　des　Ursprungs　der　obersten

Werte，　die　zu　der　Zweiweltenlehre　seit　Platon　geh6rt．　Nach　Nietzsches

Einsicht　sind　auch　die　obersten　Werte　nichts　als　die　von　mensehlichem

Willen　zur　Macht　gesetzten　Bedingungen，　die　diesen　Willen　zur　Macht

verwirklichen．　Aber　indem　der　Mensch　sich　die　ttbersinnliche　Welt　als

wahre　Welt　setzt，　wirft　er　die　Werte　ttber　sich　hinaus　ln　die　tiber－

sinnliche　Welt　weg，　und　dies　vergessend，　halt　er　umgekehrt　die　Werte

ftir　die　von　der　Ubersinnlichen　Welt　hergegebenen　Werte　an　sich．

Nietzsche　nannte　solche　Haltung　des　Mensel？en2　die　hyperbolische

Naivitat．

　　Nun　Nietzsches　Elnslcht，　die　den　Ursprung　der　Werte　erreieht　hat，

ist　aber　eine　Folge　des　unbedin，gten　Willens　zur　Wahrheit，　der　von

der　Moral　der　Zweiweltenlehre　grotsgezogen　ist．　Der　unbedingte　Wille

zur　Wahrheit　entspringt　dem　Setzen　der　unbedingten　Wahrheit　an

sich．　Wenn　rnan　darum　auch　den　Willen　zur　Wahrheit　nach’　auBen

durchsetzen　und　bisherige　Zweiweltenlehre　vernichten　mag，　bleibt　man

so　lange　noch　in　der　hyperbolischen　Naivita”t　stecken，　als　es　an

Kritik　des　Wertes　der　Wahrheit　fehlt．

　　Aber　in　der　modernen　Metaphysik　der　Subjektivitat　seit　Descartes

hat　das　menschliche　Subjekt　den　Willen　zur　Wahrheit　nicht　nur　nach

auBen，　sondern　auch　nach　innen　durchgesetzt，　so　daS　zuletzt　bei　Nietz－

sche　der　i脱rste　Wille　des　mensch正ichen　Subjektes　als　Wille　zur

Macht　zum　Vorschein　kam．　Hieraus　ist　zu　verstehen，　daS　Nietzsche

die　Worte　”Nichts　ist　wahr，　alles　ist　erlaubt”　aus　diesem　innersten

Willen　des　Lebens　entschlossen　gesagt　hat．
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