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一
神
の
存
在
論
的
証
明
を
め
ぐ
っ
て
！

青
木

茂

は
じ
め
に

　
　
　
〈
存
在
と
思
惟
の
基
本
的
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
〉
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
哲
学
の
歴
史
の
な
か
の
伝
統
的
な
問
題
に
属
し
て
い
る
。
こ

　
　
の
問
題
に
対
す
る
哲
学
者
た
ち
の
考
え
方
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
設
問
の
ひ
と
つ
は
、
神
の
存
在
の
証
明
に
関
す
る
、
と
く
に
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
〈
存
在
論
的
証
明
V
（
。
馨
。
δ
ぴ
q
馨
冨
『
O
。
琴
ω
び
ω
甲
山
）
に
関
す
る
理
論
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
神
と
い
う
究
極
的
存
在
者
を
証
明
す
る

　
　
手
つ
づ
き
の
な
か
に
、
そ
の
証
明
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
の
い
ず
れ
の
ば
あ
い
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
哲
学
者
に
お
け
る
〈
存
在
と
思
惟
の
基
本
的
関
係
〉
へ
の
考
え
方
が
鮮
や
か
に
露
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
証
明
が
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
カ

　
　
ン
ト
の
よ
う
に
〈
存
在
と
思
惟
の
一
致
〉
を
認
め
な
い
ば
あ
い
に
は
思
惟
か
ら
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
反
対
に
、
へ
一

　
　
ゲ
ル
の
よ
う
に
〈
存
在
と
思
惟
の
叫
致
〉
を
認
め
れ
ば
思
惟
か
ら
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
ば
あ
い
は
、

　
　
そ
の
思
惟
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
〈
存
在
〉
は
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
〈
現
象
〉
と
い
う
特
別
の
性
格
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

472　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
へ
！
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
論
理
学
は
思
惟
の
規
定
で
あ
る
と
と
も
に
存
在
の
規
定
で
あ
り
、
と
く
に
絶
対
者
の
規
定
だ
と
い
う

洞
察
の
な
か
に
、
論
理
学
旺
存
在
論
瀦
神
学
が
成
り
た
つ
。

　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
を
批
判
的
に
継
承
し
た
へ
…
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
と
の
対
決
は
生
涯
に
わ
た
る
課
題
で

あ
っ
た
コ
神
の
存
在
証
明
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
青
年
時
代
の
『
信
と
知
』
（
一
八
〇
二
年
）
か
ら
晩
年
の
『
宗
教
哲
学
講

義
』
に
い
た
る
ま
で
、
カ
ン
ト
の
名
前
と
と
も
に
繰
り
か
え
し
こ
れ
を
論
じ
て
飽
き
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
】
方
伝
統
的
な
神
の
存

在
の
証
明
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
・
否
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
人
民
が
ル
イ
十
六
世
の
首
を
切
っ
た
こ
と
に
く
ら

べ
ら
れ
る
思
想
史
上
の
大
事
件
で
あ
っ
た
（
H
・
ハ
イ
ネ
、
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』
）
。

　
本
論
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
両
者
の
議
論
を
、
主
と
し
て
神
の
存
在
論
的
証
明
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
比
較
検
討
し
て
、
そ
の
現
代
思

想
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
同
じ
よ
う
な
関
心
の
一
例
と
し
て
『
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
』
（
区
節
奏
。
号
『
議
㊦
ぴ
q
。
ε

と
い
う
問
題
提
起
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
六
年
前
の
一
九
八
一
年
は
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
初
版
が
出
版
さ
れ
て
か

ら
二
〇
〇
年
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ベ
ル
リ
ン
で
コ
レ
ラ
に
罹
っ
て
急
逝
し
て
か
ら
一
五
〇
年
目
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
記
念
し
て
「
国
際
へ
…
ゲ

ル
協
会
」
（
厨
8
諺
p
自
§
巴
①
国
。
碗
Φ
∵
＜
Φ
冨
言
下
属
質
α
q
）
が
、
　
一
九
八
】
年
六
月
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
で
お
こ
な
っ
た
コ
ン
グ
レ
ス
の
テ
；
マ

が
「
ヵ
ソ
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
？
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
現
代
に
お
け
る
哲
学
的
思
惟
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
発
想
法
」
（
∪
9
冨
器
痒
N
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

や
「
理
論
の
諸
形
式
偏
「
方
法
論
」
に
関
す
る
討
論
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
そ
の
報
告
書
は
伝
え
て
い
る
。

　
報
告
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
哲
学
に
お
け
る
基
礎
づ
け
の
諸
形
式
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
カ
ン
ト

と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
神
の
存
在
論
的
証
明
と
い
う
古
典
的
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
比
較
し
よ
う
と
す
る
の
も
同
じ
よ
う
な
趣
旨
か
ら
出
発
し
て

い
る
。
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
露
呈
さ
れ
る
〈
存
在
と
思
惟
〉
の
区
別
や
分
離
に
関
す
る
考
え
方
の
相
違
は
、
例
え
ば
、
日
常
言
語
あ

　
　
　
オ
ブ
ジ
エ
ク
ト
ラ
ン
ゲ
じ
ジ

る
い
は
対
象
言
語
に
お
け
る
そ
の
蓑
現
と
内
容
と
の
一
致
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
を
示
す
そ
れ
自
身
、
メ
タ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
に
属
す

る
枠
組
の
相
違
と
も
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
言
語
論
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
常
言
語
の
使
用
に
お
い
て
も
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

言
語
表
現
と
言
語
内
容
と
の
一
致
が
正
し
い
言
語
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
り
、
そ
の
一
致
の
様
式
が
そ
れ
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
の
言
語
論
の
特
質
を
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
神
の
存
在
論
的
証
明
と
い
う
以
上
は
神
学
の
問
題
で
あ
る
よ
り
も
ま
・

ず
哲
学
の
問
題
で
あ
る
。
世
界
認
識
の
基
本
的
枠
組
あ
る
い
は
経
験
一
般
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
基
本
的
条
件
に
関

わ
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
の
な
か
で
証
明
が
成
り
立
つ
か
、
あ
る
い
は
、
こ
の
枠
組
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
が

成
り
立
た
な
い
か
が
き
ま
る
の
で
あ
る
。

　
『
カ
ン
ト
あ
る
い
は
へ
1
ゲ
ル
』
の
学
会
レ
ポ
ー
ト
を
編
集
し
た
ヘ
ン
リ
ッ
ク
は
、
別
の
著
書
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
系
が
神
の
存
在
論
的
証
明
と
解
さ
れ
得
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
た
ち
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
反
対
者
た
ち
に
よ
っ
て
既
に
繰
り
か
え
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
…
…
概
念
と
存
在
と
の
統
一
が
絶
対
的
の
定
義
へ
と
み
ち
び
き
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
中
心
的
思
想
に
通
じ
る
」
と
。
『
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
P
』
と
い
う
書
名
の
問
題
提
起
に
対
し
て

わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
〈
カ
ン
ト
も
へ
1
ゲ
ル
も
〉
（
ω
。
≦
。
三
開
雪
け
。
・
δ
碧
魯
浮
o
q
巴
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
な

じ
意
味
の
こ
と
は
く
ヵ
ソ
ト
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
で
も
な
い
〉
（
≦
践
岩
出
⇔
客
8
9
口
Φ
σ
q
巴
と
い
う
表
現
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
の
肯

定
的
表
現
を
も
っ
て
本
論
に
お
け
る
さ
し
あ
た
っ
て
の
結
論
と
考
え
た
い
。

第
一
節
　
カ
ン
ト

　
　
　
e
現
実
の
百
タ
ー
レ
ル
と
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
　
さ
て
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
「
弁
証
論
第
三
章
第
四
節
」
に
お
い
て
、

　
　
「
神
の
存
在
の
存
在
論
的
証
明
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
に
用
い
ら
れ
た
有
名
な
比
喩
「
現
実
の
百
タ
ー
レ
ル
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
よ
り
も
多
く
を
含
む
も
の
で
は
な
い
」
（
し
d
’
O
N
刈
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
比
喩
の
論
旨
は
、
概
念
か
ら

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
み
れ
ば
、
実
際
の
百
タ
ー
レ
ル
と
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
と
の
区
別
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
両
者
の
相

　
　
違
は
概
念
の
相
違
で
は
な
く
、
こ
の
概
念
に
と
っ
て
他
考
で
あ
る
と
こ
ろ
の
経
験
的
直
観
、
感
覚
、
あ
る
い
は
現
実
性
が
付
加
さ
れ
て
い

492　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
へ
！
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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50
2
　
る
か
、
い
な
い
か
の
違
い
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
こ
の
経
験
的
直
観
は
与
え
ら
れ
る
よ
り
忍
な
い
。
そ
し
て
こ
の
く
与
え
ら
れ
る
V
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
の
議
論

　
　
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
超
越
論
的
感
性
論
」
の
解
決
し
た
問
題
で
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能

　
　
と
な
っ
た
「
現
存
」
（
H
W
×
一
①
骨
①
P
N
）
を
ふ
く
む
存
在
一
般
は
、
他
の
述
語
と
お
な
じ
種
に
属
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、
こ
れ
と
拉
淫
す
る

　
　
よ
う
な
概
念
的
述
語
で
は
な
い
。
「
現
存
」
と
い
う
た
め
に
は
、
概
念
と
直
観
と
い
っ
た
異
質
な
諸
要
素
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
ひ
と
つ
の

　
　
「
連
関
」
（
N
器
9
醤
ヨ
窪
一
襲
）
を
確
定
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
「
綜
合
的
原
則
」
の
内
部
で
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
」
（
じ
d
』
＄
塗
）

　
　
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
そ
れ
は
或
る
認
識
が
構
成
さ
れ
た
あ
と
、
最
後
に
な
お
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
金
体
的
連
関
に
対
し

　
　
て
こ
の
認
識
の
も
つ
意
味
が
限
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
経
験
の
実
質
的
条
件
（
感
覚
）
と
関
連
す
る
も
の
が
「
現
実
的
」

　
　
（
4
く
一
『
ズ
一
一
〇
ゲ
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
（
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
）
は
対
象
の
概
念
を
い
さ
さ

　
　
か
も
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
む
し
ろ
認
識
能
力
に
対
す
る
こ
の
概
念
の
関
係
を
表
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
」
は
、
対
象
の
「
実
在
性
」
（
海
①
聾
憂
）
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
主
張
も
な
し
得
ず
、
な
ん
ら
の
証
明
も
な
さ

　
　
れ
な
い
。
経
験
的
思
惟
一
般
の
要
請
が
「
説
明
」
（
甲
ε
貯
§
ぴ
q
）
（
炉
卜
。
①
①
）
で
あ
っ
て
決
し
て
証
明
と
は
呼
ば
れ
な
い
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
「
ま
さ
に
こ
の
ゆ
え
に
様
相
の
原
則
も
ま
た
経
験
的
使
用
に
お
け
る
可
能
性
・
現
実
性
・
必
然
性
の
概
念
の
説
明
以
上
の
何
も
の
で
も
な

　
　
い
の
で
あ
る
」
。
こ
の
原
則
か
ら
「
〈
存
在
〉
（
ω
鉱
ロ
）
は
あ
き
ら
か
に
リ
ア
ル
な
述
語
で
は
な
い
」
（
ψ
①
b
・
。
。
）
と
い
う
命
題
も
み
ち
び
か
れ

　
　
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
か
く
し
て
概
念
に
と
っ
て
存
在
へ
の
あ
ら
ゆ
る
通
路
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
。
神
は
完
全
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
神
と
い
う
概
念
の
な
か

　
　
に
は
、
当
然
、
存
在
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
、
し
た
が
っ
て
神
は
存
在
す
る
と
い
う
く
神
の
存
在
論
的
証
明
〉
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
「
と
こ
ろ
で
私
が
量
る
存
在
者
を
最
高
の
実
在
性
（
欠
け
目
の
な
い
も
の
）
と
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
く
現
存
す
る
V
（
Φ
×
三
王
雪
）

　
　
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
逼
る
物
一
般
の
可
能
的
実
在
的
内
容
に
関
す
る
私
の
概
念
に
は
な
ん



　
　
ら
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
の
思
惟
の
全
般
的
状
態
に
対
す
る
こ
の
物
の
関
係
に
は
何
か
が
欠
け

　
　
て
い
る
、
つ
ま
り
、
こ
の
対
象
の
認
識
が
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
…
・
：
な
ぜ
な

　
　
ら
、
概
念
に
よ
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
対
象
は
可
能
的
認
識
一
般
の
普
遍
的
条
件
と
一
致
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
〈
現
存
〉
（
閻
邑
ω
帯
嵩
）
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ソ
ア
キ
ス
ト

　
　
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
対
象
は
経
験
全
体
の
脈
絡
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
対
象
の
概
念
は
、
経
験
全
体
の
内
容
と
結

　
　
び
つ
い
た
と
こ
ろ
で
一
向
に
増
す
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
は
こ
の
経
験
内
容
に
よ
っ
て
さ
ら
に
可
能
的
知
覚
を
よ

　
　
り
多
く
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
」
（
中
㊦
卜
o
Q
o
h
．
）
。

　
　
　
⇔
絶
対
的
措
定
　
か
く
し
て
合
理
的
神
学
が
こ
れ
ま
で
依
処
し
て
い
た
存
在
論
的
証
明
の
方
法
は
無
力
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
最
も
完

　
　
全
な
る
存
在
者
」
と
い
う
概
念
か
ら
こ
の
概
念
の
現
実
的
存
在
を
推
論
す
る
道
、
可
能
的
な
も
の
か
ら
現
実
的
な
も
の
を
推
論
す
る
道
は

　
　
閉
ざ
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
萌
芽
は
、
一
七
六
〇
年
代
の
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
〈
先
批
判
期
〉
（
〈
。
鱒
二
三
ω
。
冨
評
目
δ
住
Φ
）
の
頃

　
　
か
ら
の
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
独
断
的
な
合
理
主
義
哲
学
へ
の
批
判
と
し
て
現
わ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
舎
理
主
義
哲
学
の
よ
う
に
論
理
的
可
能
性
か
ら
現
実
性
を
演
繹
す
る
一
こ
れ
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
可
能
性
の
補
足
」

　
　
（
8
ヨ
℃
囲
①
ヨ
。
三
鐸
ヨ
8
ω
巴
巨
ぎ
砕
凶
ω
）
と
し
て
現
実
性
を
捉
え
る
考
え
方
に
も
っ
と
も
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
一
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
逆
に
、
物
の
現
存
を
「
絶
対
的
定
立
漏
（
P
一
）
ω
O
一
問
叶
①
　
　
℃
O
ω
附
田
博
O
揖
）
（
『
神
の
現
存
在
を
論
証
す
る
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
、
一
七
六
三
年
）
に
よ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
と
し
て
認
め
た
上
で
、
つ
ま
り
、
こ
の
存
在
老
（
物
自
体
）
を
叡
知
的
原
因
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
し
て
存
在
者
が
与
え
ら
れ

　
　
る
一
こ
れ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
感
性
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
い
き
な
り
持
ち
だ
し
た
、
対
象
に
よ
っ
て
「
触
発
さ
れ
る
」
（
。
臨
N
属
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
≦
霞
匹
Φ
鄭
）
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
じ
ま
る
カ
ン
ト
の
〈
始
元
論
〉
（
〉
駄
雪
α
q
ω
δ
訂
Φ
）
に
な
る
一
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
こ
の
物
が
現

　
　
象
と
し
て
認
識
さ
れ
る
条
件
を
あ
き
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
経
験
が
一
般
に
可
能
と
な
る
条
件
を
求
め
て
、
純
粋
直
観
や
カ
テ
ゴ

　
　
リ
ー
と
い
う
超
越
論
的
概
念
を
み
い
だ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
認
識
に
お
け
る
分
析
的
、
形
式
的
、
論
理
的
な
も
の
と
、
綜
合

　
　
的
、
内
容
的
、
実
在
的
な
も
の
と
を
区
別
し
、
「
概
念
の
論
理
的
可
能
性
か
ら
た
だ
ち
に
物
の
実
在
的
可
能
性
を
推
論
し
て
は
な
ら
な
い
」

箆　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
　
　
折
〔
学
研
究
　
第
五
百
五
十
六
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

522
　
（
切
・
　
①
鱒
窃
●
　
》
鵠
ヨ
Φ
鴨
搾
●
）
と
い
う
見
地
か
ら
、
さ
ら
に
、
内
容
的
、
綜
合
的
認
識
を
「
超
越
論
的
論
理
学
」
（
瞥
欝
霧
N
Φ
琶
出
逢
Φ
卜
。
σ
q
一
輪
）
と
し

　
　
て
構
築
す
る
道
へ
進
ん
で
ゆ
く
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
「
存
在
」
（
ω
o
貯
）
は
リ
ア
ル
な
述
語
で
は
な
く
、
「
超
越
論
的
述
語
」
、
あ
る
い
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
に
表
現
す
れ
ば
「
存

　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
在
論
的
述
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
現
実
性
に
関
し
て
は
、
も
は
や
単
な
る
無
矛
盾
性
と
い
う
論
理
的
可
能
性

　
　
に
た
よ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
経
験
の
可
能
性
を
D
・
ヒ
ェ
ー
ム
の
よ
う
に
「
経
験
的
に
」
（
①
ヨ
℃
三
ω
9
）
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
な
ら

　
　
っ
て
い
え
ば
「
存
在
的
」
（
O
簿
一
ω
O
ず
）
に
、
で
は
な
く
て
、
超
越
論
的
に
、
存
在
論
的
に
解
明
す
る
論
理
学
こ
そ
存
在
の
問
題
を
明
確
に
限

　
　
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
超
越
論
的
論
理
学
の
枠
内
で
、
可
能
性
や
現
実
性
は
「
様
相
の
原
劉
」

　
　
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
述
語
を
も
つ
と
こ
ろ
の
主
語
概
念
を
い
さ
さ
か
も
増
大
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
命
題
は
ま
た
ヴ

　
　
ォ
ル
フ
批
判
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
「
不
可
識
別
巻
同
一
の
原
理
」
（
嶺
ぎ
島
O
ご
ヨ
箆
2
江
3
銘
ω
貯
象
ω
8
戦
三
巨
超
勤
）
へ
の
、
さ

　
　
ら
に
「
充
足
理
由
律
」
（
霊
9
且
¢
ヨ
触
豊
§
置
ω
償
難
。
δ
謬
二
ω
）
、
す
な
わ
ち
「
根
拠
律
」
（
の
簿
N
く
。
ヨ
9
§
α
）
へ
の
批
判
で
あ
る
。
へ
一

　
　
ゲ
ル
に
お
い
て
弁
証
法
の
論
理
を
介
し
て
復
活
し
た
根
拠
律
を
考
察
す
る
前
に
、
カ
ン
ト
の
ラ
イ
プ
ニ
ツ
批
判
を
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
⇔
ラ
イ
プ
ニ
ツ
「
理
由
律
」
へ
の
批
判
物
が
空
間
的
・
時
閲
的
関
係
に
立
つ
と
い
わ
れ
る
ば
あ
い
、
先
ず
空
間
・
時
間
が
あ
っ
て
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
こ
に
お
い
て
物
が
は
じ
め
て
可
能
に
さ
れ
る
ば
あ
い
と
、
物
が
先
ず
あ
っ
て
そ
の
関
係
や
秩
序
と
し
て
空
間
・
時
閥
を
も
っ
と
い
う
考

　
　
え
方
と
の
間
に
は
原
理
的
相
違
が
あ
る
。
前
者
か
ら
み
れ
ば
後
者
が
、
後
者
か
ら
み
れ
ば
前
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
〈
逆
立
ち
〉
し
た
発
想
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
な
る
。
カ
ン
ト
は
前
者
の
考
え
方
に
立
ち
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
後
者
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
ヵ
ソ
ト
の
よ
う
に
、
時
間
や
空
間
が
物
か
ら
離
れ
物
に
と
っ
て
の
外
的
な
規
定
に
す
ぎ
な
い
直
観
の
形
式
と
考
え
る
の
で
は

　
　
な
く
、
物
に
と
っ
て
の
内
的
形
式
、
物
の
構
造
や
属
性
に
ふ
く
ま
れ
る
概
念
だ
と
考
え
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ば
あ
い
、
っ

　
　
ま
り
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
物
の
お
か
れ
た
特
定
の
時
と
特
定
の
場
所
と
は
、
い
わ
ば
四
次
元
の
時
空
連
続
体
と
し
て
、
物

　
　
そ
れ
自
身
に
ふ
く
ま
れ
る
形
式
、
物
自
体
を
規
定
す
る
概
念
と
な
り
、
そ
の
物
が
そ
の
物
で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
規
定
と
な
る
。
さ
ら



　
　
に
時
や
場
所
は
、
そ
の
物
の
概
念
、
物
と
物
と
の
〈
出
会
い
〉
や
く
運
命
〉
と
も
な
る
、
一
回
か
ぎ
り
の
、
あ
る
い
は
不
可
逆
な
質
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
昧
を
帯
び
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
時
空
の
規
定
を
も
ふ
く
む
か
ぎ
り
、
物
も
個
体
と
し
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
個
体
的
実

　
　
体
の
概
念
は
〈
完
足
的
〉
（
8
ヨ
ロ
算
Φ
）
な
概
念
で
、
そ
の
主
語
を
他
の
も
の
か
ら
全
然
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
、
偶
然
的

　
　
真
理
、
す
な
わ
ち
事
実
真
理
を
ふ
く
む
と
と
も
に
、
時
間
、
場
所
、
そ
の
他
の
個
別
的
境
遇
を
も
ふ
く
む
」
（
ラ
イ
プ
ニ
ツ
よ
り
ア
ル
ノ

　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
1
宛
の
書
翰
）
。

　
　
　
時
問
と
空
間
と
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
物
が
在
る
と
す
る
、
す
な
わ
ち
、
物
に
と
っ
て
外
的
な
個
別
化
の
原
理
と
す
る
カ
ン
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
発
想
は
、
個
々
の
物
と
物
と
の
差
異
を
、
時
空
を
ふ
く
め
た
そ
れ
ら
に
内
属
す
る
概
念
の
規
定
の
な
か
に
求
め
る
ラ
イ
プ
ニ
ツ
か
ら
み
れ

　
　
ば
、
倒
錯
し
た
発
想
に
な
る
。
つ
ま
り
存
在
（
実
体
）
が
ま
ず
在
っ
て
、
そ
の
内
的
規
定
と
し
て
一
同
時
に
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
お

　
　
い
て
実
体
と
実
体
と
の
関
係
を
ふ
く
む
規
定
、
す
な
わ
ち
〈
関
係
の
内
在
性
〉
を
も
示
し
て
い
る
1
質
的
に
相
違
す
る
時
間
や
場
所
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
み
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
ひ
と
は
、
そ
の
物
が
ま
さ
し
く
そ
の
物
で
あ
っ
て
他
で
は
な
い
充
分
な
理
由
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
「
数
的
に
の
み
」
（
ω
○
一
〇
　
　
質
躍
回
P
①
『
O
）
、
い
い
か
え
れ
ば
、
物
に
と
っ
て
の
外
的
原
理
に
よ
っ
て
の
み
〈
飼
体
化
の
原
理
〉
を
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
る
の
は
、
講
壇
哲
学
の
お
ち
い
っ
た
顕
著
な
誤
り
で
あ
る
と
ラ
イ
プ
ニ
ツ
は
い
う
。
カ
ン
ト
は
成
程
こ
の
よ
う
な
誤
ち
に
は
陥
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
い
。
し
か
し
個
体
の
認
識
を
人
間
認
識
の
「
理
想
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
b
σ
．
＄
①
）
、
完
全
な
る
個
体
、
物
自
体
、
神
、
の
存
在
を
現

　
　
実
に
認
識
す
る
根
を
〈
根
こ
ぎ
〉
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
充
足
理
由
の
原
理
か
ら
み
ち
び
か
れ
る
系
と
し
て
「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。
物
が
存
在
す
る
充
分
な
る

　
　
理
由
の
な
か
に
時
間
や
場
所
の
規
定
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
識
別
で
き
な
い
二
つ
の
個
体
は
く
同
じ
も
の

　
　
だ
V
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
カ
ン
ト
も
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
考
え
方
に
賛
成
し
て
い
る
。

　
　
「
ラ
イ
ブ
エ
ツ
は
現
象
を
す
べ
て
物
自
体
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
ま
た
く
知
性
的
存
在
V
（
馨
①
窪
σ
q
薫
ぎ
）
、
す
な
わ
ち
純
粋
悟
性
の
対
象

　
　
と
み
な
し
た
。
こ
う
い
う
考
え
方
を
す
れ
ば
、
か
れ
の
く
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
〉
は
も
ち
ろ
ん
反
駁
せ
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
」

532　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
　
折
q
学
研
引
究
第
五
百
五
十
六
口
写
八
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（
¢
ω
b
。
o
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
不
可
識
別
老
同
叫
の
原
理
、
充
足
理
由
の
原
理
、
し
た
が
っ
て
ま
た
個
体
を
物
そ
の
も
の
と
し

　
　
て
限
定
す
る
個
体
化
の
原
理
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
批
判
し
否
定
す
る
と
は
、
時
間
や
空
間
の
原
理
が
物
を
そ
の
も
の
と
し
て
規
定
す
る
、

　
　
す
な
わ
ち
物
に
内
属
す
る
原
理
（
概
念
）
で
あ
る
こ
と
、
物
が
存
在
す
る
〈
或
る
場
所
〉
（
p
。
】
8
魯
即
）
と
く
語
る
時
〉
（
節
言
爵
蝕
。
）
と
を

　
　
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
物
の
概
念
と
そ
れ
を
直
観
す
る
形
式
（
認
る
場
所
と
罷
る
時
）
と
を
分
離
し
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

　
　
え
「
現
存
」
（
国
邑
ω
冨
蕊
）
は
諸
概
念
の
連
関
か
ら
取
り
だ
さ
れ
認
識
に
対
立
す
る
事
実
の
褒
現
だ
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
実
の
方

　
　
は
、
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
批
判
し
た
よ
う
に
、
原
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
く
没
概
念
的
な
も
の
V
と
な
る
。
か
く
し
て
直
観
と

　
　
概
念
と
を
区
別
し
、
さ
ら
に
物
自
体
と
現
象
を
分
離
し
、
こ
の
現
象
の
世
界
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
感
性
的
直
観
と
、
も
と
も
と
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
で
あ
っ
た
概
念
と
の
綜
合
一
般
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
を
問
う
こ
と
が
批
判
の
新
し
い
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑳
直
観
と
概
念
の
分
離
　
む
ろ
ん
カ
ン
ト
は
直
観
と
概
念
と
の
分
離
を
自
明
の
前
提
と
し
て
批
判
の
仕
事
を
は
じ
め
た
の
で
は
な
い
。

　
　
こ
の
分
離
は
批
判
の
結
果
で
あ
っ
て
出
発
点
で
は
な
い
。
そ
れ
は
先
批
判
期
か
ら
の
、
と
く
に
一
七
六
九
年
の
ア
ン
チ
ノ
、
ミ
1
の
発
冤
と

　
　
そ
の
解
決
と
い
う
カ
ン
ト
の
思
索
に
訪
れ
た
「
大
い
な
る
光
」
の
経
験
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
、
決
定
的
な
伝
統
的
思
惟
と
の
訣
別
か
ら
は

　
　
じ
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
神
の
存
在
証
明
に
対
す
る
否
定
の
理
論
が
は
じ
ま
る
。
そ
れ
は
概
念
と
存
在
と
が
異
な
る
こ
と
、
分
離
し

　
　
て
い
る
こ
と
、
概
念
は
存
在
を
ふ
く
み
得
な
い
こ
と
、
存
在
自
体
（
物
自
体
）
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
カ
ン
ト
哲
学
の
批
判
的
立
場
か

　
　
ら
み
ち
び
か
れ
る
正
当
な
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
（
本
論
五
頁
）
、
「
可
能
点
の
補
足
」
に
よ
っ
て
現
実
性
を
説
明
し
、
可
能
的
な
物
が
現
実
と
な
る
た
め

　
　
に
は
、
単
な
る
可
能
性
に
「
湿
る
物
」
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
可
能
的
な
も
の
に

　
　
な
に
か
が
つ
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
私
は
、
こ
の
つ
け
加
わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
切
』
◎
Q
悩
）

　
　
と
い
う
ほ
か
あ
る
ま
い
。

　
　
　
け
れ
ど
も
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
「
感
性
論
」
や
「
分
析
論
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
独
断
論
的
哲
学
者
に



　
　
対
す
る
批
判
に
よ
っ
て
ー
ヴ
ォ
ル
フ
は
こ
の
誓
学
者
た
ち
の
な
か
で
は
最
も
偉
大
な
有
名
な
哲
学
者
だ
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
が

　
　
（
b
づ
．
×
×
×
≦
）
一
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
個
体
論
や
く
汎
通
的
限
定
V
（
。
ヨ
巳
篇
。
ロ
。
富
け
転
婆
冒
9
ε
ヨ
）
の
理
論
に
よ
っ
て
解
決
の
め
ざ
さ
れ
た
問

　
　
題
が
す
べ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
よ
っ
て
、
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
個
体
は
カ
ン
ト
の
い
う
現
象
と
し

　
　
て
の
個
体
と
い
う
特
殊
者
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
単
に
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
済
ま
す
こ
と
は
、
ヴ
ォ
西
フ
が
解
決
を
求
め
た

　
　
問
題
を
放
棄
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ま
た
個
体
の
完
全
な
規
定
を
示
す
の
は
「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ

　
　
の
い
う
モ
ナ
ド
、
す
な
わ
ち
個
体
が
、
完
全
な
概
念
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
個
体
化
す
る
と
い
う
「
充
足
理
由
律
」
は
、
こ
の
理
由
（
根
拠
）

　
　
を
求
め
て
宇
宙
論
的
連
鎖
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
主
題
は
神
の
存
在
論
的
証
明
か
ら
宇
宙
論
的
証
明
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
対

　
　
す
る
カ
ン
ト
の
基
本
的
立
場
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
与
え
ら
れ
て
い
る
実
在
的
な
も
の
に
関
し
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
必
然
的
な
存

　
　
在
老
を
必
要
と
す
る
」
（
b
d
．
↓
O
刈
）
こ
と
は
明
確
に
認
め
る
け
れ
ど
も
、
「
か
か
る
存
在
者
と
そ
の
絶
対
的
必
然
性
に
つ
い
て
は
全
く
知
る
と

　
　
こ
ろ
が
な
い
…
…
」
と
告
白
す
る
だ
け
で
あ
る
。
必
然
的
存
在
者
、
汎
通
的
規
定
を
ふ
く
む
概
念
、
完
全
に
規
定
さ
れ
た
個
体
は
、
ま
さ

　
　
し
く
認
識
の
理
想
を
し
め
す
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
が
提
出
し
た
問
題
に
は
不
可
知
論

　
　
以
上
に
答
え
る
こ
と
と
は
な
る
ま
い
。
し
か
も
存
在
の
絶
対
的
措
定
に
は
じ
ま
る
物
自
体
の
前
提
、
物
自
体
の
「
心
意
識
」
（
O
①
ヨ
彗
）
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
触
発
に
よ
る
現
象
の
成
立
な
ど
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
そ
の
も
の
が
成
立
す
る
条
件
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
つ
ま
り
要
請
せ
ざ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
を
得
な
い
条
件
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
大
き
な
不
合
理
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
感
性
論
」
「
分
析
論
」
が
、
こ
の
よ
う
な
要
請
を
ひ
そ
か
に
前
提
し
た
上
で
、
物
自
体
が
現
象
へ
と
開
示
さ
れ
、
現
象
と
し
て
認
識
さ

　
　
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
証
明
で
あ
り
演
繹
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
逆
に
「
弁
証
論
」
の
テ
ー
マ
は
、
現
象
に
お
け
る
個
体
が
そ
の
根
源

　
　
へ
と
遡
っ
て
ゆ
く
過
程
を
、
カ
ン
ト
流
の
不
完
全
な
宇
宙
論
や
自
然
神
学
と
し
て
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
当
初
に
出
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
し
た
現
象
の
物
自
体
か
ら
の
「
分
離
」
（
》
ぴ
ω
O
コ
α
①
『
環
昌
ぴ
q
）
あ
る
い
は
「
根
本
的
孤
立
化
」
（
鶏
の
冒
雪
嵐
9
①
囲
ω
9
一
Φ
冨
農
）
と
は
、
物
自
体

　
　
が
現
象
へ
と
い
わ
ば
く
墜
ち
る
V
と
し
か
説
明
の
仕
様
が
な
い
の
で
あ
り
、
物
自
体
が
自
然
へ
と
「
前
進
的
」
（
b
騰
O
σ
q
触
Φ
ω
ω
囲
く
）
に
み
ず
か

552　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
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ら
を
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
物
自
体
を
認
識
す
る
能
力
と
感
性
に
よ
る
認
識
能
力
と
の
閲
に
は
「
天
地
ほ
ど
の
相
違
が
あ
る
」

　
　
（
ず
卿
旨
P
肖
P
Φ
一
≦
〇
潮
け
　
信
コ
什
O
凶
ω
O
ゴ
一
①
q
Φ
坦
）
（
b
σ
．
2
）
。
他
方
、
現
象
よ
り
物
自
体
へ
と
門
遡
行
的
扁
（
話
α
q
冨
ω
婁
）
に
還
帰
し
て
ゆ
く
道
一
「
こ
の

　
　
よ
う
に
し
て
実
在
性
の
全
体
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ひ
と
つ
の
物
自
体
の
概
念
が
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

　
　
あ
る
」
（
じ
ご
．
8
心
）
一
も
ま
た
未
完
結
で
あ
り
、
物
自
体
の
概
念
は
こ
の
ば
あ
い
単
な
る
理
念
と
し
て
、
遡
行
に
際
し
て
の
現
象
全
体
を

　
　
統
糊
す
る
「
仮
焦
点
」
（
暁
0
2
ω
｝
ヨ
鋤
α
q
ぎ
鶏
冨
ω
）
（
φ
①
鳶
）
の
役
割
を
果
す
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
と
有
限
様
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
た
る
個
物
を
結
び
つ
け
て
い
る
二
重
囲
果
律
の
考
え
方
や
後
述
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
に
く
ら
べ
た
と
き
、
カ
ン
ト
哲
学
の
い
ち
じ
る
し

　
　
い
特
色
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
物
自
体
と
現
象
と
の
間
に
は
後
者
か
ら
前
者
へ
の
不
完
全
な
還
相
の
み
が
あ
っ
て
、
往
相
は

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
墜
ち
る
（
分
離
す
る
）
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
一
こ
れ
が
感
官
へ
の
「
触
発
」
に
な
る
一
説
明
の
仕
様
が
な
い
。
気
が
つ
い
た
と
き

　
　
に
は
物
は
既
に
く
在
っ
た
V
の
で
あ
り
、
意
志
の
歯
ぎ
し
り
で
あ
り
、
意
志
は
遡
っ
て
意
欲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
弁
証
論
を
通
し
て
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
は
存
在
（
物
自
体
）
と
思
惟
（
認
識
）
の
基
本

　
　
的
関
係
と
い
う
当
初
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
、
カ
ン
ト
に
圃
有
の
考
え
方
へ
と
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
分

　
　
離
し
て
い
る
。
〈
神
の
存
在
論
的
証
明
が
成
立
し
な
い
〉
と
い
う
の
も
こ
の
考
え
方
に
ふ
く
ま
れ
る
系
に
な
る
。
む
ろ
ん
神
の
存
在
証
羽

　
　
に
つ
い
て
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
明
確
な
肯
定
的
解
答
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
「
信
仰
に
座
を
与
え
る
た

　
　
め
に
知
識
を
取
り
除
く
」
と
い
う
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
「
主
観
性
」
に
と
ど
ま
っ
た
そ
の
理
論
理
性
に
対

　
　
し
て
神
信
仰
へ
の
宗
教
的
高
揚
か
ら
「
客
観
的
」
な
実
践
理
性
が
生
れ
た
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
の
神
の
存
在
も
、
そ
れ
自

　
　
身
で
確
立
さ
れ
た
道
徳
的
主
体
か
ら
の
単
な
る
帰
結
も
し
く
は
要
請
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
現
存
在
一
般
を
規
定
す
る
経
験
的
思
惟
が

　
　
〈
感
覚
〉
を
要
請
し
た
よ
う
に
、
そ
し
て
〈
感
覚
〉
を
理
論
理
性
の
立
場
で
限
定
す
る
こ
と
が
つ
い
に
不
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
実
践

　
　
理
性
の
要
請
も
神
の
存
在
の
証
覇
と
し
て
は
不
充
分
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。



鮨
弟
二
節
　
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
O
存
在
と
無
　
神
の
存
在
論
的
証
明
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
否
定
、
批
判
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
っ
た
再
批
判
の
趣
旨
を
『
大
論
理

　
　
学
』
の
は
じ
め
の
、
存
在
・
無
・
成
を
扱
っ
て
い
る
箇
々
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
〈
存
在
と
思
惟
の
基
本
的
関
係
〉
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
テ
ー
マ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
大
論
理
学
』
の
本
論
か
ら
ま
と
も
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
神
の
存
在
論
的
証
明
に
関
す
る
カ

　
　
ソ
ト
批
判
を
こ
の
関
係
を
説
明
す
る
補
遺
と
し
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
い
；
　
一
こ
　
ω
．
　
①
①
款
●
）
。

　
　
　
ω
　
さ
て
「
存
在
」
（
ω
①
ぎ
）
は
無
規
定
的
な
直
接
者
で
あ
り
、
自
己
自
身
と
〈
同
等
〉
（
α
q
護
魯
）
で
あ
り
、
他
者
に
対
す
る
不
等
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
自
己
の
内
や
外
に
対
す
る
「
差
異
」
（
ノ
㍉
Φ
冠
ω
O
『
一
Φ
伽
①
誉
ゲ
Φ
一
け
）
を
な
ん
ら
ふ
く
ま
な
い
。
こ
こ
に
直
観
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
し
た
ら
存

　
　
在
の
な
か
に
は
直
観
せ
ら
る
べ
き
も
の
は
「
な
に
も
な
い
」
（
Φ
ω
鐸
巳
。
窪
の
）
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
直
観
と
い
う
意
識
の
働
き

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
働
き
に
即
し
て
ニ
ヒ
ツ
が
こ
こ
に
現
わ
れ
る
。

　
　
　
②
　
〈
無
〉
（
器
。
簿
ω
）
と
か
、
純
粋
無
は
完
全
に
自
己
と
同
等
で
あ
り
、
空
虚
、
没
規
定
、
没
内
容
で
あ
る
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。

　
　
こ
の
全
く
形
式
的
な
、
あ
る
い
は
空
虚
な
、
コ
ト
バ
の
遊
び
に
し
か
過
ぎ
な
い
よ
う
な
説
明
の
な
か
に
、
既
に
〈
存
在
と
意
識
と
の
基
本

　
　
的
関
わ
り
〉
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
答
え
が
用
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
項
の
存
在
の
規
定
を
考
え
る
と
き
、
こ
こ
に
直
観
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
「
思
惟
さ
る
べ
き
も
の
も
直
観
さ
る
べ

　
　
き
も
の
も
、
な
に
も
な
い
」
と
い
う
形
で
、
す
な
わ
ち
、
思
惟
と
直
観
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
つ
ま
り
広
い
意
味
の
意
識
と
の
関
お
り

　
　
に
お
い
て
「
な
に
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
じ
テ
ー
マ
が
存
在
と
無
、
あ
る
い
は
存
在
と
意
識
の
「
区
別
」

　
　
（
¢
口
恥
Φ
騰
ω
O
ぽ
一
〇
価
）
と
し
て
、
「
無
」
の
説
明
の
箇
所
で
も
繰
り
か
え
さ
れ
、
「
そ
れ
ゆ
え
に
何
も
の
を
も
直
観
し
な
い
、
何
も
の
を
も
思
惟
し

　
　
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
く
意
味
V
（
b
び
巴
〇
三
¢
轟
）
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。

572　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
一
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哲
堂
冊
耕
究
　
　
晶
弟
五
百
五
十
六
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
二

　
こ
の
よ
う
な
区
別
が
な
さ
れ
る
以
上
、
へ
1
ゲ
ル
は
、
ニ
ヒ
ツ
が
わ
れ
わ
れ
の
直
観
ま
た
は
思
惟
の
な
か
に
〈
現
存
す
る
〉
（
Φ
五
雲
巽
魯
）

す
る
と
い
う
。
ニ
ヒ
ツ
は
む
し
ろ
空
虚
な
直
観
ま
た
は
思
惟
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
㈲
第
一
項
と
第
二
項
を
通
っ
て
、
純
粋
存
在
と
純
粋
無
と
が
「
同
じ
も
の
」
（
鼠
ω
器
δ
o
）
だ
と
い
う
「
成
」
（
≦
。
a
窪
）
、
す
な
わ
ち

存
在
が
無
に
、
無
が
存
在
に
「
推
移
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
（
¢
げ
①
お
①
α
q
9
・
農
三
韓
）
と
こ
ろ
の
生
成
の
運
動
が
あ
る
。
な
ぜ
〈
推
移
す
る

こ
と
で
は
な
く
て
嘱
推
移
し
て
し
ま
っ
て
い
る
〉
の
か
。
〈
存
在
〉
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
そ
し
て
既
に
無
が
は
い
り
込
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
成
」
の
な
か
で
存
在
と
無
と
が
「
同
じ
も
の
で
は
な
い
」
（
三
。
露
O
器
器
ま
①
）
と
い
う
こ
と

が
、
先
の
説
明
と
全
く
矛
盾
し
た
形
で
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
存
在
と
無
」
は
同
じ
も
の
で
あ
り
同
じ
も
の
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
両
者

は
絶
対
的
に
「
匿
別
さ
れ
る
」
（
¢
P
梓
⑦
噌
ω
O
び
一
〇
伽
O
コ
）
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た
「
分
離
し
な
い
し
、
分
離
で
き
な
い
」
（
§
α
q
霧
§
9
¢
巳

§
幕
目
ぴ
震
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
黄
老
（
存
在
と
無
、
あ
る
い
は
存
在
と
意
識
）
の
真
理
は
、
一
方
が
他
方
に
そ
■
の
ま
ま
消
滅
し

て
し
ま
っ
て
い
る
運
動
す
な
わ
ち
生
成
な
の
で
あ
る
。

　
⇔
最
初
の
真
理
　
以
上
の
よ
う
な
存
在
・
無
・
成
の
三
つ
の
関
わ
り
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
な
註
釈
を
つ
け
加
え
て
い
る
。

「
け
れ
ど
も
い
ま
や
こ
の
存
在
と
無
と
の
統
一
が
〈
最
初
の
真
理
〉
（
興
ω
8
芝
9
霞
冨
博
け
）
と
し
て
終
始
一
貫
し
て
基
礎
と
な
り
、
後
続
す
る

す
べ
て
の
も
の
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
な
す
以
上
、
生
成
そ
の
も
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
以
下
の
す
べ
て
の
論
理
的
規
定
、
す
な
わ
ち

〈
現
存
在
〉
（
U
器
Φ
『
）
や
質
、
一
般
に
哲
学
の
全
概
念
は
こ
の
統
一
の
〈
例
証
〉
（
切
。
置
℃
芭
）
で
あ
る
」
（
い
‘
H
二
¢
ざ
）
と
。

　
随
分
思
い
切
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
存
在
と
無
、
存
在
と
思
惟
の
統
一
は
、
〈
最
初
の
真
理
〉
と
し
て
へ
…
ゲ
ル
哲
学
す

べ
て
に
わ
た
る
主
題
と
な
る
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
存
在
と
思
惟
と
は

〈
同
じ
〉
（
畠
器
。
誉
①
）
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
一
切
の
も
の
が
思
惟
に
取
り
も
ど
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
へ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ゲ
ル
が
端
的
に
〈
思
想
〉
（
Q
巴
彗
冨
コ
）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
へ
規
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
」
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
存
在
と
無
と
の
中
間
状
態
で
な
い
よ
う
な
も
の
は
何
も
の
も
存
在
し
な
い
」
（
r
H
‘
ψ
⑩
一
）
。
し
た
が
っ
て
徴



　
　
界
に
存
在
す
る
一
切
の
物
は
、
こ
の
意
味
で
、
ど
こ
を
切
っ
て
も
終
始
お
な
じ
「
金
太
郎
」
な
ら
ぬ
最
初
の
真
理
の
顔
が
現
わ
れ
て
く
る

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
i
む
ろ
ん
存
在
的
で
は
な
く
し
て
存
在
論
的
真
理
と
し
て
一
「
金
太
郎
飴
」
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
同
一
律
」
（
A
1
1
A
）
　
に
つ

　
　
い
て
も
こ
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
形
式
論
理
学
の
い
う
よ
う
に
分
析
的
性
質
の
も
の
で
は
な
く
綜
合
的
性
質
の
命
題
で
あ
る
（
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
同
r
ψ
。
。
b
。
）
。
形
式
論
理
の
同
一
性
も
ま
た
同
一
性
が
非
同
一
性
（
差
異
性
）
で
は
な
い
と
い
う
否
定
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
A
は
非
A

　
　
と
区
別
さ
れ
な
が
ら
同
一
の
A
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
と
無
の
同
一
性
と
い
う
〈
金
太
郎
の
顔
〉
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
形
式
論
理
学
の
同
一
律
を
も
ふ
く
ん
で
、
す
べ
て
の
規
定
さ
れ
た
存
在
者
は
、
「
存
在
と
無
」
を
共
に
ふ
く
む
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
存
在
と
無
が
共
存
し
な
い
よ
う
な
も
の
は
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
世
界
の
な
か
に
存
在
し
な
い
。
い
ま
存
在
す
る
も
の
が
非
存
在
に
移
っ
て

　
　
ゆ
く
「
消
滅
」
（
〈
零
α
q
夢
窪
）
、
い
ま
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
存
在
者
に
な
る
「
生
起
」
（
o
暮
ω
8
『
o
誹
）
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
「
変
化
」

　
　
（
＜
Φ
鼠
落
興
§
α
q
）
の
な
か
に
も
、
〈
最
初
の
真
理
〉
は
「
契
機
」
（
鼠
。
ヨ
。
碁
）
と
し
て
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
「
存
在
と
無
は
、
は
じ
め
に
両
者

　
　
が
も
っ
と
考
え
ら
れ
た
独
立
性
か
ら
、
契
機
、
す
な
わ
ち
、
ま
だ
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
止
揚
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
二
契
機
へ
と

　
　
落
さ
れ
る
」
（
い
二
　
H
こ
　
o
Q
・
　
⑩
さ
。
）
。

　
　
　
か
く
し
て
存
在
と
無
の
統
一
と
い
う
「
最
初
の
真
理
」
を
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
真
理
を
「
存
在
と
無
そ
の
も
の
の

　
　
く
弁
証
法
的
な
内
在
的
本
性
V
（
α
一
”
一
Φ
胃
梓
一
ω
O
ゲ
Φ
　
一
5
P
ヨ
餌
コ
Φ
昌
辟
O
　
ワ
咽
食
。
け
信
『
）
」
（
い
・
℃
H
サ
ω
．
Φ
b
。
）
と
し
て
一
こ
れ
は
繰
り
か
え
す
よ
う
に
、
へ
…

　
　
ゲ
ル
に
お
け
る
存
在
と
思
惟
の
基
本
的
関
係
と
い
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
一
、
そ
の
な
か
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
有
限
な
特
定
の

　
　
形
や
質
を
も
っ
た
〈
謙
る
物
〉
（
卑
≦
p
の
）
が
「
或
る
特
定
の
現
存
在
」
（
①
ぎ
び
①
ω
白
壁
舜
。
ω
U
器
①
冒
）
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
否
定
で

　
　
あ
る
「
或
る
特
定
の
非
存
在
」
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
存
在
そ
の
も
の
を
問
う
て
ゆ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
、
そ
れ
を
問
う
て
ゆ
く
思
惟
の
運
動
と
存
在
そ
の
も
の
の
運
動
と
が
区
別
さ
れ
な
が

　
　
ら
分
離
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
ー
こ
れ
が
「
最
初
の
真
理
」
に
な
る
一
1
の
な
か
に
身
を
お
く
。
こ
の
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
意
識
に
と
っ
て
の
そ
の
都
度
の
経
験
が
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
科
学
の
認
識
や
い
わ
ゆ

珊　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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哲
学
研
一
究
　
　
第
五
｝
臼
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

る
経
験
予
知
を
ふ
く
め
た
個
々
の
特
定
し
た
存
在
者
に
お
け
る
〈
物
と
知
性
の
｛
致
〉
と
し
て
の
真
理
、
あ
る
い
は
不
一
致
と
し
て
の
偽

が
成
り
立
つ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
「
天
上
と
天
下
の
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
存
在
と
無
と
の
両
者
を
ふ
く
ま
な
い
よ
う
な
も
の
は
存
在
し

な
い
」
（
び
二
　
H
こ
　
Q
Q
’
　
①
り
）
か
ら
で
あ
る
。

　
㊨
カ
ン
ト
批
判
　
そ
れ
で
は
「
最
初
の
真
理
」
の
形
成
と
神
の
存
在
論
的
証
明
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
。
答
え
は
簡
単
で
あ
る
。

〈
概
念
が
存
在
を
含
む
V
と
い
う
こ
の
証
明
の
主
張
は
、
「
最
初
の
真
理
」
を
「
概
念
」
と
い
い
か
え
た
と
き
の
、
こ
の
概
念
の
構
造
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
証
明
、
す
な
わ
ち
媒
介
さ
れ
た
認
識
に
関
し
て
は
次
項
で
考
え
る
）
。
こ
の
概
念
が
純
粋
な
存
在

と
無
を
ふ
く
む
〈
成
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
な
一
そ
の
意
味
で
抽
象
的
な
一
「
存
在
一
論
」
（
ω
魚
器
冨
汀
Φ
）
に
基
づ
く
証
明
だ
か
ら

神
の
存
在
論
的
証
明
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
揚
合
の
神
と
は
抽
象
的
に
定
義
す
れ
ば
、
「
こ
の
概
念
と
存
在
と
の
〈
非
分
離
〉
（
§
ぴ
q
簿
浅
聞
け
）
、

不
可
分
離
（
信
づ
梓
『
Φ
つ
づ
び
P
触
）
と
い
う
点
に
成
り
立
つ
」
（
ダ
H
‘
ψ
瞬
）
。
宇
宙
論
的
証
明
や
目
的
論
的
証
明
に
反
し
て
、
「
こ
こ
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

出
発
点
は
自
由
な
純
粋
概
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
に
現
わ
れ
る
の
は
、
神
の
現
存
在
の
存
在
論
的
証
明
で
あ
る
」
。

　
さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
存
在
論
の
基
本
構
造
を
示
す
エ
レ
メ
ン
ト
（
「
最
初
の
真
理
」
、
純
粋
存
在
）
と
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
個
々

の
特
定
の
現
存
在
と
は
、
存
在
と
存
在
者
の
存
在
論
的
差
異
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
規
定
的
存
在
者
（
現
存
在
）
は
、

存
在
の
金
体
的
構
造
あ
る
い
は
量
界
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
一
そ
の
意
味
で
抽
象
的
と
言
わ
れ
る
一
そ
れ
自
身
と
し
て
考
察
さ
れ

る
か
ぎ
り
、
そ
の
概
念
と
存
在
、
存
在
と
非
存
在
と
は
明
確
に
分
離
さ
れ
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
者
に
つ
い
て
は
可
能
的
概
念

と
現
実
的
存
在
と
は
、
当
然
、
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
を
指
摘
す
る
か
ぎ
り
で
カ
ン
ト
は
正
し
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
も
認
め

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
神
の
概
念
も
ま
た
存
在
と
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
私
が
百
タ
ー
レ
ル
の
可
能
性
か
ら
百
タ
ー
レ
ル
の
現
実

性
を
〈
取
り
出
す
こ
と
〉
（
冨
冨
屋
匡
碧
び
窪
）
（
¢
8
図
）
も
で
き
な
い
」
（
い
二
ご
9
胡
）
。
世
界
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
規

定
的
存
在
者
の
場
舎
に
は
、
カ
ン
ト
の
命
題
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
或
る
規
定
的
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

味
に
お
い
て
は
神
は
存
在
し
な
い
と
み
る
の
は
正
し
い
。
こ
の
指
摘
は
ヘ
ン
リ
ッ
ク
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
た
し
か
に
同
じ
よ
う
に
存



　
　
在
神
学
と
正
当
に
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
へ
；
ゲ
ル
体
系
が
存
在
神
学
の
新
し
い
基
礎
づ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
古
い
形
式
の
正
当
化
で
は
な

　
　
い
こ
と
、
こ
の
古
い
形
式
の
存
在
神
学
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
最
後
的
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
の
意

　
　
識
の
う
ち
で
く
現
存
〉
（
国
x
卿
馨
Φ
震
）
が
、
神
の
表
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、
有
限
な
事
物
の
表
象
と
結
び
つ
い
て
い
る

　
　
と
考
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
甚
だ
し
い
無
思
想
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
穿
。
唄
‘
H
‘
費
O
。
。
》
Q
Q
」
お
）
。

　
　
　
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ダ
ス
ゼ
ル
ベ

　
　
　
カ
ン
ト
が
誤
っ
て
い
た
の
は
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
み
れ
ば
一
、
「
存
在
と
無
と
は
〈
同
じ
も
の
〉
で
あ
る
」
と
い
う
「
最
初
の
真
理
」

　
　
i
存
在
論
的
真
理
1
を
、
そ
れ
に
つ
づ
く
有
限
な
規
定
的
存
在
者
の
真
理
一
存
在
的
真
理
1
に
誤
っ
て
適
用
し
た
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
て
生
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
う
、
「
存
在
と
非
存
在
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
〈
そ
れ
ゆ
え
に
〉
（
四
一
ω
。
）
私
が
存
在
す
る
こ
と
と
し
な
い
こ

　
　
と
、
こ
の
家
が
在
る
こ
と
と
無
い
こ
と
、
こ
の
百
タ
：
レ
ル
が
私
の
財
産
の
な
か
に
在
る
こ
と
と
無
い
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
推
論
、
あ
る
い
は
こ
の
命
題
の
こ
の
よ
う
な
〈
適
用
〉
（
》
p
≦
①
巳
¢
畠
）
は
、
こ
の
命
題
の
意
味
を
全
く
変
じ
て
し
ま
う
も
の

　
　
で
あ
る
」
（
一
U
二
　
同
；
　
o
Q
・
　
“
O
）
と
。

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
第
一
真
理
」
が
妥
当
す
る
領
域
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
も
し
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
く
物
自
体
V
の
存
在
を
証

　
　
明
す
る
理
論
の
領
域
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
既
述
の
よ
う
に
（
本
論
一
〇
頁
）
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
物
自
体
は
触
発
を
介
し
て
現
象
へ
と
く
墜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ち
る
〉
ほ
か
な
い
。
つ
ま
り
物
自
体
と
現
象
と
が
区
別
さ
れ
る
と
同
時
に
分
離
し
て
い
る
カ
ン
ト
の
立
場
と
、
存
在
と
無
（
こ
れ
は
物
自

　
　
体
と
現
象
と
い
い
か
え
ら
れ
よ
う
）
と
は
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
分
離
で
き
な
い
と
い
う
へ
：
ゲ
ル
の
「
最
初
の
真
理
」
の
立
場
と
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
本
的
相
違
が
こ
こ
に
露
呈
す
る
。
〈
金
太
郎
飴
〉
の
比
喩
に
即
し
て
い
え
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
現
存
在
は
ど
こ
を
切
っ
て
も
左
右
二

　
　
つ
に
分
離
し
た
金
太
郎
の
顔
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
は
、
物
一
般
は
、
自
然
お
よ
び
道
徳
の
「
領
域
」
（
畠
葺
p

　
　
O
。
甑
。
け
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
形
式
的
必
然
性
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
の
質
料
に
関
し
て
は
偶
然
性
の
性
格
を
最
後
ま
で

　
　
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
し
て
く
二
つ
の
顔
V
の
統
合
は
、
こ
れ
ら
の
領
域
か
ら
は
術
語
的
に
区
別
さ
れ
た
超
越
論
的
理
念
お
よ
び
目
的
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
理
が
占
め
る
「
地
域
」
（
叶
Φ
蜂
。
脅
ヨ
”
b
d
。
住
窪
）
に
お
い
て
、
単
に
主
観
的
、
統
制
的
に
の
み
規
定
さ
れ
る
。
物
は
実
在
す
る
世
界
連
関
あ

矧　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
　
　
折
口
学
研
施
九
　
焔
弟
五
｝
日
五
十
山
ハ
ロ
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

62
@
　
　
コ
ン
テ
変
ト

2
　
る
い
は
脈
絡
の
な
か
に
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
る
だ
け
で

　
　
あ
る
。
「
経
験
的
直
観
の
対
象
と
い
う
〈
現
存
在
〉
（
U
p
・
ω
Φ
ぎ
）
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
諸
条
件
は
そ
れ
自
身
偶
然
的
」
（
φ
お
り
）
だ
か
ら
で
あ

　
　
る
。
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
「
経
験
的
内
容
で
は
あ
っ
て
も
、
他
の
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
て
、
他
の
物
に
対
す
る
連
関

　
　
と
規
定
性
を
も
た
な
い
」
（
］
U
こ
　
　
H
二
　
　
ω
。
　
刈
9
0
）
と
批
判
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
が
「
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
」

　
　
と
い
っ
た
葺
合
に
も
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
み
れ
ば
、
実
在
性
の
総
体
と
し
て
の
世
界
連
関
の
占
め
る
「
規
定
的
現
存
在
の
領
野
」

　
　
（
ω
9
鍵
。
儀
。
ω
σ
Φ
ω
脾
巨
証
跡
窪
O
皆
空
ぎ
ω
）
の
な
か
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
規
定
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
悟
性
の
働
き
は
、
も
と
も
と
己
れ
の
関
わ
る
諸
対
象
に
対
し
て
抽
象
的
に
振
舞
う
。
そ
の
こ
と
自
身
に
誤
り
は
な
い
。
た
だ
そ
の
よ
う

　
　
な
抽
象
的
規
定
に
「
存
在
と
無
は
同
じ
で
あ
る
」
と
い
う
く
最
初
の
翼
理
〉
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
誤
っ
て
適
用
す
る

　
　
と
こ
ろ
に
「
す
り
替
え
の
錯
誤
」
（
ピ
ニ
　
同
；
　
ω
．
　
刈
卜
。
）
が
生
れ
、
百
タ
ー
レ
ル
の
表
象
を
神
の
概
念
か
ら
区
別
し
な
い
「
蛮
行
」
（
国
琴
ゴ
H
二

　
　
伽
㎝
滑
、
¢
δ
）
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑳
根
拠
律
再
考
神
の
存
在
論
的
証
明
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
可
能
性
と
現
実
性
と
を
感
覚
の
有
無
に

　
　
基
づ
い
て
存
在
的
に
区
別
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
偶
然
的
な
感
覚
を
ふ
く
め
て
、
可
能
性
お
よ
び
現
実
性
の
総
体
と
し
て
の
実
在
性
の
構

　
　
造
に
基
づ
い
て
、
存
在
証
明
を
肯
定
的
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
批
判
的
に
そ
の
認
識
可
能

　
　
性
を
却
け
た
「
熟
通
的
限
定
」
の
テ
ー
マ
（
本
論
九
頁
）
に
ふ
た
た
び
ぶ
つ
か
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
理
由
律
1
1
根
拠
律
に
基
づ
い
て
肯
定

　
　
し
、
「
必
然
的
存
在
者
」
で
あ
る
神
を
論
証
す
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
と
の
相
違
は
決
定
的
と
な
る
。
「
実
体
自
身
の
無
制
約
的
な
現
存
」
と

　
　
い
う
カ
ン
ト
の
第
四
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
テ
…
ゼ
が
正
し
く
論
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
充
足
理

　
　
由
律
が
め
ざ
し
た
主
題
を
く
根
拠
V
（
○
讐
ロ
儀
）
の
理
論
と
し
て
、
し
か
も
、
弁
証
法
論
理
に
よ
る
換
骨
奪
胎
を
経
て
取
り
あ
げ
る
こ
と
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
『
大
論
理
学
』
第
二
巻
本
質
論
に
お
い
て
、
「
最
初
の
真
理
」
は
存
在
の
真
理
と
し
て
「
本
質
」
（
≦
①
ω
窪
）
と
な
る
。
「
存
在



　
　
の
真
理
は
本
質
」
（
r
H
♂
ω
．
。
。
）
だ
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
存
在
の
真
理
は
最
初
の
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
直
接
性

　
　
の
な
か
に
〈
現
出
し
た
本
質
〉
（
詠
の
冨
塁
。
蹟
Φ
σ
q
雪
α
q
Φ
器
≦
Φ
ω
窪
）
」
（
い
・
弘
訓
ω
．
δ
鱒
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
本
質
か
ら
生
じ
た
も
の
、

　
　
現
出
し
た
も
の
は
「
現
存
」
（
国
乱
ω
け
§
N
）
と
呼
ば
れ
る
。
現
存
と
は
本
質
の
否
定
を
経
て
そ
の
内
面
か
ら
「
出
現
し
た
も
の
」
（
頃
興
磐
『

　
　
α
q
①
σ
q
偵
。
農
・
譲
。
貯
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
現
象
」
（
甲
ω
9
①
貯
§
σ
q
）
で
あ
る
。
ま
た
「
本
質
は
自
己
自
身
を
根
拠
と
し
て
規
定
す
る
」
（
い
‘
H
朗

　
　
。
っ
．
①
ω
）
が
ゆ
え
に
、
理
由
律
す
な
わ
ち
根
拠
律
の
問
題
は
、
こ
の
本
質
と
現
存
あ
る
い
は
現
象
と
の
関
係
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

　
　
そ
の
第
鴫
義
的
テ
ー
マ
が
神
の
「
現
存
」
（
野
痴
夢
N
ψ
u
器
①
貯
）
を
証
明
す
る
と
い
う
新
し
い
課
題
を
生
む
の
で
あ
る
。
現
存
の
根
拠
が
本

　
　
質
で
あ
る
か
ぎ
り
、
理
由
律
1
1
根
拠
律
は
、
本
質
と
現
存
（
実
存
）
を
媒
介
す
る
原
理
と
し
て
登
場
す
る
。
「
最
初
の
真
理
」
は
現
存
の

　
　
な
か
に
媒
介
さ
れ
た
本
質
と
し
て
「
概
念
」
と
な
る
。

　
　
　
か
く
し
て
存
在
論
的
証
明
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
本
来
の
意
味
で
の
証
明
と
呼
び
う
る
理
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
神
の
存

　
　
在
を
「
現
存
」
と
し
て
示
す
こ
と
は
、
こ
れ
を
媒
介
す
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
最
初
の
真
理
〉
が
実
は
媒
介
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と

　
　
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
証
明
と
は
こ
の
媒
介
さ
れ
た
認
識
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
最
初
の
真
理
」
は
単
に
直
接
的
な
も
の
と
し
て
前

　
　
提
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
「
存
在
」
「
本
質
」
「
概
念
」
が
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
か
ぎ
り
、

　
　
こ
の
論
理
学
は
、
挙
げ
て
神
の
存
在
論
的
証
明
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
理
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
「
証
明
」
が
媒
介
さ
れ
た
認
識
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
そ
れ
は
「
実
在
性
の
総
括
」
（
ぎ
げ
畠
ユ
ゑ
塾
興
菊
曾

　
　
毘
蜂
）
を
根
底
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
H
、
こ
　
H
こ
　
ω
　
Φ
り
噂
　
H
一
；
　
ω
■
Φ
困
℃
ω
．
一
〇
ω
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
実
在
性
の
総
括
と
は
、
神
の
実
在
性
に

　
　
関
す
る
伝
統
的
定
義
一
神
の
実
在
性
は
完
全
性
と
ひ
と
つ
の
も
の
と
み
ら
れ
、
い
か
な
る
否
定
を
も
ふ
く
ま
な
い
「
肯
定
的
な
も
の
」

　
　
（
O
岡
”
　
〉
勘
『
円
P
鋤
仲
一
く
Φ
ω
）
で
あ
る
（
い
こ
H
‘
。
。
．
8
）
1
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
に
お
い
て
、
そ
の
規
定
性
を
越
え
る
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ン
ロ
カ
　
イ
ゆ
パ
　
ソ

　
　
な
存
在
、
そ
の
意
味
で
の
抽
象
的
存
在
、
そ
の
な
か
で
く
す
べ
て
が
一
つ
V
で
あ
る
と
こ
ろ
の
空
虚
な
絶
対
と
同
様
の
没
規
定
的
な
も
の
、

　
　
没
内
容
的
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
の
実
在
性
は
規
定
的
な
面
か
ら
み
れ
ば
否
定
性
の
契
機
を
ふ
く
む
一
〈
す
べ
て
の
規
定
は
否
定

632　
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一
八

642　
　
で
あ
る
V
（
。
ヨ
臥
ω
号
件
興
a
胃
腔
〇
①
警
コ
Φ
鴇
ぎ
）
が
ゆ
え
に
一
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
挽
は
、
同
様
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
否
定

　
　
性
の
総
括
、
矛
盾
の
総
括
に
な
る
。

　
　
　
実
在
性
の
総
括
と
し
て
の
神
は
「
純
粋
存
在
と
純
粋
無
の
同
一
性
」
と
し
て
ま
さ
し
く
「
最
初
の
真
理
」
を
そ
の
現
存
に
お
い
て
示
し
て

　
　
い
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
の
総
括
一
般
は
「
自
己
自
身
に
お
け
る
絶
難
治
矛
盾
と
な
る
」
、
「
矛
盾
が
絶
対
的
活
動
性
と
絶
対

　
　
的
根
拠
と
な
る
」
（
ぴ
‘
目
”
Q
Q
●
曾
）
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
的
な
表
象
的
思
惟
か
ら
区
溺
さ
れ
た
思
弁
的
思
惟
で
あ
る
。
そ
こ
に
否
定
的
媒
介
を

　
　
ふ
く
む
本
質
と
現
存
（
実
存
）
と
の
統
一
と
し
て
の
神
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
実
在
性
の
総
括
と
し
て
の
神
は
「
存
在
と
無
の
同
一
」

　
　
と
い
う
抽
象
的
自
己
岡
一
性
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
自
己
自
身
に
お
け
る
絶
対
的
矛
盾
」
（
昏
ω
。
一
挙
興
≦
憲
巽
呂
歪
。
げ
ぎ
ω
圃
魯
ω
。
ま
ω
け
）
で

　
　
あ
る
。
こ
の
否
定
的
統
一
へ
還
帰
し
た
形
で
「
存
在
者
の
諸
規
定
を
ふ
く
み
か
つ
坦
う
」
（
H
、
こ
　
　
H
圃
；
　
　
ω
．
　
⑦
b
δ
）
も
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

　
　
「
根
拠
」
（
○
騰
§
α
）
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
神
、
す
な
わ
ち
実
在
性
の
総
括
と
し
て
の
神
、
門
す
ぐ
れ
た
意
味
で
の
実
在
性
」
「
そ
の
善
と
義
と
が
く
調

　
　
節
V
（
什
①
B
娼
巴
興
窪
）
さ
れ
て
い
る
神
」
（
ぴ
こ
r
ψ
8
）
は
、
絶
対
的
矛
盾
の
絶
対
的
統
一
で
あ
る
神
を
、
「
調
節
、
す
な
わ
ち
相
互
的
な

　
　
制
限
や
相
互
の
混
合
」
と
み
な
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
根
拠
律
は
、
こ
の
絶
対
矛
盾
が
自
己
の
中
へ
屈
折
し
自
己
へ

　
　
と
復
帰
し
た
根
拠
で
は
な
く
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
矛
盾
律
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
根
拠
律
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ

　
　
の
無
限
は
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
お
い
て
は
、
単
な
る
数
学
的
な
観
念
的
無
限
の
ほ
か
に
、
実
在
的
力
の
無
限
、
モ
ナ
ド
の
無
限
を
ふ
く
む
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
上
学
的
概
念
で
あ
る
。
ま
た
必
然
的
な
永
遠
真
理
と
偶
然
的
な
事
実
真
理
と
の
、
黒
眉
律
と
根
拠
律
と
の
「
差
異
・
隔
た
り
激
α
一
ω
。
鳥
窪
窪
）

　
　
は
本
質
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
差
異
を
、
非
連
続
や
悪
を
ふ
く
む
連
続
律
・
予
定
調
和
に
よ
っ
て
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
ラ
イ

　
　
プ
ニ
ツ
哲
学
本
来
の
テ
ー
マ
が
あ
っ
た
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
予
定
調
和
と
は
へ
！
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
差
異
な
き
関
係
、
概
念
な
き
関
係
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
モ
ナ
ド
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
に
は
、
「
概
念
の
異
な
っ
た
関
係
」
（
象
剛
h
o
話
暮
Φ
切
Φ
注
①
ぎ
護
鳥
Φ
。
。
じ
d
①
篶
藻
ω
）
と
い
う
考
え
方
が
欠
落
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は



ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
観
念
論
が
多
を
直
接
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
て
、
こ
れ
を
モ
ナ
ド
の
「
反
擾
」
（
国
①
署
臨
。
賢
）
と
み
な
い

か
ら
で
あ
る
。
「
〈
反
擾
〉
と
は
一
戸
の
己
自
身
へ
の
否
定
的
関
係
で
あ
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ツ
の
連
続
律
や
予
定
調
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

論
、
ひ
い
て
は
根
拠
律
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
否
定
的
媒
介
の
契
機
を
欠
く
、
と
い
う
の
が
そ
の
批
判
の
核
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
イ
ン

　
ラ
イ
プ
ニ
ツ
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
両
刃
の
劔
と
な
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
に
頬
す
る
決
定
的
な
否
を
宣

告
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
現
代
に
い
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
や
実
存
主
義
の
哲
学
に
よ
る
、
〈
存
在
と
無
の

同
一
性
V
と
い
う
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
最
初
の
真
理
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
批
判
の
も
つ
体
系
的
意
味
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

〈
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
V
の
二
者
択
一
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
結
論
を
述
べ
よ
う
。

第
三
節
　
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル

　
　
　
e
物
自
体
を
め
ぐ
る
問
題
　
カ
ン
ト
の
場
合
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
よ
り
根
拠
へ
、
結
果
よ
り
原
因
へ
と
遡
行
す
る
歩
み
は
、
既

　
　
述
し
た
よ
う
に
（
本
論
一
〇
頁
）
、
現
象
の
系
列
を
「
無
際
限
に
」
（
陣
匿
臨
葺
に
）
辿
っ
て
ゆ
く
の
み
で
、
果
て
し
が
な
い
。
物
自
体
と
現

　
　
象
一
へ
ー
ゲ
ル
で
い
え
ば
本
質
と
現
象
i
は
、
後
者
よ
り
前
者
へ
の
不
完
全
な
遡
行
が
み
と
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
自

　
　
体
に
よ
っ
て
感
官
が
触
発
さ
れ
る
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
存
在
の
「
絶
紺
的
措
定
」
（
黛
ユ
げ
の
O
一
¢
梓
Φ
　
勺
O
ω
卿
け
卿
O
犠
）

　
　
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
措
定
あ
る
い
は
前
提
か
ら
生
ま
れ
た
結
果
を
そ
の
ま
ま
出
発
点
と
し
た
た
め
に
一

　
　
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
を
、
カ
ン
ト
が
直
接
批
判
の
対
象
と
し
た
超
越
論
的
実
在
諭
や
経
験
的
観
念
論

　
　
へ
と
先
祖
返
り
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
一
、
こ
の
結
果
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
先
行
す
る
思
惟
、
へ
1
ゲ
ル
で
い
え
ば
本
質
論
や

　
　
根
拠
論
が
捨
て
去
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
的
な
物
自
体
の
考
え
方
が
、
何
の
規
定
も
持
た
な
い
「
自
体
」
（
雪
ω
写
）
と
し
て
物
を

　
　
と
ら
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
〈
何
〉
（
≦
。
ω
）
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
仕
組
ん
で
あ
る
の
だ
と
い
わ
な
け
れ

　
　
ば
な
る
ま
い
（
ピ
こ
　
　
H
二
　
　
ω
・
　
H
O
Q
o
）
。
存
在
を
絶
対
的
措
定
と
み
な
し
、
物
自
体
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
（
本
論
九
頁
）
、

652
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
姻
九
　
第
五
弔
日
五
十
・
六
具
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

66
2
　
認
識
成
立
の
条
件
と
し
て
そ
れ
を
要
請
す
る
こ
と
で
あ
り
、
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
意
味
で
の
反
省
や
媒
介
が
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
を
意
味

　
　
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
「
物
自
体
は
止
揚
さ
れ
た
媒
介
を
通
じ
て
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
本
質
的
な
直
接
的
存
在
と
し
て
〈
現
存
す

　
　
る
も
の
〉
（
血
ゆ
ω
　
団
U
区
圃
ω
け
一
Φ
吋
①
降
α
Φ
）
」
（
野
噂
H
一
こ
Q
Q
．
目
8
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
自
体
に
と
っ
て
も
「
媒
介
」
が
本
質
的
な
も
の
と
な
る
。

　
　
こ
の
本
質
と
現
存
と
の
、
あ
る
い
は
こ
の
現
存
が
特
定
の
形
を
と
っ
た
現
象
と
の
関
係
が
、
根
拠
と
根
拠
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
と

　
　
し
て
把
握
さ
れ
、
こ
の
把
握
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
反
省
に
な
る
。
本
質
は
現
存
（
実
存
）
で
あ
り
、
「
現
存
は
〈
根
拠
へ
の
自
己
反
省
〉

　
　
（
園
①
ゆ
①
×
δ
コ
住
Φ
ω
○
白
露
①
ω
写
ω
一
9
）
」
（
い
二
四
三
二
ψ
目
O
α
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
象
の
全
過
程
は
、
こ
れ
を
即
自
的
な
面
、
物
自
体
の

　
　
面
か
ら
み
れ
ば
、
物
自
体
そ
の
も
の
の
全
面
的
な
展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
現
存
は
本
質
の
絶
対
的
な
膨
化
で
あ
り
、
本

　
　
質
は
こ
の
外
化
の
彼
岸
に
残
存
し
て
い
な
い
か
ら
」
（
び
二
H
囲
二
ω
．
δ
㎝
）
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
物
自
体
は
、
純
粋
自
我
、
超
越
論
的
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
、
「
単
に
自
我
に
射
し
て
あ
る
も
の
」

　
　
（
昌
償
門
　
O
一
ρ
　
男
鈴
『
匹
ユ
p
ρ
ω
　
H
O
ケ
）
（
じ
噌
目
‘
ψ
頴
ω
）
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
存
在
（
物
自
体
）
と
対
自
存
在
（
自
我
）
と
の
コ
一

　
　
元
論
扁
（
一
）
鑑
p
J
一
博
①
瞥
P
鴬
ω
）
で
あ
る
と
い
う
。
両
者
は
区
別
さ
れ
る
と
と
も
に
分
離
し
て
お
り
、
両
者
を
媒
介
す
る
根
拠
律
や
実
在
性
の
総
体
と

　
　
い
う
概
念
は
成
立
し
な
い
。
カ
ン
ト
の
哲
学
が
「
意
識
」
（
主
観
）
の
立
場
に
と
ど
ま
り
、
外
的
反
省
に
し
か
達
し
て
い
な
い
と
批
判
さ

　
　
れ
る
一
つ
の
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
（
び
こ
　
剛
H
二
　
ω
・
　
μ
一
一
喝
　
〉
瓢
5
P
①
璽
一
ハ
．
）
◎

　
　
　
⇔
物
と
意
識
と
の
関
係
　
〈
カ
ン
ト
が
主
観
の
立
場
に
と
ど
ま
り
外
的
反
省
に
し
か
達
し
て
い
な
い
〉
の
は
、
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
自
身

　
　
が
自
覚
的
に
選
択
し
た
立
場
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
日
常
生
活
に
お
い
て
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
が
犯
し
て
い
る
〈
物
と
意
識
〉
、
〈
直
観
と
概

　
　
念
V
と
の
混
同
を
戒
め
、
敢
え
て
両
者
を
分
離
す
る
こ
と
を
認
識
批
判
の
出
発
点
に
お
い
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
い
わ
く
、
「
わ
れ
わ
れ
が
後
港
〔
悟
性
〕
の
認
識
能
力
に
よ
る
付
加
物
を
前
者
〔
直
観
〕
の
感
性
的
印
象
と
い
う
根
本
素
材
か
ら
区
劉
す

　
　
る
の
は
、
長
い
間
の
修
練
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
付
加
物
に
気
づ
き
、
こ
の
も
の
を
〈
分
離
す
る
〉
（
〉
び
ω
。
巳
①
歪
茜
）
こ
と
に
熟
達

　
　
す
る
に
い
た
る
ま
で
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
」
（
b
び
辱
b
。
）
と
。
こ
れ
を
G
・
ブ
ラ
ウ
ス
は
「
或
る
種
の
秘
密
結
社
の
秘
教
的
な
業
で
あ
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
か
の
よ
う
に
聞
く
こ
と
が
で
き
る
し
と
注
釈
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
カ
ン
ト
が
主
題
と
し
た
判
断
は
、
こ
の
よ
う
に
分
離
し
た
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
観
と
概
念
と
を
あ
ら
た
め
て
〈
綜
合
〉
す
る
こ
と
に
そ
の
本
来
の
機
能
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
認
識
は
、
物
を
そ
の
物
と
し
て
は

　
　
捉
え
得
な
い
「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
し
て
、
一
方
に
現
象
界
の
客
観
的
認
識
を
基
礎
づ
け
る
と
と
も
に
、
神
の
存
在
証
明
の
不
可
能
性

　
　
と
い
う
弁
証
論
の
議
論
に
は
る
か
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
判
断
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
ま
ず
文
字
通
り
の
く
原
始
分
割
〉
（
霞
み
亀
窪
）
で
あ
る
。
も
と
も
と
一
つ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
あ
っ
た
も
の
が
分
割
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
始
ま
る
。
そ
の
根
は
感
覚
的
確
信
に
お
け
る
意
識
と
対
象
と
の
即
自
的
統
一
が
、
「
離
れ
落

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ち
る
」
（
ず
①
騰
鋤
⊆
の
h
引
高
一
㊦
昌
）
と
こ
ろ
に
あ
る
（
”
o
こ
¢
。
。
o
）
。
自
我
と
し
て
の
こ
の
人
と
対
象
と
し
て
の
こ
の
物
と
の
区
別
が
生
ず
る
。
こ

　
　
の
事
態
は
物
自
体
が
現
象
へ
〈
墜
ち
る
〉
と
わ
れ
わ
れ
が
繰
り
か
え
し
述
べ
た
カ
ン
ト
に
お
け
る
物
自
体
に
よ
る
心
意
識
の
「
触
発
」
と

　
　
い
う
事
柄
に
手
応
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
相
違
が
生
れ
た
の
か
。
認
識
を
、
そ
の
都
度
物
を
物
そ
の
も
の
と
し

　
　
て
巻
き
込
み
な
が
ら
意
識
が
遂
行
し
て
ゆ
く
運
動
と
し
て
捉
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
〈
二
元
論
〉
を
前
提
に
し
た
カ
ン
ト

　
　
と
の
発
想
の
違
い
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
そ
の
認
識
の
基
礎
づ
け
を
め
ざ
し
た
近
代
科
学
の
実
験
的
方
法
や
観
測
は
、
あ
ら
か
じ
め
主
観
－

　
　
客
観
の
二
元
論
的
枠
組
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
で
行
わ
れ
る
抽
象
的
な
一
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
の
場
面
か
ら
企
図
的
に
遮
断
さ
れ
部

　
　
分
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ー
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
に
は
、
意
識
は
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
直
接
的
な
生
活
の
場
面
で
直
接
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
経
験
と
し
て
成
り
立
つ
。
意
識
の
運
動
は
、
そ
の
一
つ
の
過
程
の
な
か
に
、
自

　
　
然
科
学
的
認
識
を
ふ
く
み
な
が
ら
物
お
よ
び
人
と
の
関
わ
り
の
な
か
に
自
然
・
社
会
・
歴
史
…
…
を
辿
っ
て
ゆ
く
意
識
自
身
の
さ
ま
ざ
ま

　
　
な
振
舞
い
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
意
識
は
第
一
義
的
に
は
澱
象
意
識
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
や
知
覚
と
い
っ
た
紺
象
意
識
の
な
か
に
は
、
既

　
　
に
、
物
と
意
識
、
存
在
と
思
惟
と
の
基
本
的
関
係
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
大
論
理
学
』
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
ま
さ

　
　
し
く
「
最
初
の
真
理
」
（
本
論
一
二
頁
以
下
）
の
バ
イ
シ
ュ
ピ
ー
レ
ソ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
カ
ン
ト
の
い
う
認
識
に
対
す
る
物
自
体

　
　
の
超
越
性
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
形
態
」
（
O
Φ
ω
琶
け
）
に
お
い
て
意
識
自
身
の
蒙
る
外
化
－
疎
外
と
し
て
経
験
す
る
。

謝　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
一



　
　
　
　
　
　
折
口
学
研
究
　
　
柚
弟
五
百
五
十
六
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

68
2
　
物
と
意
識
と
の
「
不
同
性
」
（
¢
鵠
o
q
一
Φ
一
〇
び
7
Φ
画
け
）
に
わ
れ
わ
れ
が
気
が
つ
く
の
は
む
ど
細
ど
両
者
が
「
相
同
性
」
（
○
蚕
。
琴
妥
）
だ
っ
た
か
ら

　
　
で
あ
る
。
そ
こ
に
く
相
問
性
は
不
同
性
で
あ
る
V
〈
不
同
性
は
根
同
性
で
あ
る
〉
と
い
う
無
限
判
断
、
す
な
わ
ち
「
謬
る
仕
方
で
限
定
さ
れ

　
　
て
い
る
も
の
が
、
む
し
ろ
こ
の
限
定
の
正
反
対
で
あ
る
と
い
う
純
粋
な
自
己
運
動
の
絶
誤
謬
動
揺
」
（
勺
匿
O
こ
　
ω
．
一
b
o
①
）
が
な
け
れ
ば
、
つ
ま

　
　
り
「
最
初
の
真
理
」
が
現
憂
し
て
い
な
け
れ
ば
、
一
般
に
真
と
か
偽
と
い
う
こ
と
も
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
最
初
の
真
理
」
を
成
り

　
　
立
た
せ
て
い
る
判
断
は
無
限
判
断
で
あ
る
。
知
の
は
じ
ま
り
に
お
い
て
そ
の
直
接
的
統
一
性
が
「
離
れ
落
ち
る
」
と
い
う
原
始
分
割
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
堕
罪
神
話
の
比
喩
に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
る
否
定
的
な
経
験
で
あ
り
、
「
こ
の
否
定
的
な
も
の
は
両
者
の
欠
陥
と
み
な
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、

　
　
実
は
両
者
の
魂
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
運
動
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
勺
。
○
こ
　
ω
．
　
ω
鱒
）
。

　
　
　
⇔
ヘ
ー
ゲ
ル
と
フ
ッ
サ
ー
ル
　
こ
こ
で
唐
突
で
あ
る
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
の
〈
物
と
意
識
と
の
関
わ
り
〉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

　
　
い
。
フ
ッ
サ
：
ル
の
現
象
学
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
認
識
に
際
し
て
の
カ
ン
ト
的
な
物
自
体
の
莇
提
は
、
或
る
種
の
自
然
主
義
的
な
「
超

　
　
越
化
丸
煮
前
提
」
（
窪
き
ω
器
巳
δ
冨
巳
Φ
＜
o
話
離
ω
ω
0
9
§
ぴ
q
曾
）
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
措
定
の
「
結
果
漏
（
幻
①
ω
鼻
翼
）
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に

　
　
な
る
か
ら
で
あ
る
。
へ
；
ゲ
ル
が
物
自
体
は
媒
介
さ
れ
た
概
念
だ
と
述
べ
た
こ
と
（
本
論
二
〇
頁
以
下
）
が
こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
。
さ

　
　
ら
に
物
と
意
識
と
の
関
係
を
存
在
と
思
惟
の
弁
証
法
的
論
理
と
し
て
展
開
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
、
両
老
の
相
関
々
係
、
す
な
わ
ち
意
識
の
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
向
性
一
「
意
識
と
は
或
る
物
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」
一
を
主
題
と
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
は
、
事
柄
に
お
い
て
お
な
じ

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
主
題
を
め
ざ
す
、
つ
ま
り
人
間
的
経
験
一
般
が
生
ま
れ
て
く
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
現
場
に
立
ち
合
お
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
い
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
の
め
ざ
し
た
批
判
哲
学
の
拡
大
・
深
化
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
非
常
に
大
雑
把
な
議
論
に
な
る
が
、
フ
ッ
サ
ー

　
　
ル
の
現
象
学
を
介
し
て
、
〈
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
〉
の
問
題
に
つ
い
て
要
点
を
列
記
し
て
み
た
い
。

　
　
　
ω
　
ヵ
ソ
ト
が
、
伝
統
的
な
形
爾
上
学
の
〈
破
壊
老
〉
と
し
て
、
人
闘
の
理
論
的
認
識
の
領
域
が
現
象
の
世
界
に
の
み
関
係
せ
ざ
る
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
得
な
い
と
述
べ
た
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
失
わ
な
い
、
ま
こ
と
に
重
要
な
思
想
史
上
の
発
見
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー

　
　
ル
の
現
象
学
は
そ
れ
の
徹
底
で
あ
り
、
カ
ン
ト
的
な
物
自
体
を
現
象
へ
と
送
り
か
え
す
不
断
の
意
識
の
運
動
を
記
述
し
て
い
る
。
カ
ン
ト



　
　
が
「
跳
び
越
え
た
」
（
口
げ
①
誘
唱
ユ
品
2
）
日
常
経
験
の
世
界
（
知
覚
判
断
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
経
験
判
断
」
（
醇
討
ぽ
§
σ
q
ω
9
紳
亀
）
で
は
な

　
　
く
「
経
験
的
判
断
」
（
①
巳
や
蕊
ω
。
冨
。
。
q
含
巴
）
の
世
界
）
は
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
見
え
て

　
　
き
た
。
物
は
物
自
体
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
現
象
と
し
て
で
あ
れ
、
意
識
の
自
然
的
振
舞
い
に
ゆ
だ
ね
て
こ
れ
を
措
定
す
る
こ
と
を

　
　
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
②
　
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ま
た
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
漁
る
種
の
「
物
理
的
影
響
説
」
（
ぢ
智
葦
ω
娼
菖
獣
窪
ω
）
を
み
と
め
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
り
（
》
・
ω
⑩
b
ひ
臨
．
）
、
物
と
意
識
と
の
直
接
的
関
係
を
示
す
志
向
性
の
概
念
が
彼
に
は
欠
如
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
「
存
在
は
あ
き
ら
か
に
リ

　
　
ア
ル
な
述
語
で
は
な
い
」
「
存
在
は
物
の
端
的
な
る
措
定
で
あ
る
」
　
（
ω
●
①
卜
σ
O
）
と
い
う
考
え
方
は
、
志
向
性
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
決
し
て

　
　
形
而
上
学
的
な
概
念
で
は
な
い
。
物
と
意
識
と
を
相
互
に
超
越
的
に
媒
介
し
て
い
る
時
間
（
知
覚
の
〈
い
ま
〉
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識

　
　
の
経
験
と
し
て
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
『
内
的
蒔
問
意
識
の
現
象
学
』
、
一
九
〇
五
年
）
。
志
向
性
の
分
析
か
ら
現
象
学
的
還
元
論
へ
と
架

　
　
橋
す
る
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
で
あ
る
。
イ
デ
ア
的
な
形
相
と
リ
ア
ル
な
個
体
は
区
別
さ
れ
る
け
れ
ど
も
分
離
し
な
い
。
フ
ッ
サ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〒
リ
ス
モ
ス
　
　
リ
ア
リ
ズ
ム
　
　
　
（
2
7
）

　
　
ル
の
イ
デ
ア
的
存
在
は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
よ
う
に
そ
の
自
体
存
在
を
実
体
化
し
て
そ
の
離
在
を
説
く
実
念
論
で
は
な
い
。
存
在
と
思
惟

　
　
の
弁
証
法
を
示
す
基
底
と
な
っ
た
「
区
別
す
れ
ど
も
分
離
し
な
い
」
と
い
う
関
係
（
本
論
一
二
、
一
五
頁
）
は
、
物
と
意
識
と
の
相
関
々
係

　
　
を
示
す
志
向
性
の
構
造
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
リ
ア
ル
な
も
の
の
イ
デ
ア
的
普
遍
性
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る

　
　
か
」
と
い
う
「
超
越
の
危
惧
」
「
超
越
の
謎
」
を
解
く
方
法
が
現
象
学
的
還
元
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
涯
に
わ
た
る
課
題
と
な
っ
た

　
　
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
ず
内
的
時
間
意
識
の
分
析
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
㈲
　
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
カ
ン
ト
の
「
構
想
力
の
時
間
」
に
着
目
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
現
象
学
的
な
存
在
論

　
　
と
し
て
強
引
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
（
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
、
一
九
二
九
年
）
、
前
述
の
「
存
在
は
リ
ア
ル
な
述
語

　
　
で
は
な
い
」
に
つ
づ
け
て
、
既
述
の
よ
う
に
（
本
論
六
頁
）
「
存
在
は
超
越
論
的
（
存
在
論
的
）
述
語
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
サ
ル
ト
ル
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
志
向
性
の
構
造
を
用
い
て
サ
ル
ト
ル
流
の
存
在
論
的
証
明
－
即
自
存
在
の
証
明
一
が

㎜　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
三
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折
目
学
研
究
　
第
五
｝
日
五
十
六
篇
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
［

　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
メ
ナ
リ
ズ
ム

成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
現
象
学
が
単
な
る
現
象
主
義
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
く
存
在
の
現
象
V
で
は
な
く
、
〈
現
象
の
存
在
〉
（
一
．
碑
δ

O
。
ω
喜
曾
。
ヨ
曾
Φ
。
。
）
を
確
定
し
う
る
存
在
論
的
証
明
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
¢
O
　
カ
ン
ト
的
な
所
与
、
物
自
体
の
触
発
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
感
覚
的
質
料
と
い
う
考
え
方
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
に
お
い
て
一

つ
の
自
然
主
義
響
く
偏
見
V
（
ノ
N
O
『
蛋
『
け
O
一
一
）
で
あ
る
。
D
・
ヒ
ユ
：
ム
の
「
素
材
感
覚
主
義
」
（
O
讐
Φ
霧
。
霧
轟
怠
癖
塁
）
か
ら
の
影
響
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

け
た
と
い
う
指
摘
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
前
述
し
た
よ
う
に
（
本
論
二
〇
頁
以
下
）
、
自
然
科
学
の
実
験
的
方
法
に
定
位
し
た
カ
ン
ト

の
意
識
的
な
選
択
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
わ
れ
わ
れ
が
く
生
活
世
界
〉
の
な
か
で
経
験
し
て
い
る
感
覚
や
知
覚
は
、
ゲ
シ
タ
ル
ト
知
覚
や
範

疇
的
直
観
・
パ
タ
ー
ン
認
識
と
い
っ
た
、
概
念
と
直
観
と
の
そ
の
都
度
の
統
一
な
の
で
あ
る
。
〈
そ
れ
自
身
時
間
の
な
か
に
墜
ち
な
い
〉

超
越
論
的
意
識
で
は
な
く
、
受
肉
し
た
主
観
と
し
て
の
自
我
の
振
舞
い
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
こ
の
よ
う
な
振
舞
い
の
尖
端
に
お
い
て
働
く
触
発
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
意
識
の
触
発

可
能
性
と
は
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
を
そ
れ
以
上
間
う
こ
と
の
で
き
な
い
究
極
的
事
実
な
の
で
は
な
く
、
〈
私
は
運
動
す
る
〉
と
い
う
自

発
性
に
基
底
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
画
稿
集
』
の
な
か
で
カ
ン
ト
が
身
体
性
を
、
思
惟
す
る
意
識
の
可
能
性
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
前

提
と
し
て
演
繹
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
と
き
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
連
関
を
追
跡
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
推

測
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
僅
か
ば
か
り
の
欄
所
か
ら
は
、
〈
私
は
思
惟
す
る
〉
と
い
う
自
発
性
の
概
念
に
対
し
て
、
こ
の
発
見
か
ら
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

れ
て
く
る
諸
帰
結
が
何
を
意
味
す
る
か
を
カ
ン
ト
が
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
」
と
。

　
も
し
こ
の
帰
結
を
押
し
す
す
め
た
と
し
た
な
ら
ば
、
〈
私
は
思
惟
す
る
〉
と
い
う
命
題
の
孤
立
し
た
完
結
性
は
否
定
さ
れ
、
〈
私
は
或
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

も
の
を
思
推
す
る
〉
（
一
昌
結
艮
Φ
Φ
響
9
・
ω
）
と
な
り
、
こ
の
主
観
は
生
活
世
界
の
な
か
で
並
肉
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

批
判
哲
学
の
枠
組
そ
の
も
の
の
止
揚
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
理
念
論
（
直
観
的
悟
性
）
か
ら
出
発
し
て
こ
れ
を
上
に
向

っ
て
越
え
よ
う
と
し
た
の
は
へ
…
ゲ
ル
で
あ
り
、
下
に
向
っ
て
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
経
験
理
説
を
そ
の
基
底
に
向
っ
て
越
え
よ
う
と
し

た
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
哲
学
へ
の
批
判
と
い
う
共
有
で
き
る
視
点
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
積
極
的



　
　
な
関
わ
り
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
⑥
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
は
そ
の
〈
遂
行
〉
の
主
役
で
あ
る
意
識
の
性
格
が
異
な
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お

　
　
い
て
は
両
者
を
原
理
的
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
の
場
合
、
そ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
天
地
創

　
　
造
以
前
の
神
の
論
理
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
と
、
ど
こ
ま
で
も
人
問
的
な
時
問
意
識
に
ま
と
い
つ
か
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ル
ウ
シ
ア

　
　
還
元
の
道
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
対
象
意
識
の
発
端
に
あ
る
感
覚
に
も
絶
対
者
が
臨
在
す
る
と

　
　
み
て
お
り
、
絶
対
者
の
意
志
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
実
体
の
哲
学
で
あ
り
、
意
識
は
可
能
的
に
絶
対
精
神
で
あ

　
　
る
。
そ
の
自
己
意
識
は
学
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
、
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
に
「
透
明
」
（
∪
母
。
冨
ざ
プ
ロ
α
q
冨
5
で
あ
り
、
自
己
完
結
的
で
あ
る

　
　
（
や
O
　
Q
Q
’
卜
。
駆
）
。
意
識
は
そ
の
最
後
の
歩
み
に
お
い
て
「
知
る
こ
と
一
般
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
絶
対
知
と
し
て
自
己
を
完
成
す
る
。
こ

　
　
の
点
か
ら
自
然
的
意
識
が
そ
の
還
元
と
構
成
の
プ
μ
セ
ス
を
限
り
な
く
繰
り
か
え
す
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
と
、
絶
対
精
神
が
自
己
を

　
　
再
発
見
し
想
起
し
て
ゆ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
歴
史
的
世
界
〉
と
の
基
本
的
・
原
理
的
な
相
違
も
み
ち
び
か
れ
る
。

　
　
　
鱒
全
体
化
へ
の
運
動
　
両
者
の
相
違
を
一
言
で
い
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
体
知
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
知
の
全
体
化
の
運
動
を
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ざ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
現
象
学
的
還
元
に
は
、
〈
金
太
郎
の
生
涯
V
を
既
に
知
っ
て
い
る
お
婆
さ
ん
は
い
な
い
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
的

　
　
意
味
で
の
物
自
体
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
新
し
い
意
味
を
も
っ
て
登
場
し
て
く
る
。

　
　
　
ω
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
現
象
学
的
還
元
の
狙
い
は
、
自
然
的
意
識
が
そ
の
自
然
性
に
お
い
て
措
定
し
た
、
物
の
こ
般
定
立
」

　
　
（
（
甲
O
昌
O
触
9
一
酔
げ
O
ω
一
ω
）
を
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
程
度
〈
排
拒
〉
し
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
的
意
識
に
よ
る
構
成
の
「
結
果
」
と
し
て
、
こ
れ
を
対
自

　
　
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
さ
し
あ
た
り
無
媒
介
な
直
接
的
な
定
立
や
肯
定
と
み
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、

　
　
そ
れ
が
止
揚
さ
れ
媒
介
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
捉
え
る
意
識
の
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
的
意
識
あ
る
い
は
直
接
的
意
識
に
固

　
　
執
す
る
立
撃
か
ら
み
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
は
、
「
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
比
喩
」
に
お
け
る
哲
学
者
の
態
度
に
く
ら
べ
ら
れ
る
よ
う
な
、

　
　
自
然
的
意
識
の
完
全
な
態
度
変
更
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
現
象
学
的
エ
ポ
ケ
ー
は
全
人
間
を
包
括
す
る
精
神
的
な
自
己
運
動
で

塑　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
早

事



　
　
　
　
　
　
折
口
学
・
研
一
究
　

第
五
菖
五
十
六
異
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

72
2
　
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
奥
底
に
根
ざ
し
て
い
る
〈
身
動
き
で
き
な
い
状
態
〉
（
q
コ
げ
①
≦
。
砂
q
夢
簿
）
に
一
撃
を
加
え
て
根
元
に
い
た
ら
し
め
る
変
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
の
苦
痛
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
世
界
を
精
神
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
断
乎
た
る
意
志
は
、
哲
学
の
パ
ト
ス
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
を

　
　
最
後
ま
で
み
ち
び
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
最
初
か
ら
自
己
の
思
惟
を
明
晰
に
所
有
し

　
　
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
教
養
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
間
に
変
転
を
か
さ
ね
、
…
…
幾
重
も
の
紆
余
曲
折
と
た
び
重
な
る
努
力
や
労
苦
を
経

　
　
て
」
（
H
）
．
○
●
　
Q
Q
・
　
一
①
）
す
す
む
自
己
の
再
把
握
の
道
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
の
道
に
お
い
て
も
正
当
に
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
②
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
形
式
論
理
学
の
抽
象
的
な
自
己
同
一
性
を
越
え
て
矛
盾
律
の
止
揚
を
め
ざ
し
た
論
理
学
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

　
　
志
向
性
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
る
物
と
意
識
と
の
相
関
々
係
は
、
い
わ
ゆ
る
「
濁
極
性
」
（
勺
O
一
P
噌
一
σ
臨
調
）
た
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
相
互
に
超
越
的
な
否
定
的
関
係
は
一
方
な
し
に
他
方
は
在
り
得
な
い
し
、
一
方
は
他
方
の
構
成
要
素
と
し
て
そ
の
内
部
に
浸
透
し
、
相
互

　
　
に
含
み
あ
う
関
係
で
あ
る
。
物
と
意
識
、
実
在
論
と
観
念
論
、
客
観
と
主
観
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
岡
一
的
な
実
体
と
し
て
規
定
す
る
形

　
　
式
論
理
に
対
し
て
、
両
者
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
志
向
性
の
論
理
は
、
形
式
論
理
を
越
え
る
。
関
係
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
と
き
排

　
　
中
律
は
止
揚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
関
係
は
二
つ
の
項
の
相
関
唐
橘
と
し
て
の
み
成
り
た
つ
だ
け
で
な
く
、
多
数
の
、
否
、

　
　
無
限
の
数
の
項
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
可
能
的
に
は
実
在
性
の
総
括
を
ふ
く
む
意
味
連
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

　
　
生
ま
れ
る
意
味
の
型
の
相
違
は
関
係
の
型
や
レ
ベ
ル
の
相
違
に
基
づ
く
。
そ
れ
ぞ
れ
の
項
が
他
と
の
全
体
的
連
関
に
お
い
て
み
ら
れ
た
場

　
　
合
、
そ
こ
に
実
在
性
の
総
体
や
そ
の
汎
通
的
限
定
に
関
す
る
古
典
的
理
論
や
本
質
論
・
根
拠
論
が
、
知
の
全
体
化
を
め
ざ
す
運
動
の
論
理

　
　
と
し
て
、
と
ら
え
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
③
　
け
れ
ど
も
物
に
対
す
る
意
味
づ
け
に
は
限
り
が
な
く
、
そ
の
広
が
り
の
過
程
は
無
限
過
程
で
あ
る
。
　
一
つ
の
概
念
を
そ
れ
だ
け
で

　
　
完
結
し
た
実
在
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
場
合
に
そ
こ
に
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
を
教
え
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
無
限
の
意

　
　
味
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
も
知
覚
よ
り
悟
性
へ
、
対
象
意
識
よ
り
自
己
意
識
へ
の
展
開
に
は
無
限
過
程
が
ふ
く
ま
れ

　
　
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
知
覚
を
ふ
く
め
た
経
験
の
未
完
結
性
、
未
規
定
性
、
一
面
性
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
「
射
映
」



　
　
（
》
げ
ω
。
冨
9
§
α
q
）
と
い
う
、
意
識
に
対
し
て
こ
れ
を
超
越
し
て
い
る
物
の
現
出
様
式
で
あ
る
。
「
物
の
十
全
な
る
所
与
性
」
と
は
イ
デ
ー
で

　
　
あ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
と
い
う
考
え
方
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
統
制
的
原
理
と
し
て
の
イ
デ
ー
と
い
う
考
え
方
に
近

　
　
づ
く
。
そ
の
都
度
の
物
の
知
覚
の
不
完
全
性
と
は
意
識
に
対
す
る
物
の
超
越
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
超
越
的
な
る
物
を
知

　
　
覚
す
る
、
あ
る
い
は
経
験
す
る
過
程
に
果
て
し
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
完
全
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

　
　
物
と
物
の
知
覚
と
の
相
関
々
係
の
な
か
に
生
ず
る
否
み
得
な
い
本
質
に
属
す
る
。
「
還
元
の
最
も
偉
大
な
教
訓
と
は
、
完
全
な
還
元
は
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
と
い
う
指
摘
が
こ
こ
に
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
人
間
の
お
こ
な
う
認
識
の
場
合
、
「
全
体
」
と
「
全
体
化
」
と
の
間
に
は
常
に
ず
れ
が
あ
る
。
両
極
性
は
ど
こ
ま
で
も
両
義
性
と
な
つ

　
　
て
物
と
意
識
と
の
関
係
に
ま
と
い
つ
く
。
全
体
化
の
歩
み
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
い
っ
て
常
に
〈
悪
無
限
〉
の
世
界
を
脱
し
得
な
い
。
そ
れ

　
　
は
へ
：
ゲ
ル
弁
証
法
そ
の
も
の
を
否
定
的
に
越
え
る
絶
対
他
者
と
し
て
の
矛
盾
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
的
な
ア
ン
チ
ノ
、
ミ
ー
が
止
揚
さ
れ
な

　
　
い
で
残
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
は
、
志
向
的
能
作
に
基
づ
く
対
象
世
界
の
構
成
と
い
う
現
象
学
的
課
題
の
な
か
に
、

　
　
カ
ン
ト
の
批
判
の
仕
事
は
よ
り
深
い
次
発
で
反
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
¢
P
　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
最
後
の
著
作
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
学
問
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（
初
出
一
九
三
六
年
）
に
お
い
て
、
科

　
　
学
的
理
性
の
発
展
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
な
か
の
秘
め
ら
れ
た
目
的
論
を
読
み
と
る
。
そ
れ
は
歴
史
を
意
味
づ
け
構
成
す
る
生
が
、

　
　
そ
の
客
観
的
な
自
己
疎
外
の
な
か
で
己
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
く
失
う
〉
〈
疎
外
す
る
〉
こ
と
に
お
い
て
成
り
立
つ
歴
史
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
は
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
に
つ
い
て
も
指
摘
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
く
現
象
と
し
て
の
自
然
V
と
い
う
考
え
方
は
、
本
来
の
自

　
　
然
論
か
ら
み
れ
ば
ま
さ
し
く
そ
の
疎
外
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
現
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
な
い
の
は
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ば
〈
陰
画
の
形
〉
で
近
代
そ
の
も
の
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
が
表
現
さ
れ
て
い

　
　
る
と
み
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
基
礎
づ
け
た
近
代
的
な
客
観
的
自
然
科
学
の
世
界
像
こ
そ
、
後
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
還
元
に
よ
っ
て
自
己
を
自
覚

　
　
す
る
に
い
た
る
精
神
の
自
己
疎
外
の
い
わ
ば
原
型
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
覚
的
に
疎
外
態
と
し
て
経
験
す
る

732　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
七



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　

晶
弟
五
一
白
五
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

74
2
　
旨
的
論
的
理
性
は
、
み
ず
か
ら
の
還
元
の
歩
み
の
う
ち
に
根
源
へ
と
遡
行
す
る
、
す
な
わ
ち
、
極
端
な
自
己
疎
外
か
ら
の
「
帰
郷
」

　
　
（
麟
①
一
5
P
一
【
O
げ
『
）
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
さ
し
く
精
神
の
自
己
疎
外
態
と
し
て
の
自
然
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
験
と
重
な
る
。
だ
か

　
　
ら
フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
自
己
意
識
の
解
明
を
め
ざ
す
精
神
の
衝
動
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
本
質
的
に
変
る
こ
と
な
く
」
、
知

　
　
の
歴
史
の
原
動
力
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
歩
み
が
近
代
の
客
観
的
自
然
科
学
像
の
意
味
構
成
の
現
象
学
的
分
析
を
通
し
て
遂
行
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
れ
る
「
精
神
の
現
象
学
」
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
「
現
象
学
」
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
批
判
の
仕
事
の
よ
り

　
　
深
い
次
元
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自
然
的
態
度
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
ふ
く
め
て
、
現
象
学
者
に
と
っ
て
は
、
常
に

　
　
講
成
さ
れ
た
状
態
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
精
神
の
自
己
疎
外
態
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
〈
物
自
体
で
は
な
く
し
て
現
象

　
　
に
す
ぎ
な
い
〉
と
み
た
カ
ン
ト
の
批
判
の
真
意
だ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
単
な
る
理
論
認
識
に
と
ど
め
ず
生
活
世
界
を
ふ

　
　
く
め
た
歴
史
的
早
撃
へ
と
拡
げ
て
い
け
ば
、
現
象
学
的
還
元
を
め
ざ
す
意
識
の
無
窮
運
動
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
〈
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
P
V
と
い
う
藩
老
択
一
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
介
し
て
、
〈
カ
ン
ト
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
〉
と
い
う
形

で
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
〈
カ
ン
ト
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
〉
と
い
う
結
論
が
こ
こ
か
ら
み
ち
び
か
れ
る
。
そ
の
場
合
ヘ
ー
ゲ
ル
的
契
機
は
、
　
い
う

ま
で
も
な
く
そ
の
「
即
自
存
在
」
で
あ
る
。
人
問
の
有
限
性
と
は
自
己
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
有
限
性
で
あ
り
、
同
時
に
、

自
己
を
無
限
性
へ
関
わ
ら
せ
る
有
限
性
で
あ
る
。
現
象
学
的
還
元
の
遂
行
と
い
う
意
識
の
無
窮
運
動
の
出
発
点
に
、
存
在
論
的
証
明
に
基

づ
く
神
の
即
自
存
在
一
そ
れ
は
サ
ル
ト
ル
の
場
合
の
即
自
存
在
で
あ
り
、
た
か
だ
か
「
嘔
吐
」
の
対
象
で
し
か
な
い
の
だ
が
一
を
措

定
し
た
へ
…
ゲ
ル
の
「
最
初
の
真
理
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
出
発
点
、
あ
る
い
は
哲
学
そ
の
も
の
の
根
源
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
い
う
〈
ロ
ゴ
ス
先
在
説
〉
が
み
と
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
人
間
は

哲
学
（
ロ
ゴ
ス
）
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
廃
王
で
な
く
て
王
で
な
い
こ
と
を
不
幸
だ
と
思
う
も
の
は
誰
も
い
な
い
か
ら
で
あ

る
」
（
パ
ス
カ
ル
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
七
、
　
一
）
（
了
）
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注

（
1
）
　
こ
こ
で
は
神
の
〈
存
在
論
的
証
明
〉
に
つ
い
て
の
み
考
え
る
。
こ
の
証
明
が
宇
宙
論
的
証
明
、
物
理
神
学
（
自
然
神
学
）
的
証
明
あ
る
い
は
目

　
　
的
論
的
証
明
の
基
礎
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
も
ヘ
ー
ゲ
ル
も
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
な
お
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性

　
　
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
慣
例
に
従
っ
て
、
第
一
版
は
A
、
第
二
版
は
B
と
略
記
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
は
”
O
●
、
『
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ

　
　
デ
ィ
ー
』
は
図
9
矯
・
ヤ
『
大
論
理
学
』
は
U
．
”
押
H
‘
目
と
略
記
し
、
ペ
ー
ジ
数
と
と
も
に
本
文
中
に
カ
ッ
コ
付
き
で
挿
入
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
　
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
℃
三
δ
ω
o
℃
三
ω
。
冨
b
d
薫
δ
梓
冨
禁
野
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
ω
①
ぎ
醤
存
在
、
U
餌
器
ぎ
謡
現
存
在
、
国
×
韓
Φ
農
－
－
現
存
の
訳
語
を

　
　
一
貫
し
て
使
用
し
、
有
、
定
在
、
実
存
を
用
い
な
か
っ
た
。

（
2
）
∪
．
簿
琶
魯
（
年
ω
σ
q
。
）
”
霞
馨
。
α
興
缶
⑦
σ
q
Φ
霜
ω
肯
葺
σ
q
罠
興
国
。
σ
q
①
∵
際
§
σ
q
お
ω
ω
し
Φ
。
。
ド
ω
貯
毎
曽
3
這
。
。
。
。
齢

　
　
　
力
．
し
d
葺
p
Φ
雛
ゆ
g
ず
び
Φ
ω
只
Φ
o
び
¢
p
瞬
ψ
c
Q
嵩
塗
愚
Φ
津
ω
魯
ユ
｛
け
｛
鋒
O
げ
＝
o
ω
．
司
。
話
魯
q
口
σ
q
．
．
じ
d
⊆
ω
ρ
麟
⑦
津
b
σ
”
】
≦
9
ω
o
謬
サ
。
一
河
’
お
Q
。
伊

　
　
本
書
の
テ
ー
マ
解
説
を
ふ
く
む
国
際
へ
！
ゲ
ル
学
会
全
般
　
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
谷
嶋
喬
四
郎
氏
の
適
切
な
レ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。
谷
嶋
喬
四
郎

　
　
「
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
の
現
況
」
海
外
研
究
展
望
『
社
会
思
想
史
研
究
』
第
八
号
、
社
会
思
想
史
学
会
編
（
北
樹
出
版
、
　
一
九
八
四
年
）

（
3
）
　
U
・
口
。
芦
ユ
魯
”
∪
興
○
馨
。
囲
。
α
q
『
o
冨
O
o
欝
。
ω
冨
毛
①
す
ω
陰
お
ω
’
↓
鐸
げ
ぎ
σ
q
Φ
P
お
①
刈
・

（
4
）
　
國
●
決
睾
汀
O
①
鴇
ヨ
§
9
8
≦
霞
押
。
．
耳
ω
ぴ
q
．
く
．
¢
O
器
ω
凶
話
5
b
σ
阜
固
鮮
ω
●
ミ
”
F
9
謡
．

　
　
『
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
に
お
い
て
は
神
の
存
在
証
明
が
可
能
で
あ
る
と
み
な
す
点
で
は
、
む
ろ
ん
、
銚
判
期
と
は
異
な
る
。
け
れ
ど
も
カ
ソ

　
　
ト
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
絶
対
存
在
は
永
遠
真
理
の
体
系
が
可
能
で
あ
る
条
件
と
し
て
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ッ

　
　
シ
ラ
ー
も
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
来
る
べ
き
〈
超
越
論
的
方
法
〉
の
ま
ぎ
れ
も
な
い
前
奏
曲
で
あ
る
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
な
ぜ

　
　
な
ら
く
現
存
〉
（
国
×
卿
ω
冨
自
）
の
く
措
定
〉
（
o
Q
Φ
9
茸
α
q
）
を
〈
絶
対
的
定
立
〉
（
餌
房
。
圏
馨
。
℃
o
ω
譲
o
p
）
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
究
極
の
弁
明
は
、
こ

　
　
こ
に
お
い
て
も
既
に
こ
の
措
定
な
し
に
は
認
識
の
可
能
性
は
理
解
さ
れ
ま
い
と
い
う
点
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。

　
　
　
　
へ

　
　
　
国
・
O
器
の
貯
。
鷺
落
雪
岱
り
①
び
⑦
β
毒
α
ピ
Φ
ぼ
Φ
（
お
一
。
。
）
ω
．
①
9
0
鋤
噌
ヨ
。
。
鐙
簿
．
お
ミ
．
門
脇
ほ
か
訳
、
『
カ
ン
ト
の
生
涯
と
学
説
』
六
八
頁
。
（
み

　
　
す
ず
書
房
、
　
一
九
八
六
年
）
。

　
　
　
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
九
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折
同
学
研
究
　

籠
叩
五
｝
日
五
十
穴
簾
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
　
○

（
5
）
罫
響
賦
£
ぴ
q
Φ
コ
穴
。
・
曇
ω
↓
冨
ω
。
警
霞
詠
ω
。
Q
。
詳
Q
っ
●
b
。
蒔
．
津
樋
門
貯
答
p
。
’
罫
弘
8
b
。
．

（
6
）
　
こ
の
二
つ
の
空
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
B
・
ラ
ッ
セ
ル
の
い
う
哲
学
史
上
に
お
け
る
「
空
華
論
の
二
大
類
型
」
で
あ
る
。
（
φ
図
霧
ω
①
二
”

　
　
》
o
簿
磁
心
⑦
×
℃
o
。
。
誠
。
津
。
団
夢
。
℃
三
δ
ω
o
ロ
ξ
o
鴎
い
①
ま
β
一
N
噂
や
ド
這
．
い
。
巳
。
詳
お
お
匿
）
カ
ン
ト
の
「
与
え
ら
れ
た
無
限
の
窪
問
」
と
い
う
考
え

　
　
方
と
「
直
観
の
形
式
と
し
て
の
空
問
」
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
の
二
つ
の
空
間
概
念
を
或
る
意
味
で
綜
合
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
7
）
○
●
≦
い
①
旨
鼠
N
”
蓼
ぎ
ω
8
三
ω
。
冨
ω
o
巨
｛
8
罰
し
d
蜘
．
戸
ω
魯
お
’
ぼ
ω
α
q
．
〈
“
○
碧
冨
巨
篇
骨
・
欝
量
H
。
。
Φ
。
。
．

（
8
）
　
ρ
乏
●
い
①
瞥
艮
N
”
鵠
窪
冥
の
。
ξ
馨
①
p
N
霞
O
河
戸
色
Φ
ぴ
q
g
跡
ひ
q
匹
鍵
勺
三
㎞
0
8
℃
謀
ρ
し
ご
9
同
；
幹
墨
壷
ξ
ω
瞬
タ
〉
．
ω
言
冨
鼻
髪
勲
両
．
O
器
ω
蹄
⑦
二

　
　
勺
び
b
ご
．
し
ご
α
い
O
S
ピ
。
一
冨
蒔
噸
国
⑩
b
つ
れ
．

（
9
）
　
拙
著
、
『
自
体
論
の
崩
壌
と
形
成
』
、
第
五
章
「
純
粋
理
性
の
理
想
と
し
て
の
個
体
」
、
　
＝
一
八
頁
以
下
。
（
創
面
社
、
　
一
九
八
　
二
年
）

（
1
0
）
　
〉
。
Q
Q
叶
p
。
巳
①
鴬
際
帥
p
房
↓
鮎
①
9
0
頭
一
〇
煽
揮
α
跨
希
。
葺
①
フ
纂
づ
尻
窪
Φ
o
『
①
鉱
ω
o
酎
Φ
ゆ
①
儀
⑦
餌
ε
p
堕
⑳
◎
し
d
Φ
二
ぎ
、
お
這
・
石
塚
ほ
か
訳
、
『
カ
ン
ト
の
目

　
　
的
論
』
六
…
頁
。
（
理
想
社
、
　
一
九
三
八
年
）

（
1
1
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
、
神
と
有
限
様
態
た
る
飼
物
と
は
、
神
の
側
か
ら
み
ち
び
か
れ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
姻
物
、
つ
ま
り
神
の
属
性
の
展
開

　
　
に
即
し
て
そ
れ
に
包
容
さ
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
と
き
と
、
個
物
が
相
互
に
限
定
し
あ
い
な
が
ら
無
限
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
っ
て
神
へ
遡
行
し
て
ゆ

　
　
く
と
き
（
『
エ
チ
カ
』
第
E
部
、
定
理
八
、
系
）
と
の
二
重
の
因
果
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
樫
山
欽
四
郎
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
研
究
』
益
五
九
、
三
六
三
頁
。
（
主
文
社
、
　
一
九
七
〇
年
）

（
1
3
）
　
琴
媛
。
箆
Φ
ぴ
q
鳴
鴬
瓢
囲
Φ
一
§
自
巳
o
O
機
δ
9
2
（
お
朝
。
。
y
ψ
お
ρ
こ
≦
①
α
q
ヨ
弩
冨
p
、
、
”
O
①
鈴
ヨ
け
〉
器
σ
q
翁
・
σ
ρ
切
鮮
P
犀
9
・
芦
押
｛
霞
け
節
．
護
‘
一
零
9

　
　
辻
村
公
一
ほ
か
訳
、
『
道
標
』
五
三
四
頁
。
（
創
文
社
、
　
一
九
八
五
年
）

（
1
4
）
　
大
貫
隆
『
蝕
の
光
イ
エ
ス
！
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
一
』
、
　
一
七
二
頁
。
（
講
談
社
、
　
一
九
八
四
年
）

　
　
　
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
記
者
ヨ
ハ
ネ
が
イ
エ
ス
の
生
涯
を
語
る
一
！
記
述
す
る
一
と
き
の
語
り
口
は
、
お
婆
さ
ん
が
孫
に
「
足
柄
山
の
金
太
郎
」

　
　
を
語
る
と
き
の
方
法
と
同
じ
に
な
る
。
つ
ま
り
金
太
郎
の
生
涯
（
金
太
郎
飴
）
を
既
に
知
っ
て
い
る
お
婆
さ
ん
に
と
っ
て
、
金
太
郎
が
辿
る
蒔
間

　
　
上
の
出
来
事
は
、
そ
の
都
度
、
金
太
郎
の
生
涯
と
い
う
、
ま
と
ま
っ
た
粋
組
あ
る
い
は
エ
レ
メ
ン
ト
（
地
盤
）
の
な
か
で
解
説
さ
れ
る
。
こ
の
飴

　
　
は
ど
こ
を
切
っ
て
も
金
太
郎
の
顔
、
す
な
わ
ち
人
の
子
イ
エ
ス
の
顔
が
境
わ
れ
る
。
金
太
郎
の
生
涯
を
天
上
天
下
を
問
わ
ず
存
在
す
る
一
切
の
も
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の
、
金
太
郎
の
顔
を
〈
最
初
の
真
理
〉
、
お
婆
さ
ん
を
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
と
読
み
か
え
て
み
よ
う
。
す
る
と
世
界
の
ど
こ
を
切
っ
て
も
直
接
的
に

　
　
で
は
な
い
が
、
媒
介
さ
れ
た
即
自
的
か
つ
対
自
的
真
理
と
し
て
金
太
郎
の
顔
が
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
ヨ
ハ
ネ
伝
の
ロ
ゴ
ス

　
　
受
肉
説
と
の
構
造
的
類
似
性
を
考
え
れ
ば
、
当
然
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
1
5
）
弁
証
法
論
理
学
は
形
式
論
理
学
を
ふ
く
む
論
理
で
あ
っ
て
単
純
に
こ
れ
を
排
除
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
形
式
論
理
学
の
矛
盾
律
を
全
面
的
に

　
　
否
定
す
れ
ば
、
弁
証
法
論
理
そ
の
も
の
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
形
式
論
理
学
は
「
不
完
全
な
真
理
」
を
示
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
「
同
…
性
の
命
題
は
単
に
一
面
的
規
定
性
を
表
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
こ
の
命
題
は
形
式
的
な
真
理
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
な
、
不
完

　
　
全
な
真
理
を
ふ
く
む
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
（
一
U
こ
　
図
剛
・
サ
ω
・
　
ト
コ
Q
o
）
。

（
1
6
）
　
ρ
≦
弊
頃
①
α
q
o
一
”
＜
o
菖
窃
信
p
ぴ
q
曾
ま
2
象
o
b
d
①
≦
①
帥
ω
Φ
〈
o
p
U
p
。
ω
Φ
言
O
o
菖
①
ρ
ω
．
嵩
ド
鐸
ω
o
q
曽
タ
9
訂
ω
ω
o
野
勺
び
ω
．
切
α
●
①
曲
寓
節
ヨ
げ
信
お
噛

　
　
同
⑩
①
①
．
木
場
深
定
訳
、
『
宗
教
哲
学
講
義
』
、
下
巻
の
二
、
一
二
八
買
。
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
九
年
）

（
1
7
）
　
】
〉
頃
①
嚢
ざ
汀
P
p
。
．
O
こ
ω
．
ぢ
0
●

（
1
8
）
　
こ
れ
は
「
非
存
在
」
（
蜜
。
簿
ω
Φ
ぎ
）
と
い
う
よ
り
は
「
無
」
（
峯
。
寡
の
）
と
い
っ
た
方
が
正
確
で
あ
る
。
「
非
存
在
」
を
〈
規
定
的
無
〉
（
び
Φ
ω
江
ヨ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ヒ
ツ

　
　
出
訴
ω
㌶
ド
簿
ω
）
と
考
え
れ
ば
、
純
粋
乱
す
な
わ
ち
無
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
武
市
健
人
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
世

　
　
界
』
上
巻
、
一
八
六
頁
。
　
（
福
村
書
店
、
一
九
四
六
年
）

（
1
9
）
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
「
始
元
」
（
〉
β
貯
鐸
σ
q
）
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
や
無
限
小
に
つ
い
て
の
く
弁
証
論
V
を
説
明
す
る
な

　
　
か
で
、
「
存
在
と
無
の
絶
対
的
な
分
離
を
前
提
す
れ
ば
t
こ
の
こ
と
は
よ
く
耳
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
一
、
始
元
と
か
成
と
か
は
確
か
に
不

　
　
可
解
な
も
の
で
あ
る
こ
と
」
「
こ
の
よ
う
な
存
在
と
無
と
の
絶
対
的
分
離
と
い
う
誤
っ
た
前
提
を
立
て
る
こ
と
は
、
…
…
弁
証
法
と
い
う
よ
り
は
む

　
　
し
ろ
誰
弁
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
（
旧
U
こ
　
困
；
　
m
W
’
　
Φ
H
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
カ
ン
ト
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
分
離
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な

　
　
い
人
間
理
性
の
運
命
と
し
て
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
人
間
の
世
界
理
解
や
世
界
表
象
に
必
然
的
に
と
も
な
わ
れ
る
原
則
的
イ
ル
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て

　
　
「
弁
証
的
仮
象
」
（
し
ゅ
曾
Q
o
①
）
「
超
越
論
的
仮
象
」
（
φ
。
。
切
b
。
）
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
仮
象
を
批
判
す
る
部
分
を
U
芭
簿
ニ
ギ
と
呼
ん
だ
の

　
　
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
H
決
睾
汀
　
囚
馨
算
亀
①
『
¢
答
。
一
δ
ζ
員
♪
津
（
寄
8
y
田
巳
9
け
餌
謬
ぴ
q
噸
昌
¢
．
目
訓
ω
．
×
≦
ロ
●
ω
．
×
×
同
・
響
ω
瞬
く
．
溶
く
。
ユ
ぎ
締
び
℃
ご
し
σ
．
ω
㊤
9
。
”

　
　
　
カ
ン
ト
と
へ
！
ゲ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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折
H
堂
・
研
究
　
第
五
一
白
五
十
六
鶯
万

三
二

　
嶺
鋤
ヨ
げ
信
憎
騨
μ
り
刈
野

（
2
1
）
　
ρ
芝
．
び
魚
げ
a
N
”
勺
び
出
。
ω
o
”
げ
剛
ω
o
ず
Φ
ω
o
げ
ユ
津
①
P
9
3
’
斜
○
．
サ
ゆ
9
＜
朗
ω
匿
ω
O
⑩
ゆ

（
2
2
）
Φ
≦
．
男
嵩
。
ぴ
q
o
罪
ω
日
払
け
凱
。
ず
。
≦
o
芽
ρ
ω
阜
×
一
×
℃
Q
Q
．
劇
Φ
メ
ゴ
戦
ω
瞬
く
。
轟
O
ざ
。
岸
⇒
Φ
『
．
ω
9
け
一
α
q
霧
r
δ
卜
o
Q
Q
．

（
2
3
）
い
ρ
訟
。
戦
『
回
≦
o
ロ
帥
畠
Φ
環
ロ
ユ
し
d
Φ
α
q
臨
h
い
U
臼
ぐ
浮
σ
q
〈
o
昌
ピ
①
讐
蝕
N
N
雲
譲
Φ
磯
。
轡
ω
伽
H
◎
◎
①
h
●
類
鶉
。
ヨ
び
鑑
『
ひ
q
鰯
H
O
◎
◎
蝉

（
2
4
）
　
Φ
・
憎
同
鼠
銑
ω
ω
“
図
議
。
ず
Φ
ぎ
鐸
⇒
α
q
げ
昌
昌
9
。
導
・
国
衆
℃
同
。
σ
δ
ヨ
住
Φ
短
日
’
α
・
磐
く
．
ω
・
①
9
ゆ
①
島
P
一
Φ
謡
ワ
観
山
雪
嵐
ほ
か
訳
、
『
認
識
論
の
根
本
問

　
題
』
、
六
四
頁
。
（
晃
陽
書
房
、
　
一
九
七
六
年
）

（
2
5
）
　
「
論
理
学
は
認
識
を
と
り
あ
つ
か
う
も
の
で
あ
り
、
堕
罪
の
伝
説
に
も
認
識
と
そ
の
起
源
お
よ
び
意
義
が
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

　
　
か
ら
、
論
理
学
の
は
じ
め
に
あ
た
っ
て
先
づ
堕
罪
の
伝
説
を
考
察
す
る
の
は
そ
の
所
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（
松
村
一
人
訳
）
、

　
　
『
小
論
理
学
』
予
備
概
念
二
四
章
、
補
遺
三
、
　
…
〇
三
頁
以
下
。
（
北
隆
館
、
　
一
九
四
六
年
）

（
2
6
）
　
≦
・
ω
0
7
流
量
℃
ぴ
竺
8
0
℃
謀
。
一
μ
ユ
震
〈
①
感
二
α
①
答
Φ
昌
薄
色
聲
o
Q
・
目
的
．
窺
①
ω
冨
愉
δ
刈
薦
。
層
藤
田
健
治
監
訳
、
『
変
貌
し
た
世
界
の
哲
学
』
至
、
　
…
五

　
　
八
頁
。
（
二
玄
社
、
　
…
九
七
八
年
）

（
2
7
）
　
拙
著
、
（
前
掲
書
）
四
穴
買
以
下
、
お
よ
び
三
〇
二
頁
以
下
、
（
実
念
論
へ
の
抵
当
）
。
志
向
性
の
概
念
を
カ
ン
ト
が
事
柄
に
お
い
て
示
し
て
い

　
る
唯
…
の
箇
所
は
「
観
念
論
に
対
す
る
論
駁
」
（
じ
d
．
b
。
刈
鋒
）
で
あ
る
。
ヨ
・
9
Φ
該
Φ
ρ
午
℃
o
暮
聴
勺
冨
詳
。
常
置
。
ざ
ひ
脅
δ
篇
①
す
℃
興
8
巻
込
o
P
勺
・
×
H
圏
．

　
℃
9
⊃
ユ
ω
▼
目
O
A
伊
い
び
帥
p
O
喰
お
げ
O
”
U
①
桟
≦
O
α
q
低
O
円
勺
膨
飲
p
o
B
o
戸
O
δ
ウ
q
竃
●
ω
．
は
ρ
〉
一
粟
O
艶
（
．
O
Φ
貝
瓜
回
≦
0
7
♪
目
Φ
Φ
刈
。

（
2
8
）
　
旨
や
Q
Q
節
戦
帯
Φ
”
い
、
①
樗
⑦
⑦
叶
冨
⇔
Φ
勉
謬
幹
℃
●
一
難
℃
・
一
◎
⑦
什
や
図
圃
塗
勺
自
ρ
触
出
闇
一
⑩
癖
も
Q
■
松
浪
信
三
郎
理
訳
、
『
見
質
犠
と
山
崩
』
届
弟
㎝
分
冊
。
　
一
八
、
　
二

　
　
一
、
四
三
頁
以
下
。
（
人
文
書
院
、
　
一
九
五
六
年
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

U
●
譲
①
類
ユ
。
ぴ
（
ぼ
ω
σ
q
●
）
”
溶
p
♪
舞
汁
o
Q
巽
顕
。
ぴ
q
Φ
鴇
p
⇒
．
勲
0
9
讐
ω
●
一
門
伊

じ
い
p
p
焦
『
q
お
び
Φ
“
鉾
9
．
ρ
り
ω
「
一
一
Φ
｛
．

こ
の
二
つ
の
命
題
の
叢
叢
に
つ
い
て
は
、
護
．
鵠
。
達
①
ぴ
q
σ
q
禽
”
ω
①
ぎ
彗
α
N
①
罫
ρ
噸
鋤
．
○
こ
Q
り
’
ω
さ
。
ピ
を
参
照
。

騨
男
汐
搾
”
U
冨
ω
欝
＆
Φ
”
N
鐸
弓
℃
び
飲
μ
O
ヨ
O
声
O
δ
『
q
冷
H
り
Q
◎
O
一
一
〇
ω
P
ω
陰
μ
①
O
い
U
O
鐸
国
p
。
①
ぴ
q
舶
H
り
①
①
胃

鼠
●
一
≦
〇
二
紹
犀
勺
o
p
蔓
”
価
●
倉
，
．
○
蟹
℃
・
＜
質
轡



（
3
4
）
　
国
・
男
貯
貯
妻
①
騨
ロ
民
O
①
。
陰
。
窪
。
簿
⑦
噂
o
Q
．
一
骨
こ
出
器
ω
①
二
¢
口
出
同
旨
U
Φ
謁
評
Φ
p
山
2
冥
Φ
¢
N
Φ
昼
．
．
U
Φ
凝
ロ
頃
雪
目
δ
α
P

（
筆
者
あ
お
き
・
し
げ
る
　
流
通
経
済
大
学
〔
経
済
学
部
、
哲
学
〕
教
授
）

次目口
写前

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
本
邦
渡
来
…
…
…
…
…
・
…
・
・
酒
井
　
　
修

　
一
そ
の
『
論
理
学
』
の
研
究
の
た
め
に
ー

マ
ル
ブ
ラ
ソ
シ
ュ
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　out伽θ0／3Z‘ch　an　article　as　aPPearsゴπmore　than　one脚πうer　Oμ飯ε

magazine　is　to　be　given　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Kant　und　Hegel
　　　　　　zurn　Problem　des　ontologischen　Gottesbeweises

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Shigeru　Aoki

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professor　der　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ryutsu－Keizai　Univ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Japan

　　　　1．Das　Thema”wie　man　Uber　das　Verh瓠tRis　des　Seins　zum　Denken

　begreifen　muss“，　gehOrt　zu　einer　philosophischen　Grundfrage．　Eine

　Problematik　dieses　Themas，　die　die　Denkweisen　der　Philosophen　am

　besten　ausdrticken　kann，　verknifft　sich　mit　dem　Argument　ttber　den

．Gottesbeweis，　vor　allem　Uber　den　ontologischen　Gottesbeweis．　Denn　s三e

　hat　mit　dlesem　Argument　d三e　Antwort　auf　die　Frage　gegeben，　was圭m

　Ganzen　der　Philosophie　das　letzlich　Gewisse　sei．　Darnit　leistet　das

　ontologische　Argument　nicht　nur　die　BegrUndung　irgend　einzelner

Wahrheit　sondern　die　philosophische　BegrUndung　schlechthin．

　　　　2．　Kant　hat　theoretisch　die　MOglichkeit　des　Gottesbeweises　negiert，

　wie　bekanntlich，　und　Hegel　hat　sle　bejaht．　Aber　sle　beide　Ubereinstimmen

darin，　dass　man　mit　der　VerstanderkenRtnis　das　Gottessein　nicht

bewelsen　kann．　Nach　Hegels　Meinung　ist　die　alte　Form　des　Gottesbe－

　weises　schon　durch　Kant　endgUltig　zerstdrt　worden．　Hegels　Kritik　an

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



der　Kantischen　Theorie　hat　auf　die　folgenden　Kantischen　Thesen

gerichtet：　．Das　Sein　sei　．abso！ute　Position，　die　intei｝igible　Ursache　der

Erscheinug　sei　Ding　an　sich，　．．．．，．　usw．　Der　Unterschled　zwlschen

Erscheinung　und　Ding　an　sich，　den　Kant　fUr　einen　absoluten　hielt　urid

nicht　bewies，　wird　im　Anfang　seiner　．Logik“　als　Verhaltnis　des　Seins

zum　Nichts　ausfUhrlich　erklart．　Dann　nunmehr　wird　die　Einheit　von

Seln　und　Nichts　als　Erste　Wahrheit　zugrundege！egt．　Das　Verhaltnis

des　Selns　zum　Denken　wird　be田egel　der　Wurzel　seines　d三alektlschen

Denkens　und　zug！eich　macht　das　Element　fur　alle　weiteren　Argumenten

aus，　welche　，auch　den　ontologischen　Gottesbeweis　enthalten．

　　　3．　．Aber　nach　Kantischer　Ph11osophie　sei　der　ontologische　Gedanke

Hegels，　der　das　Gottessein　affirmativ　beweist，　eine　spekulative　Hypo－

stasierung　eines　Absoluten　mit　seiner　dialektischen　Form．　Kant　hat　dar－

geiegt，　dass　wir　in　den　Erfahrungswissenschaften　nie　mit　der　realen－

We！t　an　sich，・　sondern　nur　mit　einer　Welt　von　Erscheinungen　zu　tun

haben．　Diese　Einsicht　war　die　eigentliche　wesentliche　Entdeckung

Kants．　Solange　die　Philosophie　nur　zu　den　rnenschlichen　Erkenntnissen

fUhrt，　die　von　der　Subjektivitat　nicht　unabhanglg　sind，　ist　es　unent－

behrlich，　auf　Kant　zurifckzugehen．

　　4．　ln　der　Gedanl〈enstr6mung　”von　Kant　zu　Hegel“　k6nnen　wlr　uns

nicht　aus　der　Alternative　．Kant　oder　Hegel“　einfach　herausfinden，　weil

es　dazwischen　keine　konsequente　Vermittelung　gibt．　Dennoch　aber

wenn　wir　diese　Alternatlve　in　eine　phanomenologische　intentionale

Beziehung　des　Geistes　zur　Welt　hineinlegen，　dann　wird　sie　ganz　anders

auftreten　wie　uns　die　bisherlge　Geschichte　des　Denkens　gezeigt　hat．
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