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カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て

出
　
口
　
康
　
夫

　
　
　
　
〈
凡
　
　
例
〉

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
箇
所
の
表
示
は
通
例
ど
う
り
、
即
ち
（
例
）
（
》
δ
心
）
と
は
『
純
粋
理
性
鋤
判
』
第
一
版
δ
蒔
ペ
ー
ジ

（
し
d
ω
蒔
）
と
は
『
純
粋
理
性
鋤
判
』
第
二
版
3
4
ペ
ー
ジ
（
剛
く
b
。
。
。
。
。
）
と
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第
四
巻
N
。
。
。
。
ペ
ー
ジ
な
お
引
用

文
中
の
口
内
は
引
用
者
の
補
足
。
ま
た
前
後
の
文
脈
の
都
合
上
引
用
文
に
若
干
の
変
更
を
加
え
た
場
合
も
あ
る
。

ま
た
、
〈
2
1
1
＞
と
は
本
論
文
の
第
H
章
第
一
節

〈
主
要
命
題
一
覧
表
〉

（
1
）
　
経
験
と
は
対
象
に
直
接
拘
わ
る
複
数
の
知
覚
を
、
意
識
に
お
い
て
一
つ
の
概
念
へ
と
綜
合
的
に
統
一
す
る
働
き
を
表
象
し
た
心

　
的
存
在
者
で
あ
る
。

（
2
）
　
客
観
性
と
必
然
性
は
交
換
概
念
（
外
延
の
等
し
い
概
…
念
）
で
あ
る
。

（
3
）
　
纂
物
の
感
性
へ
の
現
れ
（
現
象
）
を
経
験
の
対
象
と
見
な
す
。

（
4
）
　
客
観
と
は
与
え
ら
れ
た
直
観
（
知
覚
の
こ
と
）
の
多
様
が
客
観
に
つ
い
て
の
概
念
に
お
い
て
結
合
さ
れ
た
も
の
。

（
5
）
　
超
越
論
的
対
「
象
の
概
念
を
用
い
て
定
義
さ
れ
た
現
象
概
念
を
受
け
入
れ
る
以
上
、
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
の
現

　
実
存
在
は
不
可
避
的
・
必
然
的
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
や
、
知
覚
が
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
真
で
あ
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る
と
は
言
え
な
い
。

　
（
7
）
　
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
知
覚
が
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

　
　
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
。

　
（
8
）
　
そ
れ
自
身
知
覚
で
は
な
い
対
象
が
知
覚
の
原
因
と
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
か
ら

　
　
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
常
識
を
根
拠
に
し
て
合
理
的
信
念
と
し
て
主
張
し
う
る
。

　
（
9
）
　
経
験
の
対
象
と
は
必
然
的
な
仕
方
で
心
に
持
た
れ
た
表
象
で
あ
る
。

　
（
1
0
）
　
表
象
は
こ
の
関
係
（
空
問
と
時
問
）
に
お
い
て
、
経
験
の
統
一
の
規
則
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
規
定
さ
れ
る
限

　
　
り
対
象
と
呼
ば
れ
る
。

　
（
1
1
）
　
経
験
の
対
象
と
は
「
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
紺
象
」
に
外
な
ら
ず
、
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
と
独
立
な
在
り
方
・
存
在
は
一
切

　
　
認
め
ら
れ
な
い
。

　
（
1
2
）
経
験
の
対
象
の
在
り
方
と
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
一
致
し
、
か
つ
既
知
の
経
験
的
認
識
の
全
体
と
整
舎
的
な
認
識
の
在
り
方

　
　
以
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
経
験
の
対
象
と
は
こ
の
よ
う
な
認
識
に
包
摂
さ
れ
る
限
り
で
の
感
性
的
表
象
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
序

　
本
論
文
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
の
批
判
的
検
討
を
目
指
す
。
そ
し
て
検
討
に
際
し
て
は
「
超
越
論
的
観
念
論

は
カ
ン
ト
自
身
が
意
図
し
た
よ
う
に
果
し
て
懐
疑
的
な
（
言
わ
ば
、
悪
し
き
）
観
念
論
を
回
避
で
き
て
い
る
か
、
つ
ま
り
そ
れ
が
実
在
論

と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
。
」
と
い
う
視
点
が
と
ら
れ
る
。

　
総
説
は
カ
ン
ト
自
身
が
実
在
論
を
意
図
し
て
い
た
と
書
い
た
。
そ
れ
は
そ
の
と
う
り
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お

い
て
こ
の
実
在
論
へ
の
指
向
は
あ
く
ま
で
二
次
的
・
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
、
私
と
て
認
め
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



498

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

　
周
知
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
彼
の
哲
学
の
最
終
目
標
で
あ
る
形
而
上
学
の
再
構
築
の
プ
㍑
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
眼
賛
は
何
よ
り
も
旧
来
の
形
而
上
学
に
紺
す
る
批
判
に
原
理
を
与
え
、
新
し
い
自
然
と
実
践
の
形

而
上
学
の
領
域
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
認
識
論
固
有
の
要
請
と
し
て

カ
ン
ト
が
第
一
に
考
え
て
い
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
先
天
的
総
会
命
題
と
し
て
の
数
学
、
純
粋
自
然
学
の
可
能
性
の
証
明
で
あ
る
こ
と
も
言

う
ま
で
も
な
い
。

　
従
っ
て
そ
れ
で
も
敢
え
て
実
在
論
と
し
て
の
成
否
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
予
め
一
言
し

て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
言
う
実
在
論
と
は
、
例
え
ば
何
も
高
度
に
専
門
的
な
科
学
に
お
け
る
理
論
上
の
存
在
巻
に
つ
い
て
の
説

で
は
な
く
、
延
長
し
て
い
る
物
体
な
ど
の
、
ご
く
日
常
的
に
経
験
さ
れ
る
警
語
や
そ
の
基
本
的
な
性
質
に
つ
い
て
の
実
在
性
の
主
張
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
事
物
に
つ
い
て
の
実
在
性
は
、
認
識
論
が
そ
れ
を
事
実
と
し
て
認
め
た
上
で
、
そ
れ
を
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
よ
う
な
実
在
論
の
構
築
は
認
識
論
一
般
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
た

不
可
避
的
な
要
請
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
以
上
、
私
に
と
っ
て
カ
ン
ト
が
い
か
に
し
て
こ
の
要
請
に
答
え
よ
う

と
し
た
の
か
を
検
討
す
る
の
は
有
意
義
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
論
文
の
大
ま
か
な
構
成
を
示
し
て
お
く
。
本
論
文
は
大
き
く
次
の
三
部
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら

経
験
的
実
在
論
を
講
築
し
、
独
我
論
的
観
念
論
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
を
再
現
す
る
第
1
章
。

　
次
に
第
章
章
に
お
い
て
、
再
現
さ
れ
た
議
論
の
含
意
や
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
議
論
相
互
の
連
絡
を
つ
け
る
こ
と
で
カ
ン
ト
の

立
場
の
全
体
像
を
見
通
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
の
単
な
る
祖
述
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
歩
踏
み
込
ん
で
カ
ン
ト
が
明
示
し
て
い
な

い
含
意
の
摘
出
が
試
み
ら
れ
る
。

　
最
後
に
第
嚢
章
で
得
ら
れ
た
含
意
を
も
参
考
に
し
て
の
批
判
的
検
討
を
行
う
男
巫
章
で
あ
る
。
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第
－
章

　
第
一
節
　
実
在
性
と
経
験
　
一
概
念
の
説
明
－

　
さ
て
カ
ン
ト
の
議
論
を
紹
介
す
る
前
に
二
三
の
概
念
を
簡
単
に
定
義
し
て
お
く
の
が
よ
か
ろ
う
。
ま
ず
観
念
性
、
実
在
性
と
い
う
対
立

概
念
に
関
し
て
二
つ
の
意
味
の
区
別
を
明
確
に
し
て
お
く
。
一
般
に
実
在
性
（
沁
Φ
9
一
一
叶
似
け
）
は
「
あ
る
認
識
内
容
が
対
象
に
客
観
的
に
妥
当

す
る
こ
と
。
」
と
い
う
「
認
識
内
容
の
客
観
的
妥
当
性
（
o
げ
輔
Φ
簿
凶
く
o
O
藏
鉱
σ
亀
銀
鉱
）
」
と
で
も
呼
べ
る
意
味
と
、
「
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る

こ
と
。
」
と
い
う
「
対
象
の
現
実
存
在
（
u
麟
。
ω
。
貯
．
露
一
ω
言
嵩
）
」
と
一
　
口
い
得
る
意
味
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
当
然

ま
た
実
在
性
の
否
定
概
念
で
あ
る
観
念
性
に
も
こ
れ
に
鮒
曝
し
て
二
義
が
指
摘
で
き
る
。
）
倶
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
区
別
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
経
験
的
な
認
識
内
容
（
我
々
は
そ
れ
を
問
題
と
す
る
の
だ
が
）
に
は
そ
の
尉
象
の
現
実
存
在
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ

ら
’
。　

そ
れ
で
は
こ
の
区
別
も
さ
っ
そ
く
使
っ
て
、
カ
ン
ト
が
避
け
る
べ
き
懐
疑
的
観
念
論
と
考
え
た
も
の
を
列
挙
し
て
お
こ
う
。

一
、
我
々
が
経
験
す
る
内
容
は
全
て
、
経
験
の
対
象
に
激
す
る
客
観
的
妥
当
性
を
持
た
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
実
際
に
は
対
象
の
性
質
で

　
は
な
い
。
ま
た
我
々
が
経
験
し
て
い
る
紺
象
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
。

二
、
思
惟
す
る
存
在
者
以
外
は
何
も
存
在
し
て
い
な
い
。
我
々
が
直
観
に
お
い
て
知
覚
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
そ
の
他
の
存
在
者
は
単

　
に
思
惟
存
在
者
に
お
け
る
表
象
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
表
象
に
は
実
際
に
は
思
惟
存
在
老
の
外
に
存
在
す
る
対
象
は
対
応
し
て
い
な
い
。

　
（
同
く
b
σ
Q
Q
Q
Q
h
）

　
（
一
）
は
我
々
が
普
通
、
　
一
定
の
性
質
を
持
っ
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
経
験
し
て
い
る
対
象
（
例
え
ば
物
体
）
に
関
し
て
、
経
験

さ
れ
た
全
て
の
性
質
の
客
観
的
妥
当
性
、
対
象
の
現
実
存
在
の
両
面
に
わ
た
る
実
在
性
（
こ
れ
を
「
経
験
的
実
在
性
扁
と
呼
ぼ
う
）
を
否

定
す
る
主
張
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
「
経
験
的
観
念
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



seo

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
ま
た
（
二
）
は
「
思
惟
存
在
者
の
外
に
あ
り
、
表
象
で
は
な
い
存
在
者
」
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
知
覚
に
紺
し
て
対
応
し
て

い
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
を
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
対
象
と
呼
ぶ
。
私
は
こ
れ
を
（
カ
ン

ト
自
身
の
超
越
論
的
観
念
論
と
区
別
す
る
た
め
に
）
仮
に
「
独
我
論
的
観
念
論
」
と
名
付
け
て
お
く
。

　
次
ぎ
に
上
で
も
既
に
嵐
て
来
た
「
経
験
」
概
念
に
つ
い
て
大
ま
か
な
見
当
を
つ
け
て
お
こ
う
。

　
経
験
と
は
何
か
。
門
経
験
と
は
経
験
的
認
識
、
即
ち
知
覚
を
介
し
て
客
観
を
規
定
す
る
認
識
」
（
じ
ご
b
っ
一
Q
o
）
つ
ま
り
認
識
の
一
種
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
認
識
と
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
も
の
が
真
で
あ
る
と
表
象
さ
れ
る
判
断
」
（
決
0
㎝
）
即
ち
判
断
の
一
種
で
あ
る
。
そ
れ
で
判

断
と
は
「
一
つ
の
概
念
を
構
成
す
る
限
り
で
の
様
々
な
表
象
に
つ
い
て
の
（
中
略
）
意
識
の
統
一
の
表
象
扁
（
囲
題
一
巳
）
と
さ
れ
る
。
言
い

直
す
と
「
複
数
の
表
象
が
意
識
に
お
い
て
、
よ
り
高
次
の
表
象
で
あ
る
概
念
の
下
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
表
象
化
し
た
も
の
。
」
と
な
ろ

う
。
そ
れ
で
は
表
象
と
は
何
か
。
表
象
と
は
「
心
の
単
な
る
規
定
」
（
b
d
謹
）
つ
ま
り
我
々
の
一
定
の
意
識
状
態
、
つ
ま
り
心
的
存
在
者
で

あ
る
。
さ
て
定
義
の
背
進
も
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
カ
ン
ト
で
は
「
表
象
」
が
全
て
の
定
義
の
終
着
点
な
の
で
あ
る
。

　
表
象
は
「
個
別
的
」
（
H
×
㊤
一
）
で
「
直
接
に
対
象
と
拘
わ
る
」
（
し
d
8
）
直
観
と
、
「
普
遍
的
」
（
H
×
鎗
）
で
「
直
接
に
対
象
と
拘
わ
ら
ず
、

薄
象
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
他
の
表
象
（
直
観
な
い
し
は
既
に
概
念
）
に
拘
わ
る
」
（
じ
d
⑩
。
。
）
概
念
と
い
う
、
種
と
し
て
異
な
る
二
つ
の
表

象
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
し
て
先
程
の
「
知
覚
」
と
は
経
験
的
な
「
直
観
」
に
当
た
る
。

　
さ
て
経
験
と
は
こ
の
「
知
覚
」
を
用
い
る
認
識
つ
ま
り
判
断
で
あ
っ
た
の
で
、
以
上
の
諸
定
義
か
ら
「
経
験
と
は
対
象
に
直
接
拘
わ
る

複
数
の
知
覚
が
、
意
識
に
お
い
て
概
念
の
下
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
表
象
し
た
心
的
存
在
者
」
と
で
も
言
い
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
直
観
に
対
す
る
統
一
は
「
統
一
さ
れ
る
直
観
同
士
が
互
い
に
加
算
的
に
結
合
さ
れ
一
つ
の
盧
観
に
ま
と
め
ら
れ
る
」
と
い
う
働
き

を
含
む
。
こ
れ
は
「
様
々
な
表
象
を
互
い
に
付
け
加
え
一
つ
の
認
識
に
お
い
て
把
握
す
る
」
（
切
口
8
）
綜
合
と
い
う
働
き
で
あ
る
。
従
っ

て
経
験
は
（
分
析
的
統
一
で
は
な
く
）
綜
合
的
統
一
で
あ
る
。

　
す
る
と
こ
こ
で
の
最
終
定
義
は
以
下
で
あ
る
。



　
（
1
）
　
経
験
と
は
対
象
に
直
接
拘
わ
る
複
数
の
知
覚
を
、
意
識
に
お
い
て
一
つ
の
概
念
へ
と
綜
合
的
に
統
一
す
る
働
き
を
表
象
し
た
心

　
　
的
存
在
者
で
あ
る
。

　
具
体
例
を
挙
げ
る
と
、
経
験
と
は
「
複
数
の
視
覚
像
が
一
つ
の
『
物
体
』
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
際
複
数
の

断
片
的
な
視
覚
像
は
互
い
に
結
合
さ
れ
て
、
　
一
つ
の
「
物
体
像
」
の
一
部
と
見
な
さ
れ
、
同
時
に
各
自
が
「
物
体
」
概
念
の
下
に
包
摂
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
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第
二
節
　
認
識
の
客
観
性
に
関
す
る
経
験
的
実
在
論
　
1

　
そ
れ
で
は
ま
ず
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
た
経
験
的
実
在
性
の
証
明
（
つ
ま
り
経
験
的
実
在
論
の
主
張
）
の
紹
介
か
ら

始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
節
と
聖
節
と
で
「
認
識
内
容
の
客
観
的
妥
当
性
」
に
関
す
る
経
験
的
実
在
論
を
、
続
く
第
四
節
で
経
験
の
対

象
の
現
実
存
在
に
関
す
る
実
在
論
を
確
認
す
る
。

　
さ
て
「
認
識
、
即
ち
経
験
の
内
容
」
を
こ
こ
で
便
宜
的
に
直
観
と
し
て
経
験
さ
れ
た
も
の
と
概
念
と
し
て
経
験
さ
れ
た
も
の
に
分
け
る
。

本
節
で
は
直
観
に
つ
い
て
の
議
論
を
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
感
性
論
を
ま
と
め
る
こ
と
で
紹
介
す
る
。

　
感
性
と
は
「
我
々
が
対
象
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
表
象
を
受
け
取
る
能
力
（
感
受
性
）
」
（
切
ω
ω
）
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

受
け
取
ら
れ
た
表
象
、
即
ち
直
観
は
、
当
然
「
対
象
が
我
々
の
感
官
を
刺
激
す
る
仕
方
、
つ
ま
り
対
象
の
現
れ
方
を
表
象
し
て
」
（
b
d
8
）

お
り
、
そ
の
直
観
に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
い
る
「
客
観
や
、
我
々
が
そ
の
客
観
に
帰
す
る
性
質
で
さ
え
も
実
際
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い

つ
も
見
な
さ
れ
て
い
る
。
」
（
同
）
そ
し
て
そ
れ
故
「
対
象
に
直
接
拘
わ
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
方
で
カ
ン
ト
は
「
我
々
が
直
観
し
て
い
る
事
物
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
我
々
が
そ
れ
を
直
観
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、

そ
れ
の
関
係
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
そ
れ
が
我
々
に
現
れ
る
よ
う
な
性
質
を
し
て
い
な
い
」
（
切
＄
）
と
主
張
す
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う

な
理
由
に
よ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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直
観
は
「
対
象
の
刺
激
の
仕
方
、
現
れ
方
」
を
表
象
し
て
い
る
と
上
で
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
「
対
象
を
知
覚
す
る
我
々
に

固
有
の
仕
方
」
に
過
ぎ
ず
「
そ
の
我
々
の
仕
方
は
確
か
に
全
て
の
人
間
に
当
て
は
ま
る
も
の
だ
が
、
金
て
の
存
在
者
に
必
然
的
に
当
て
は

ま
る
も
の
で
は
な
い
」
（
切
＄
）
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
た
と
え
同
じ
対
象
を
表
象
し
た
と
し
て
も
、
表
象
様
式
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
れ
て
そ
の
対
象
の
表
象
の
さ
れ
方
も
異
な
る

だ
ろ
う
、
そ
し
て
我
々
の
様
式
以
外
の
表
象
様
式
は
少
な
く
と
も
論
理
的
に
可
能
だ
か
ら
、
同
一
の
紺
象
に
つ
い
て
我
々
が
持
つ
の
と
は

異
な
っ
た
表
象
も
論
理
的
に
可
能
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
れ
ば
「
あ
る
毒
物
の
表
象
に
お
い
て
常
に
見
い
だ
さ
れ
る
性
質
」
は
そ
の
事
物
の
本
質
的
、
必
然
的
な
性
質
、

つ
ま
り
「
事
物
自
体
の
在
り
方
」
で
あ
り
、
逆
に
「
あ
る
事
物
の
表
象
か
ら
分
離
可
能
な
性
質
」
は
そ
の
事
物
に
と
っ
て
非
本
質
的
、
偶

然
的
な
性
質
に
過
ぎ
な
い
。
（
囲
×
①
O
）

　
そ
う
な
る
と
対
象
の
直
観
さ
れ
た
性
質
は
そ
の
対
象
の
本
質
的
な
在
り
方
で
は
な
く
偶
有
的
な
在
り
方
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
が
上
記
の
主
張
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
し
て
「
我
々
の
感
性
の
こ
の
金
て
の
感
受
性
を
離
れ
て
、
対
象
そ
れ
自
身
が
ど
ん
な
性
質
で
あ
る

か
は
、
我
々
に
と
っ
て
全
く
未
知
の
ま
ま
に
止
ま
る
」
（
し
d
＄
）
の
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
の
こ
と
は
直
観
の
一
種
で
あ
る
空
間
・
離
間
（
な
い
し
空
間
的
性
質
・
時
聞
的
性
質
）
に
も
当
然
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
一

方
こ
れ
ら
に
は
「
そ
の
下
で
の
み
我
々
が
外
的
な
直
観
を
〔
ま
た
内
的
な
直
観
も
〕
受
け
取
り
得
る
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
我

々
が
対
象
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
よ
う
な
主
観
的
条
件
」
（
ω
お
）
と
い
う
他
の
直
観
に
は
な
い
特
殊
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
空
間
・

時
間
は
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
心
の
中
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
準
備
さ
れ
て
い
る
」
（
じ
d
。
。
む
の
と
同
時
に
「
現
象
の
多
様
〔
感
覚
〕
を
あ

る
関
係
に
秩
序
づ
け
る
」
（
切
ω
蒔
）
と
い
う
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
内
容
と
は
規
定
さ
れ
得
る
も
の
一
般
を
意
味

し
、
形
式
と
は
規
幽
す
る
も
の
を
意
味
す
る
」
（
し
d
認
b
。
）
の
で
、
こ
の
二
合
関
係
づ
け
、
秩
序
づ
け
る
空
間
・
時
間
は
直
観
の
「
形
式
」

で
あ
り
、
関
係
づ
け
ら
れ
、
秩
序
づ
け
ら
れ
る
感
覚
は
直
観
の
「
内
容
」
と
な
る
。
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そ
れ
で
は
空
間
・
時
間
が
こ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
確
か
に
空
間
・
時
間
は
「
我
々
に
現
れ
る
限
り
で

の
、
つ
ま
り
我
々
の
感
性
の
対
象
で
あ
る
限
り
で
の
事
物
に
の
み
添
え
ら
れ
る
」
（
じ
d
お
）
性
質
で
あ
る
、
つ
ま
り
我
々
の
感
性
へ
の
現
れ

方
を
度
外
視
し
た
事
物
の
必
然
的
・
本
質
的
な
性
質
で
は
な
い
点
で
は
他
の
全
て
の
直
観
さ
れ
る
性
質
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
一
旦
こ

の
「
我
々
に
現
れ
る
限
り
で
の
事
物
」
に
話
を
限
定
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
物
は
例
外
な
く
空
間
・
時
間
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
即
ち
、

「
外
的
現
象
と
し
て
の
全
て
の
事
物
は
空
問
に
お
い
て
互
い
に
並
列
的
に
存
在
す
る
。
」
（
譲
ω
）

「
現
象
（
感
性
的
直
観
の
対
象
）
と
し
て
の
全
て
の
事
物
は
時
間
に
お
い
て
存
在
す
る
。
」
（
ω
締
）

と
い
う
命
題
は
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
的
に
妥
当
す
る
と
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
命
題
は
あ
り
て
い
に
言
え
ば
我
々
自
身
の
表
象
の
必
然
的
な
持
ち
方
を
表
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
時
間
を
例
に
と
れ
ば

「
我
々
は
表
象
を
時
間
継
起
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
内
感
の
形
式
に
従
う
も
の
と
し
て
意
識
す
る
」
（
ゆ
緩
）
こ
と
を
雷
い
表
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
少
な
く
と
も
「
現
れ
と
し
て
の
事
物
」
の
表
象
か
ら
分
離
不
可
能
な
性
質
、
即
ち
そ
の
よ
う
な
事
物
の
必
然

的
在
り
方
を
も
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
一
方
そ
れ
以
外
の
直
観
さ
れ
る
性
質
、
例
え
ば
色
や
味
覚
は
「
単
に
感
官
様
式
の
主
観
的
な
性
質
に
属
す
る
と
い
う
点
で
は
空
間
〔
そ

し
て
時
間
〕
と
い
う
表
象
と
一
致
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
」
（
ゆ
濠
）
「
人
が
異
な
れ
ば
異
な
り
得
る
」
（
ω
麟
）
よ
う
な
性
質
と
し
て
、
「
我
々

に
現
れ
る
限
り
で
の
事
物
」
に
と
っ
て
も
、
そ
の
表
象
か
ら
分
離
可
能
な
非
本
質
的
・
偶
然
的
な
性
質
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

　
以
上
ま
で
で
事
物
の
そ
も
そ
も
の
必
然
的
在
り
方
に
対
し
て
、
そ
の
事
物
の
「
我
々
の
感
性
へ
の
現
れ
」
と
し
て
の
偶
然
的
在
り
方
、

そ
し
て
更
に
そ
の
「
我
々
の
感
性
へ
の
現
れ
」
と
し
て
の
事
物
の
必
然
的
な
在
り
方
と
偶
然
的
な
在
り
方
と
い
う
、
事
物
の
在
り
方
・
性

質
に
関
し
て
二
重
の
必
然
／
偶
然
関
係
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
こ
の
二
重
の
必
然
／
偶
然
関
係
に
（
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
で
は
明
瞭
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
）
重
要
な
概
念
操
作
が

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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加
わ
る
。

一
、
事
物
の
必
然
的
性
質
の
み
を
、
そ
の
事
物
の
客
観
的
な
性
質
と
認
め
、
事
物
の
偶
然
的
性
質
を
そ
の
事
物
の
性
質
と
見
な
さ
な
い
。

　
つ
ま
り
事
物
自
体
の
在
り
方
（
U
ヨ
σ
q
き
ω
8
び
）
と
客
観
と
を
端
的
に
同
桶
細
し
、
偶
然
的
性
質
か
ら
客
観
の
属
性
と
し
て
の
資
格
を
劉

　
奪
す
る
。
端
的
に
表
現
す
れ
ば
、

　
（
2
）
　
客
観
性
と
必
然
性
と
は
交
換
概
念
（
外
延
の
等
し
い
概
念
）
で
あ
る
。

と
な
る
。
次
に
、

二
、
本
来
事
物
の
偶
然
的
在
り
方
に
し
か
過
ぎ
な
い
「
事
物
の
我
々
の
感
性
へ
の
現
れ
」
を
「
経
験
的
な
意
味
で
の
事
物
自
体
」
（
し
d
a
）

　
と
見
な
し
、
「
我
々
が
、
我
々
の
感
官
の
学
界
と
し
て
想
定
し
た
事
物
」
（
し
d
鋒
）
と
し
て
扱
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
「
経
験
的
客
観
〔
対

　
象
〕
」
（
ω
①
ω
）
と
呼
び
事
物
の
本
来
の
本
質
的
在
り
方
を
「
超
越
論
的
客
観
〔
紺
象
〕
」
（
問
）
と
呼
ぶ
。
つ
ま
り
、

　
（
3
）
　
事
物
の
感
性
へ
の
現
れ
（
現
象
）
を
経
験
の
頬
象
と
見
な
す
。

　
こ
の
よ
う
な
概
念
操
作
が
施
さ
れ
る
と
、
事
態
は
次
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
感
性
的
な
性
質
の
内
、
「
事
物
の
感
性
へ
の
現
れ
」
の
必
然
的
性
質
と
さ
れ
た
空
間
・
時
間
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
超
越
論
的

対
象
に
対
す
る
観
念
性
と
、
経
験
的
薄
象
に
対
す
る
実
在
性
（
客
観
的
妥
当
性
）
が
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
を
空
間
に
つ
い
て
引
用
し
て
お

く
。
「
我
々
に
外
的
に
対
象
と
し
て
現
れ
う
る
金
て
の
も
の
に
関
す
る
空
間
の
実
在
性
（
客
観
的
妥
当
性
）
と
、
長
時
に
我
々
の
感
性
の

性
質
を
考
慮
せ
ず
に
、
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
と
し
て
考
え
ら
れ
た
場
合
の
事
物
に
関
す
る
空
間
の
観
念
性
が
我
々
の
解
明
に
よ
っ
て

教
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
我
々
は
空
間
の
（
全
て
の
可
能
な
外
的
経
験
に
関
す
る
）
経
験
的
実
在
性
と
、
同
時
に
空
間
の
超
越
論
的
観
念
性

を
主
張
す
る
。
」
（
し
d
駆
ω
隔
）

　
一
方
「
事
物
の
感
性
へ
の
現
れ
」
の
偶
然
的
性
質
と
さ
れ
た
色
・
味
覚
な
ど
の
そ
の
他
の
感
性
的
性
質
に
は
超
越
論
的
対
象
へ
の
観
念

性
は
勿
論
、
経
験
的
対
象
に
つ
い
て
も
観
念
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。



　
こ
の
よ
う
に
直
観
一
般
に
対
し
て
超
越
論
的
対
象
へ
の
客
観
的
妥
当
性
が
否
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
空
間
・
時
間
と
い
う
い
わ
ゆ

る
一
次
性
質
に
限
っ
て
は
経
験
の
対
象
へ
の
客
観
的
実
在
性
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
て
次
に
進
も
う
。

505

　
第
三
節
　
認
識
の
客
観
性
に
関
す
る
経
験
的
実
在
論
　
2

　
次
ぎ
に
概
念
が
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
の
は
ど
の
よ
う
な
揚
合
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
客
観
的
妥
当
性
を
持
つ
概
念
は
認
識
と
呼
べ
る
が
、

そ
の
認
識
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
の
は
、
そ
れ
が
「
対
象
に
拘
わ
り
、
対
象
に
お
い
て
意
義
や
意
味
（
切
巴
Φ
暮
§
α
q
§
住
ω
陣
言
）
を
持

つ
」
（
b
づ
一
ゆ
鼻
）
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
「
我
々
の
感
性
的
で
経
験
的
な
直
観
の
み
が
概
念
に
意
味
や
意
義
を
与
え
う
る
」
（
ゆ

一
お
）
と
考
え
る
。
こ
こ
で
「
経
験
的
な
」
直
観
の
み
に
限
ら
れ
る
の
は
「
純
粋
直
観
も
ま
た
そ
の
対
象
を
、
従
っ
て
客
観
的
妥
当
性
を
経

験
的
直
観
を
介
し
て
の
み
得
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
じ
d
b
o
⑩
Q
Q
）
か
ら
で
あ
る
。

　
今
「
概
念
の
意
義
・
意
味
」
を
そ
の
概
念
の
「
指
示
対
象
」
と
呼
べ
ば
、
以
上
は
「
概
念
は
一
般
に
経
験
的
直
観
を
指
示
対
象
と
し
て

持
つ
こ
と
で
客
観
的
実
在
性
を
持
ち
、
認
識
と
認
め
ら
れ
る
。
」
と
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
逆
に
言
え
ば
「
経
験
的
直
観
を
指
示
対
象
と
し
て
持
た
な
い
概
念
は
全
て
客
観
的
実
在
性
を
持
た
な
い
」
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
『
純
粋

理
性
批
判
』
分
析
論
の
結
論
と
し
て
操
り
返
し
言
及
さ
れ
る
「
理
性
の
全
て
の
可
能
な
思
弁
的
認
識
の
経
験
の
対
象
へ
の
制
限
」
（
ω
×
客

≦
）
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
「
概
念
を
我
々
の
感
性
的
直
観
を
超
え
て
よ
り
広
く
拡
大
す
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
無
益
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
よ
う
な
場
合
、

そ
れ
が
一
体
可
能
か
不
可
能
か
が
概
念
に
よ
っ
て
は
全
く
判
断
で
き
な
い
よ
う
な
客
観
に
つ
い
て
の
空
虚
な
概
念
が
、
客
観
的
実
在
性
の

な
い
単
な
る
思
惟
形
式
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
」
（
b
d
に
c
o
）

　
こ
の
よ
う
に
概
念
｝
般
の
客
観
的
妥
当
性
を
「
経
験
的
直
観
を
指
示
対
象
と
し
て
持
つ
こ
と
」
と
定
義
す
る
こ
と
は
次
の
二
つ
の
意
昧

を
持
つ
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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八

一
、
概
念
の
対
象
は
経
験
的
直
観
、
即
ち
知
覚
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
（
〈
2
1
1
＞
）
カ
ン
ト
は
知
覚
と
現
象
と
を
同
一
視
し
て
い

　
る
の
で
、
こ
の
こ
と
は
現
象
を
対
象
と
見
な
し
た
〈
1
－
2
＞
で
の
命
題
（
3
）
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二
、
〈
1
－
2
＞
で
述
べ
た
よ
う
に
直
観
の
内
容
は
総
て
経
験
的
対
象
に
の
み
妥
当
し
、
超
越
論
的
対
象
に
は
妥
当
し
な
い
以
上
、
直
観

　
を
指
示
対
象
と
す
る
概
念
の
内
容
も
同
様
に
経
験
的
対
象
に
の
み
妥
当
し
、
超
越
論
的
対
象
に
は
妥
当
し
な
い
。
そ
し
て
残
り
の
「
経

　
験
的
蔑
観
を
揚
超
対
象
と
し
な
い
概
念
」
に
は
「
切
客
観
的
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
結
局
全
て
の
概
念
は
超
越
論
的
観
念
性

　
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　
「
概
念
の
客
観
的
実
在
性
」
を
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
と
、
「
経
験
や
経
験
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
得
ら
れ
た
偏
（
じ
ご
目
刈
）
経
験
的
概

念
は
、
指
示
対
象
と
し
て
の
経
験
的
直
観
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
以
上
、
実
在
性
は
自
明
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
カ

ン
ト
は
量
・
因
果
性
な
ど
自
然
科
学
に
と
っ
て
必
須
な
概
念
を
経
験
的
概
念
と
せ
ず
、
「
全
て
の
経
験
か
ら
独
立
に
専
．
ら
知
性
か
ら
生
ず

る
」
（
H
×
Φ
卜
。
）
純
粋
知
性
概
念
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
呼
ん
だ
。
こ
の
よ
う
な
概
念
は
指
示
対
象
と
し
て
の
経
験
的
直

観
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
実
在
性
は
自
明
で
は
な
い
が
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
概
念
も
ま
た
実
在
性
を
持
ち
、
そ
の

こ
と
は
証
囲
可
能
と
考
え
た
。
以
下
こ
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
」
と
呼
ば
れ
る
証
明
を
概
観
し
よ
う
。

　
ま
ず
カ
ン
ト
は
カ
テ
ゴ
リ
…
に
先
の
空
聞
・
晴
閥
と
同
様
に
「
形
式
」
と
い
う
地
位
を
与
え
る
（
そ
の
議
論
は
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
）
。

さ
て
知
性
と
は
意
識
に
よ
っ
て
「
様
々
な
危
気
を
　
つ
の
共
通
の
概
念
の
下
に
秩
序
づ
け
る
統
〕
の
働
き
」
（
切
⑩
ω
）
を
持
つ
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
意
識
の
統
一
の
働
き
が
な
け
れ
ば
「
表
象
の
多
様
は
い
つ
も
何
ら
の
全
体
も
構
成
し
な
い
」
（
》
一
〇
ω
）
つ
ま
り
有
意
味
な
一

つ
の
ま
と
ま
り
を
持
た
な
い
。
す
る
と
全
て
の
表
象
は
（
知
覚
も
含
め
て
）
有
意
味
で
あ
る
限
り
知
性
に
よ
っ
て
一
つ
の
共
通
の
表
象
の

下
に
統
一
さ
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
統
一
に
は
様
々
な
仕
方
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
讐
表
象
の
観
念
連
合
に
よ
っ
て
」
（
亭
亭
O
）
統
一
を
行
う
場
合
、

そ
の
結
合
の
仕
方
は
経
験
的
事
情
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
外
の
結
合
の
仕
方
が
あ
り
得
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
統
一
は



　
　
「
偶
然
的
」
（
同
）
と
呼
ば
れ
、
偶
然
的
で
あ
る
が
故
に
「
意
識
の
主
観
的
統
ご
（
じ
d
お
Φ
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
一
方
、
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
主
観
の
思
惟
活
動
そ
の
も
の
を
表
象
化
し
た
概
念
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
一
人
の
主
観
に

　
　
は
一
つ
し
か
な
く
、
ま
た
私
の
表
象
と
は
全
て
私
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
、
結
局
全
て
の
表
象
は

　
　
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
二
つ
の
も
の
」
（
じ
d
に
O
）
に
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
〈
全
表
象
と
一
つ
の
概
念
〉
間
の
こ
の
関
係
は
一
種
類
し
か
な
く
、
例
外
も
な
い
。
つ
懸
り
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と

　
　
い
う
意
味
で
、
「
直
観
の
全
て
の
多
様
は
『
私
は
考
え
る
』
に
対
し
て
必
然
的
な
関
係
を
持
つ
」
（
ヒ
d
お
さ
。
）
と
言
わ
れ
得
る
。
そ
し
て
必
然

　
　
的
で
あ
る
が
故
に
こ
の
統
一
は
門
客
観
的
」
（
切
一
ω
Φ
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
こ
こ
で
も
（
2
）
と
し
て
ま
と
め
て
お
い
た
の
と
同
様
の
概
念
操
作
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
つ
ま
り
知
性
に
よ
っ
て
必
然
的
な
仕
方
で
結
舎
さ
れ
た
多
様
な
表
象
が
客
観
的
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
〈
1
－
2
＞
で
は
経
験
の
対
象

　
　
は
現
象
な
い
し
知
覚
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
〔
命
題
（
3
）
〕
、
い
ま
や
、

　
　
　
（
4
）
　
客
観
と
は
与
え
ら
れ
た
直
観
（
知
覚
の
こ
と
）
の
多
様
が
客
観
に
つ
い
て
の
概
念
に
お
い
て
結
合
さ
れ
た
も
の
（
b
ご
お
刈
）

　
　
と
し
て
知
性
の
働
き
が
対
象
の
成
立
の
不
可
欠
な
契
機
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
知
性
の
形

　
　
式
で
あ
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
介
し
て
の
み
一
般
に
経
験
の
何
ら
か
の
対
象
が
考
え
ら
れ
得
る
の
で
、
そ
れ
は
必
然
的
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
経

　
　
験
の
対
象
に
拘
わ
っ
て
い
る
」
（
ω
お
①
）
つ
ま
り
経
験
の
対
象
を
指
示
対
象
と
し
て
持
つ
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
カ

　
　
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
実
在
性
が
証
明
さ
れ
た
。

　
　
　
以
上
〈
1
－
2
＞
〈
1
1
3
＞
に
お
い
て
一
次
性
質
と
し
て
の
直
観
と
、
そ
の
直
観
を
指
示
対
象
と
す
る
概
念
が
魁
象
に
客
観
的
に
妥
当

　
　
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
直
観
・
概
念
と
し
て
経
験
さ
れ
た
内
容
が
対
象
の
客
観
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
、

　
　
言
い
換
え
れ
ば
経
験
さ
れ
た
性
質
の
客
観
的
妥
当
性
の
証
明
（
経
験
的
実
在
論
の
構
築
）
に
外
な
ら
な
い
。
同
時
に
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な

　
　
経
験
的
実
在
性
を
否
定
す
る
経
験
的
観
念
論
に
対
す
る
論
駁
で
も
あ
る
。

075　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



508

哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
七
号

八
○

　
第
四
節
　
薄
象
の
現
実
存
在
に
関
す
る
経
験
的
実
在
論

　
次
に
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
「
第
四
誤
謬
推
理
」
の
章
を
中
心
に
ま
と

め
よ
う
。
こ
こ
で
は
超
越
論
的
観
念
論
に
よ
っ
て
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
経
験
的
実
在
論
が
主
張
さ
れ
、
逆
に
経
験
的
観
念
論
が
論

駁
さ
れ
得
る
と
い
う
構
図
が
鮮
や
か
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
の
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
に
関
す
る
主
張
は
次
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
「
我
々
が
超
越
論
的
感
性
論
で
十
分
に
証
明
し
た
こ
と
だ
が
、
空
間
な
い
し
時
間
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
全
て
の
も
の
、
従
っ
て
我
々

に
と
っ
て
可
能
な
経
験
の
全
て
の
対
象
は
、
現
象
つ
ま
り
単
な
る
表
象
に
過
ぎ
ず
（
中
略
）
我
々
の
思
考
の
外
で
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て

基
礎
づ
け
ら
れ
た
ど
ん
な
現
実
存
在
も
持
た
な
い
。
こ
の
説
を
私
は
超
越
論
的
観
念
論
と
名
付
け
る
。
扁
（
ご
ゆ
無
G
。
h
）

　
こ
こ
で
は
ま
ず
感
性
論
の
結
論
と
し
て
「
経
験
の
対
象
は
現
象
、
つ
ま
り
単
な
る
表
象
に
過
ぎ
な
い
。
」
〔
命
題
（
3
）
に
該
当
〕
と
言

わ
れ
て
い
る
。
表
象
と
は
心
的
存
在
者
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
経
験
の
離
々
も
同
様
に
単
な
る
心
的
存
在
者
で
あ
る
。
そ
し
て
心
的
存
在

者
で
あ
る
経
験
の
対
象
は
我
々
の
思
考
に
お
い
て
の
み
現
実
に
存
在
す
る
。
つ
ま
り
我
々
が
そ
れ
を
心
に
お
い
て
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば

（
厳
密
に
は
）
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
超
越
論
的
実
在
論
は

　
「
空
間
と
階
間
と
を
（
我
々
の
感
性
か
ら
独
立
に
）
そ
れ
自
身
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
し
（
中
略
）
従
っ
て
外
的
現
象
を
我

々
と
我
々
の
感
性
か
ら
独
立
に
現
実
に
存
在
す
る
物
自
体
と
し
て
華
墨
す
る
。
」
（
〉
ω
＄
）

　
つ
ま
り
こ
の
立
場
で
は
経
験
の
紺
象
（
こ
こ
で
は
外
的
現
象
に
限
ら
れ
る
が
）
は
表
象
（
知
覚
の
こ
と
）
で
は
な
く
、
我
々
の
心
か
ら

独
立
に
存
在
す
る
存
在
老
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
経
験
の
対
象
は
我
々
の
心
が
そ
れ
を
意
識
し
て
い
な
く
と
も
、
現

実
に
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
超
越
論
的
観
念
論
と
超
越
論
的
実
在
論
は
経
験
の
対
象
と
そ
の
現
実
存
在
に
つ
い
て
全
く
正
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
超
越
論
的
実
在
論
か
ら
は
必
然
的
に
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
に
関
す
る
懐
疑
的
観
念
論
が
帰
結
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
主
張
す

る
。
そ
こ
で
次
に
カ
ン
ト
に
よ
る
経
験
的
観
念
論
の
超
越
論
的
実
在
論
か
ら
の
導
出
を
こ
こ
で
再
構
成
し
て
み
よ
う
。

　
上
記
の
よ
う
に
超
越
論
的
実
在
論
は
経
験
の
対
象
を
「
物
自
体
と
し
て
我
々
か
ら
区
別
さ
れ
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
」
（
〉
ω
“
Q
o
）

と
考
え
る
、
一
方
「
我
々
は
〔
認
識
に
際
し
て
〕
自
分
の
中
に
あ
る
表
象
だ
け
を
頼
み
と
す
る
。
」
（
〉
雪
。
。
）
す
る
と
「
私
は
〔
こ
の
よ
う

な
意
味
で
の
〕
外
的
な
事
物
を
本
来
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
私
の
〔
心
の
中
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
〕
内
的
な
知
覚
を
外
的

な
も
の
が
そ
れ
の
近
接
原
因
で
あ
る
よ
う
な
結
果
と
見
な
す
こ
と
で
、
そ
の
知
覚
か
ら
そ
の
よ
う
な
事
物
の
現
実
存
在
へ
と
推
論
す
る
こ

と
し
か
で
き
な
い
。
だ
が
さ
て
、
与
え
ら
れ
た
結
果
か
ら
あ
る
一
定
の
原
因
へ
の
推
論
は
常
に
不
確
実
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
結
果
は

一
つ
以
上
の
原
因
か
ら
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
》
Q
◎
①
c
Q
）
こ
こ
で
言
う
「
一
つ
以
上
の
原
因
」
と
は
「
外
的
な
現
実
的
対
象
」
（
同
）
か
、

そ
れ
と
も
「
想
像
力
の
妄
想
」
（
〉
。
。
♂
）
な
い
し
「
判
断
力
の
過
ち
」
（
同
）
で
あ
る
。
前
者
か
ら
は
当
然
知
覚
が
、
後
者
か
ち
は
夢
や
錯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

覚
が
生
ず
る
。
そ
し
て
結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
論
で
は
、
原
因
の
特
定
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
超
越
論
的
実
在

論
を
と
れ
ば
「
外
的
感
官
の
全
て
の
対
象
の
現
実
存
在
は
疑
わ
し
い
」
（
＞
Q
。
鵯
）
と
い
う
懐
疑
的
観
念
論
の
主
張
が
必
然
的
に
帰
結
す
る

　
　
　
（
2
）

こ
と
に
な
る
。

　
な
お
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
超
越
論
的
実
在
論
者
は
、
通
常
こ
の
よ
う
に
外
的
感
官
の
対
象
（
例
え
ば
物
体
）
の

現
実
存
在
は
疑
っ
た
が
「
思
惟
す
る
自
我
」
の
現
実
存
在
は
確
実
視
し
た
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
こ
の
思
惟
す
る
自
我
も
物
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
「
現
象
に
お
け
る
実
体
と
し
て
感
官
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
」
（
〉
ω
お
）
も
の
で
あ
る
点
で
は
全
く
同
等
で
あ
り
、
と
も
に
「
表
象
能

力
の
外
に
」
（
〉
δ
駆
）
自
存
的
に
存
在
す
る
よ
う
な
「
超
越
論
的
対
象
」
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
対
象
に
つ
い
て
は
「
外
的
現

象
並
び
に
内
的
直
観
の
根
底
に
存
す
る
が
、
物
体
で
も
思
惟
す
る
存
在
者
そ
れ
自
身
で
も
な
く
、
〔
そ
れ
ら
〕
現
象
の
我
々
に
は
未
知
な

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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八
二

鵬　
　
る
根
拠
で
あ
る
」
（
＞
G
Q
お
㎞
）
と
言
わ
れ
、
結
局
超
越
論
的
実
在
論
老
が
そ
れ
な
り
に
首
尾
一
貫
し
て
主
張
し
た
よ
う
に
そ
の
現
実
存
在
が

　
　
証
明
不
可
能
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
こ
と
は
く
2
－
1
＞
で
確
認
す
る
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
こ
の
超
越
論
的
実
在
論
か
ら
経
験
的
観
念
論
の
導
出
過
程
自
体
は
正
当
で
あ
る
と
考
え
た
。
す
る
と
今
度
は
「
経

　
　
験
の
対
象
は
現
象
、
つ
ま
り
単
な
る
表
象
に
過
ぎ
な
い
」
と
す
る
超
越
論
的
観
念
論
か
ら
は
次
の
よ
う
に
容
易
に
経
験
的
実
在
論
が
帰
結

　
　
す
る
こ
と
に
な
る
Q

　
　
　
「
私
の
内
的
感
官
の
対
象
（
私
の
思
考
）
の
現
実
性
に
つ
い
て
と
同
様
、
外
的
対
象
の
現
実
性
に
つ
い
て
も
推
論
す
る
必
要
が
な
い
。

　
　
何
故
な
ら
そ
れ
ら
は
両
方
と
も
表
象
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
直
接
の
知
覚
（
意
識
）
は
同
時
に
そ
れ
ら
の
現
実
性
の
十
分
な
証
明
で
あ
る

　
　
か
ら
だ
。
従
っ
て
超
越
論
的
観
念
論
者
は
経
験
的
実
在
論
者
で
あ
り
、
現
象
と
し
て
の
物
体
に
対
し
て
、
推
論
さ
れ
る
必
要
が
な
く
直
接

　
　
知
覚
さ
れ
る
よ
う
な
現
実
性
を
認
め
る
。
」
（
〉
⊆
o
謡
）

　
　
　
し
か
し
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
外
的
事
物
に
つ
い
て
の
全
て
の
感
性
的
表
象
が
同
時
に
外
的
事
物
の
現
実
存
在
を
含
意
し
て
い
る
の

　
　
で
は
な
い
。
」
（
し
ご
鱒
“
G
Q
）
つ
ま
り
知
覚
と
思
っ
て
も
実
は
夢
や
錯
覚
で
あ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
経
験
の
紺
象

　
　
の
現
実
存
在
が
知
覚
に
よ
っ
て
直
接
証
明
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
知
覚
と
夢
の
間
に
十
分
証
明
可
能
な
差
異
を
設
定
し
な
い
限
り
再
び
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荏
）

　
　
の
現
実
存
在
は
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
　
　
空
想
や
夢
は
先
行
す
る
知
覚
の
再
生
で
し
か
な
い
の
で
「
知
覚
が
な
け
れ
ば
空
想
や
夢
す
ら
可
能
で
は
な
い
。
」
（
》
Q
◎
刈
刈
）

　
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
は
確
か
に
知
覚
の
存
在
は
保
証
さ
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
知
覚
か
ど
れ
が
コ
ピ
1
の
夢
か
が

　
　
区
別
さ
れ
な
い
。
知
覚
と
偽
知
覚
の
弁
別
基
準
の
設
定
に
関
し
て
は
む
し
ろ
次
の
議
論
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
「
真
理
〔
知
覚
〕
と
夢
の
区
溺
は
（
中
略
）
表
象
の
連
関
を
客
観
と
い
う
概
念
に
お
い
て
規
定
す
る
規
劉
に
従
っ
た
表
象
の
結
合
、
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
ま
り
表
象
が
一
つ
の
経
験
に
お
い
て
〔
互
い
に
〕
ど
こ
ま
で
愛
妻
し
う
る
か
否
か
に
よ
っ
て
処
理
さ
、
れ
る
。
」
（
目
く
ト
。
り
O
）

　
　
　
さ
て
こ
れ
ら
の
主
張
か
ら
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
結
論
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。



　
「
感
性
的
表
象
が
経
験
に
お
い
て
互
い
に
整
舎
的
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
知
覚
と
言
え
る
。
そ
し
て
経
験
の
対
象
と
は
表
象
で
あ
る
現
象
に

他
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
知
覚
を
表
象
す
る
こ
と
で
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
は
直
接
証
明
で
き
る
。
」

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
我
々
の
外
的
な
知
覚
の
〔
現
実
存
在
と
し
て
の
〕
客
観
的
実
在
性
に
つ
い
て
の
誤

っ
た
疑
惑
と
し
て
の
経
験
的
観
念
論
を
論
駁
す
る
こ
と
」
（
〉
ω
刈
①
）
が
果
さ
れ
た
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
第
五
節
　
独
我
論
的
観
念
論
の
陶
同
避

　
本
節
で
扱
う
の
は
「
思
惟
存
在
者
の
外
に
あ
り
、
表
象
で
は
な
い
存
在
者
の
現
実
存
在
と
、
そ
れ
の
知
覚
に
思
す
る
対
応
」
を
否
定
す

る
独
我
論
的
観
念
論
と
超
越
論
的
観
念
論
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
主
題
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
自
身
の
直
接
の
言
及
は
『
プ
ロ
レ

ゴ
メ
ナ
』
§
1
3
の
註
二
・
三
に
お
け
る
ご
く
手
短
か
な
も
の
で
あ
る
。

　
超
越
論
的
観
念
論
は
「
蝋
般
に
全
て
の
現
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
事
物
〔
物
自
体
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
〕
で
は
な
く
（
単
な
る

表
象
様
式
で
あ
り
）
、
ま
た
事
物
そ
れ
自
身
に
属
す
る
性
質
で
も
な
い
こ
と
」
（
暫
く
ト
σ
㊤
ω
）
を
主
張
す
る
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
よ
う
な

「
我
々
の
外
に
存
在
す
る
対
象
」
（
宅
卜
。
c
。
Φ
）
が
「
そ
れ
自
身
な
ん
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
」
（
同
）
全
く
不
可
知
で
あ
る
、
と
は
言
う
。

　
し
か
し
一
方
そ
れ
は
ま
た
「
こ
の
事
物
の
現
実
存
在
に
は
関
与
せ
ず
」
（
凹
く
b
。
8
）
カ
ン
ト
は
「
そ
の
現
実
存
在
を
疑
う
こ
と
な
ど
思
？

て
み
た
こ
と
も
な
い
」
（
同
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
象
と
は
そ
の
よ
う
な
「
我
々
に
は
未
知
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
現
実
的
な
写
象

の
現
れ
」
（
H
く
鱒
Q
Q
Φ
）
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
超
越
論
的
観
念
論
は
「
思
惟
存
在
者
の
外
に
あ
り
表
象
（
知
覚
）
で
は
な
い
存
在
者
」
の
「
現
実
存
在
を
否
定
し
な
い
」
と
い

う
意
味
で
独
我
論
的
観
念
論
の
「
ま
さ
に
対
立
物
で
あ
る
」
（
一
く
㈹
O
Q
り
）
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
主
張
で
あ
る
。
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本
章
の
課
題
は
〈
序
〉
で
示
し
た
と
う
り
だ
が
、
そ
れ
を
次
の
手
順
で
果
し
て
行
き
た
い
。
ま
ず
第
一
節
で
〈
1
－
5
＞
で
示
し
た

「
独
我
論
的
観
念
論
回
避
」
の
議
論
を
知
覚
論
と
し
て
捉
え
直
し
、
思
惟
存
在
者
の
外
に
あ
る
と
さ
れ
た
存
在
者
の
現
実
存
在
が
、
超
越

論
的
観
念
論
の
全
体
の
枠
組
か
ら
ど
の
よ
う
に
保
証
さ
れ
得
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
次
に
第
二
節
で
は
く
1
！
2
＞
か
ら
く
1
－
4
V

ま
で
で
見
た
経
験
的
実
在
論
を
構
築
す
る
た
め
の
概
念
操
作
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
験
的
対
象
の
定
義
が
帰
結
す
る
か
を
追
求
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
、
最
後
に
第
三
節
で
カ
ン
ト
の
実
在
論
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
策
二
節
　
カ
ン
ト
の
知
覚
論

　
「
知
覚
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
表
象
の
一
種
、
即
ち
「
感
覚
を
伴
っ
た
表
象
」
（
c
d
置
刈
）
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
で
も
触

れ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
「
知
覚
の
直
接
の
対
象
は
心
的
存
在
者
た
る
表
象
に
過
ぎ
な
い
。
」
と
い
う
限
り
で
の
知
覚
表
象
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
ま
た
〈
1
－
2
＞
で
は
「
直
観
（
即
ち
知
覚
）
は
対
象
の
刺
激
の
仕
方
、
現
れ
方
（
つ
ま
り
現
象
）
を
表
象
し
て
い
る
」
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
す
る
と
知
覚
は
「
現
象
に
つ
い
て
の
表
象
」
と
、
ま
た
現
象
と
は
「
知
覚
の
対
象
」
（
ゆ
b
。
ミ
）
と
も
雷
い
得
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
一
方
〈
1
i
4
＞
で
こ
の
現
象
自
体
が
「
単
な
る
表
象
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
以
上
、
現
象
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
表
象
、
知
覚

と
は
事
実
上
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
「
現
象
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
単
な
る
表
象
と
し
て
、
た
だ
知
覚
に
お
い
て

の
み
現
実
的
で
あ
る
。
知
覚
は
実
際
…
に
は
経
験
的
な
表
象
の
現
実
性
、
即
ち
現
象
に
外
な
ら
な
い
。
」
（
ゆ
α
昏
っ
一
）

　
そ
れ
で
は
次
に
こ
の
現
象
の
定
義
を
見
て
み
よ
う
。
現
象
と
は
「
我
々
の
感
性
が
未
知
な
る
何
か
に
よ
っ
て
鯛
激
さ
れ
る
仕
方
」
（
H
＜

鐙
鳶
）
な
い
し
、
そ
の
「
未
知
な
る
何
か
」
が
「
我
々
の
感
官
を
荊
激
す
る
こ
と
で
我
々
の
内
に
生
じ
さ
せ
た
表
象
」
（
H
＜
・
。
G
。
り
）
と
定
義
さ
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れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
い
う
「
我
々
の
感
性
を
刺
激
す
る
こ
と
で
、
現
象
の
原
因
と
な
る
未
知
な
る
何
か
」
に
つ
い
て
は
ま
た
「
知
性
は
対
象
そ
れ
自

身
を
思
惟
す
る
が
、
た
だ
現
象
の
原
因
で
あ
る
（
従
っ
て
そ
れ
自
身
現
象
で
は
な
い
）
超
越
論
的
客
観
と
し
て
思
惟
す
る
」
（
切
ω
念
）
と

言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
現
象
な
い
し
知
覚
で
は
な
く
、
従
っ
て
感
性
に
よ
っ
て
は
表
象
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
専
ら
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
対
象
と
し
て
「
知
性
存
在
者
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
つ
ま
り
知
覚
の
定
義
の
中
に
既
に
超
越
論
的

対
象
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
雷
い
換
え
れ
ば
知
覚
が
「
超
越
論
的
対
象
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
カ
ン
ト

は
「
そ
れ
自
身
知
覚
で
は
な
い
（
し
か
し
知
性
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
）
対
象
が
存
在
し
、
そ
れ
が
主
観
の
感
受
能
力
に
因
果
作
用
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ぼ
し
た
結
果
生
じ
た
心
的
存
在
者
が
知
覚
で
あ
る
。
」
と
い
う
限
り
で
の
知
覚
原
因
説
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
通
常
知
覚
原
因
説
で
は
更
に
「
知
覚
は
そ
の
原
因
で
あ
る
対
象
の
性
質
を
何
ら
か
の
形
で
表
現
し
て
い
る
。
」
と
い
う
主
張

を
伴
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
が
〈
1
i
2
＞
で
「
全
て
の
直
観
に
つ
い
て
の
超
越
論
的
観
念
性
」
の
主
張
と
し
て
確
認
し
た
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
こ
れ
を
明
確
に
否
定
す
る
。

　
カ
ン
ト
の
知
覚
論
を
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
上
で
、
〈
1
1
5
＞
で
の
「
独
我
論
的
観
念
論
回
避
」
の
議
論
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
ま
ず

そ
の
独
我
論
的
観
念
論
に
よ
っ
て
現
実
存
在
と
知
覚
へ
の
対
応
が
否
定
さ
れ
る
存
在
者
と
は
、
知
覚
原
因
説
で
言
う
「
そ
れ
自
身
知
覚
で

は
な
い
、
知
覚
の
原
因
」
つ
ま
リ
カ
ン
ト
の
用
語
で
は
超
越
論
的
対
象
に
当
た
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。
そ
し
て
「
単
な
る
表
象

で
は
な
く
、
思
惟
存
在
者
の
外
に
あ
る
」
と
い
う
表
現
も
「
そ
れ
自
身
、
表
象
で
あ
る
知
覚
で
は
な
い
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
解
せ

よ
う
。
（
従
っ
て
全
て
の
表
象
か
ら
独
立
な
の
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
概
念
を
も
ち
得
る
の
で
あ
る
。
）
そ
し
て
独
我
論
的
観

念
論
と
は
「
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
対
象
の
、
知
覚
か
ら
独
立
な
現
実
存
在
を
認
め
な
い
。
」
と
主
張
す
る
（
知
覚
原
因
説
の
ラ
イ
バ
ル

で
あ
る
）
「
知
覚
に
つ
い
て
の
観
念
説
」
に
外
な
ら
ず
、
〈
1
－
5
＞
の
議
論
は
知
覚
の
原
因
に
対
し
て
知
覚
と
独
立
な
現
実
存
在
を
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
か
否
か
と
い
う
、
知
覚
原
因
説
と
知
覚
観
念
説
の
間
の
議
論
と
し
て
捉
え
直
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
捉
え
直
し
た
上
で
、
既
に
述

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

べ
た
「
現
実
存
在
の
否
定
を
含
意
し
な
い
」
と
い
う
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
の
意
味
を
改
め
て
考
え
て
み
ょ
う
。

　
既
に
見
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
現
象
を
定
義
す
る
に
際
し
て
（
部
分
的
で
あ
っ
て
も
）
知
覚
原
因
説
を
受
け
入
れ
、
「
現
象
」
概
念
を
「
超

越
論
的
対
象
一
概
念
を
用
い
て
定
義
し
た
。
そ
う
す
る
以
上
、
「
現
象
」
概
念
を
受
け
入
れ
、
か
つ
超
越
論
的
対
象
の
対
応
を
否
定
す
る

こ
と
は
論
理
的
に
矛
憂
し
て
い
る
、
と
い
う
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
主
張
が
な
さ
れ
る
。

　
「
現
象
に
は
そ
れ
自
身
現
象
で
は
な
い
何
か
が
紺
応
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
現
象
一
般
の
概
念
か
ら
当
然
帰
結
す
る
。

何
故
な
ら
現
象
は
そ
れ
自
身
と
し
て
我
々
の
表
象
様
式
以
外
に
は
無
で
あ
り
う
る
。
従
っ
て
終
わ
り
の
無
い
循
環
が
生
じ
る
べ
き
で
は
な

い
な
ら
、
現
象
と
い
う
言
葉
は
既
に
、
そ
れ
の
直
接
的
な
表
象
は
確
か
に
感
性
的
で
は
あ
る
が
、
ま
た
我
々
の
感
性
の
こ
の
性
質
な
し
に
、

そ
れ
自
身
と
し
て
あ
る
も
の
、
即
ち
感
性
か
ら
独
立
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
へ
の
関
係
を
指
し
示
し
て
い
る
。
」
（
〉
卜
。
㎝
S

　
そ
し
て
こ
の
場
合
、
超
越
論
的
紺
象
の
知
覚
へ
の
対
応
を
必
然
的
に
認
め
る
と
は
、
当
然
そ
の
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
認
め

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
「
知
性
は
ま
さ
に
現
象
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
物
自
体
の
現
実
存
在
を
も
認
め
る
。
そ
の
限
り
で
我
々
は
次
の
よ
う
に

言
い
得
る
。
現
象
の
根
底
に
存
す
る
こ
の
よ
う
な
存
在
者
の
表
象
、
従
っ
て
知
性
存
在
者
の
表
象
は
単
に
許
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
不
可

避
的
で
あ
る
と
。
」
（
目
く
。
。
｝
へ
題
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
が
（
〈
1
1
5
＞
で
見
た
よ
う
に
）
「
我
々
に
と
っ
て
未
知
で
あ
る
が
現
実
の
対
象
」
と
語
る
時
に
も
彼
の

念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
を
ま
と
め
る
と
、

　
（
5
）
　
「
超
越
論
的
対
象
の
概
念
を
用
い
て
定
義
さ
れ
た
現
象
概
念
を
受
け
入
れ
る
以
上
、
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

現
実
存
在
は
不
可
避
的
・
必
然
的
に
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
知
覚
原
因
説
を
前
提
と
し
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
反
面
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
は
知
覚
原
因
説
を
否
定
す
る
よ

う
な
結
論
も
岡
時
に
含
意
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
く
1
－
3
＞
で
確
認
さ
れ
た
「
経
験
的
直
観
を
指
示
対
象
と
し
て
持
た
な
い
概
念
は
全
て
客
観
的
妥
当
性
を
持
た
な
い
。
」
と

い
う
主
張
を
想
起
し
て
み
よ
う
。

　
さ
て
超
越
論
的
対
象
は
定
義
上
そ
れ
自
身
知
覚
で
は
な
く
、
ま
た
超
越
論
的
対
象
が
引
き
起
こ
し
た
因
果
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
知
覚

の
性
質
も
、
そ
の
原
因
の
性
質
を
反
映
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
（
〈
1
－
2
＞
）
、
「
超
越
論
的
対
象
の
性
質
」
と
い
う
概
念
が
客
観
的
妥
当

性
を
持
た
な
い
概
念
に
該
当
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
「
「
超
越
論
的
紺
色
は
ど
ん
な
性
質
を
し
て
い
る
か
」
即
ち
「
超
越
論
的
対
象
と
は
何
か
」
と
い
う
閥
い
に
は
答
え
が
与
え
ら
れ
な
い

が
、
「
そ
の
問
い
自
体
が
無
で
あ
る
」
と
答
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
何
故
な
ら
こ
の
言
い
の
紺
象
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
（
中
略
）
規
定
さ
れ
た
述
語
に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
事
物
（
両
型
霧
）
の
性
質
に
関
す
る
問
い
は
、
そ
の
事
物
が
、
我

々
に
紺
し
て
与
え
ら
れ
得
る
対
象
の
領
域
の
外
に
あ
る
の
で
、
全
く
無
効
な
の
で
あ
る
。
」
（
b
d
α
O
茶
）

　
さ
て
こ
の
「
超
越
論
的
対
象
の
性
質
の
不
可
知
性
」
と
い
う
事
柄
自
体
は
既
に
確
認
済
み
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
止

ま
ら
な
い
。
こ
の
引
用
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
超
越
論
的
対
象
の
性
質
が
不
可
知
な
の
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
性
質
を
担
う
基
体
と
し
て
の

超
越
論
的
対
象
自
体
が
知
覚
可
能
な
対
象
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
知
覚
を
指
示
対
象
と
し
て
持
た
ず
、
従
っ
て
客
観
的

実
在
性
を
欠
く
概
念
と
は
単
に
「
超
越
論
的
対
象
の
性
質
」
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
超
越
論
的
対
象
」
の
概
念
自
体
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
概
念
・
命
題
が
客
観
的
実
在
性
を
持
た
な
い
と
は
真
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
般
に
真
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
概
念
を
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

一
部
と
し
て
含
ん
だ
概
念
な
い
し
命
題
は
、
そ
れ
自
身
真
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
（
真
で
は
な
い
）
超
越
論
的
対
象

と
い
う
概
念
を
含
む
一
切
の
命
題
（
判
断
）
は
真
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
当
然
「
超
越
論
的
対
象
は
知
覚
の
原
因
と
し
て
現
実
に
存
在
し

て
い
る
。
」
と
い
う
命
題
も
圃
様
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
既
．
に
く
1
－
4
＞
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
も
超
越
論
的
実
在
論
者
と
同
様
に
知
覚
の
現
実
存
在
を
超
越
論
的
対
象

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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165　
　
（
超
越
論
的
実
在
論
者
に
と
っ
て
は
経
験
の
気
象
）
の
現
実
存
在
の
証
拠
と
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
概
念
の
指
示
対
象
と
し
て
認
め
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
以
上
の
議
論
か
ら
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
も
、
そ
の
性
質
同
様
不
可
知
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ま
た
同
様
の
理
由
で
超
越
論
的
対
象
の
概
念
を
用
い
た
現
象
の
定
義
自
体
も
真
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
定
義
か
ら
不
可
避
的
に
帰
結
す

　
　
る
、
超
越
論
的
薄
象
の
現
実
存
在
の
想
定
も
ま
た
真
な
る
主
張
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
　
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
（
6
）
　
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
や
、
知
覚
が
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
で
あ
る
こ
と
は
真
で
あ

　
　
　
る
と
は
言
え
な
い
Q

　
　
　
こ
の
主
張
は
明
ら
か
に
先
程
の
（
5
）
で
表
明
さ
れ
た
知
覚
原
因
説
を
（
真
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
）
否
定
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
自
説
が
知
覚
観
念
説
で
は
な
い
と
し
、
実
際
に
原
因
説
の
立
場
で
知
覚
を
定
義
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
そ
の

　
　
知
覚
原
因
説
を
も
否
定
す
る
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
（
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
は
い
お
ば
放
置
さ
れ
て
い
る
）
こ
の
｝

　
　
見
矛
盾
す
る
事
態
は
い
か
に
調
停
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
超
越
論
的
対
象
の
概
念
の
よ
う
に
知
覚
を
指
示
対
象
と
し
て
原
理
的
に
持
ち
得
な
い
概
念
の
揚

　
　
合
、
（
6
）
で
延
わ
れ
た
「
真
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
」
と
い
う
表
現
は
単
に
「
真
偽
の
決
定
が
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ

　
　
と
だ
け
を
意
味
し
、
門
そ
れ
が
偽
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

　
　
　
一
般
に
あ
る
概
念
・
命
題
が
偽
な
ら
、
そ
れ
ら
の
否
定
概
念
・
否
定
命
題
は
真
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
今
原
理
的
に
知
覚
を

　
　
持
た
な
い
概
念
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
概
念
に
ど
の
よ
う
な
述
語
を
付
け
加
え
て
も
真
な
る
命
題
は
成
立
し
な
い
の
だ
か
ら
、

　
　
一
方
が
真
で
あ
る
と
言
え
な
い
の
と
同
様
に
他
方
が
偽
で
あ
る
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
澗
者
と
も
真
偽
決
定
不
能
な
命
題
と
解
釈
さ
れ
る

　
　
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
「
超
越
論
的
対
象
は
現
実
に
存
在
す
る
。
」
を
偽
で
あ
る
と
す
る
と
「
超
越
論
的
対
象
は
現
実
に
存
在
し
な
い
。
」
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が
真
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
超
越
論
的
対
象
と
い
う
概
念
を
含
む
以
上
実
は
真
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
〈
1
1

3
＞
で
の
「
理
性
の
思
弁
的
使
用
の
経
験
の
対
象
へ
の
制
限
」
の
引
用
文
中
に
お
い
て
も
感
性
的
直
観
が
対
応
し
な
い
客
観
の
概
念
に
つ

い
て
「
そ
れ
自
体
が
可
能
で
あ
る
か
不
可
能
で
あ
る
か
が
概
念
に
よ
っ
て
は
全
く
判
断
で
き
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
（
6
）
は
次
の
よ
う
に
書
き
直
せ
る
。

　
（
7
）
　
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
が
現
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
知
覚
が
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

　
　
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
。

　
ま
た
カ
ン
ト
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
超
越
論
的
対
象
は
「
我
々
の
内
に
〔
知
覚
と
し
て
〕
あ
る
か
、
は
た
ま
た
我
々
の
外
に
〔
知
覚
と

独
立
に
〕
見
い
だ
さ
れ
る
か
、
ま
た
感
性
と
同
時
に
消
さ
れ
る
の
か
、
逆
に
感
性
を
取
り
去
っ
て
も
な
お
残
る
の
か
ど
う
か
は
全
く
未
知

で
あ
る
。
」
（
切
Q
◎
心
濠
）
と
な
る
。

　
つ
ま
り
超
越
論
的
観
念
論
で
は
知
覚
原
因
説
も
知
覚
観
念
説
も
共
に
超
越
論
的
対
象
と
い
う
真
偽
決
定
不
能
な
概
念
に
言
及
す
る
以
上
、

ど
ち
ら
も
真
偽
決
定
不
能
で
あ
り
、
真
と
も
偽
と
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
を
確
認
し
た
上
で
更
に
議
論
を
進
め
る
た
め
に
こ
こ
で
、
「
そ
れ
に
対
し
て
適
合
し
た
対
象
が
感
官
に
お
い
て
与
え
ら
れ
得
な
い

必
然
的
な
理
性
概
念
」
（
ω
c
o
Q
Q
Q
o
）
で
あ
る
た
め
、
超
越
論
的
対
象
の
概
念
と
同
様
に
、
原
理
的
に
知
覚
を
指
示
紺
象
と
し
得
な
い
「
イ
デ

ー
」
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
議
論
を
参
照
し
よ
う
。
上
の
議
論
に
従
え
ば
当
然
こ
の
イ
デ
ー
も
真
偽
決
定
不
能
な
概
念
と
な
り
、
例
え
ば

「
神
」
と
い
う
イ
デ
ー
を
含
む
「
神
は
存
在
す
る
。
」
「
神
は
存
在
し
な
い
。
」
と
い
う
一
組
の
命
題
は
い
ず
れ
も
真
（
な
い
し
偽
）
で
あ

る
と
主
張
で
き
な
い
。
超
越
論
的
対
象
に
つ
い
て
確
認
し
た
の
と
同
じ
こ
の
事
態
を
カ
ン
ト
は
「
人
間
理
性
の
運
の
均
等
性
」
（
ω
Q
Q
O
仁
）

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
言
わ
ば
両
す
く
み
状
態
を
認
め
た
う
え
で
更
に
次
の
よ
う
に
議
論
は
進
む
。

一
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
あ
っ
て
も
対
立
す
る
命
題
の
一
方
を
「
誰
も
そ
れ
の
対
立
命
題
を
疑
い
得
な
い
ほ
ど
確
実
に
（
い
や
単
に
十

．
分
に
確
か
ら
し
く
で
あ
っ
て
も
）
主
張
し
得
な
い
」
（
ゆ
“
①
課
）
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
意
昧
で
も
真
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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九
〇

　
理
由
に
し
て
、
「
そ
れ
に
紺
す
る
独
断
的
な
否
定
に
対
し
て
弁
護
す
る
こ
と
」
（
切
出
9
）
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
通
常
な
ら
あ
る
命
題
を

　
否
定
す
る
こ
と
は
そ
れ
の
冊
立
命
題
の
間
接
論
証
に
な
り
う
る
。
し
か
し
こ
の
塾
舎
、
そ
の
否
定
は
も
う
一
方
に
も
圃
等
に
あ
て
は
ま

　
る
の
で
、
こ
こ
で
言
う
「
弁
護
と
は
自
ら
の
主
張
の
証
明
根
拠
を
増
す
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
が
主
張
し
て
い
る
命
題
を
破
壊
す
る
反

　
躍
老
の
に
せ
の
洞
察
を
挫
折
さ
せ
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
」
（
し
d
G
。
o
鼻
）
こ
の
議
論
は
「
理
性
の
論
争
的
使
用
扁
と
呼
ば
れ
る
。

二
、
カ
ン
ト
は
更
に
ど
ち
ら
も
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
よ
う
な
、
対
立
す
る
一
組
の
命
題
の
…
方
を
「
理
性
の
主
観
的
格
率
鳳
を
根
拠
と

　
し
て
、
他
方
を
さ
し
お
い
て
支
持
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
我
々
は
「
理
性
の
主
観
的
格
率
を
常
に
後
ろ
盾
に
持
っ
て
い
る

　
が
そ
れ
は
対
立
者
に
は
必
然
的
に
欠
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
格
率
の
庇
護
の
下
に
落
ち
着
き
払
っ
て
彼
の
全
て
の
空
騒
ぎ
を
見
て
い

　
ら
れ
る
」
（
じ
d
ミ
O
h
）
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
理
性
の
格
率
」
と
い
う
の
は
「
客
観
の
性
質
か
ら
で
は
な
く
、
こ
の
客
観
の
認
識
の
可
能
な
完
全
性
に
関
す
る
理
性
の
関
心

か
ら
由
来
し
た
全
て
の
主
観
的
原
則
」
（
し
⇔
①
譲
）
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
格
率
に
支
持
さ
れ
た
命
題
は
認
識
と
し
て
客
観
的
な
事

態
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
な
る
主
観
の
関
心
、
つ
ま
り
「
認
識
の
可
能
な
完
全
性
」
と
い
う
イ
デ
：
を
求
め
た
い
、
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
換
え
れ
ば
「
経
験
的
認
識
を
最
大
可
能
な
ま
で
体
系
化
し
た
い
」
と
い
う
思
弁
的
関
心
（
切
“
一
6
を
表
明
し
た
命
題
で
し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
主
観
の
関
心
に
従
っ
て
命
題
を
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
真
偽
決
定
不
能
な
事
柄
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
さ
て
こ
の
場
合
の
イ
デ
ー
と
は
「
人
間
理
性
の
本
性
に
基
づ
い
て
い
る
」
（
c
d
ω
。
。
O
）
特
殊
な
概
念
で
あ
っ
た
が
、
カ
ン
ト
は
ま
た
「
い

つ
も
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
て
の
純
粋
な
総
弁
的
認
識
を
、
従
っ
て
ま
た
形
置
上
学
自
身
を
（
中
略
）
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
揚

合
は
」
（
剛
く
ω
箆
）
「
常
識
」
を
根
拠
に
し
て
「
我
々
に
唯
一
可
能
で
あ
る
含
煮
的
信
念
」
（
同
）
に
訴
え
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ

で
「
合
理
的
」
即
ち
論
理
的
に
妥
当
で
あ
っ
て
、
ま
た
経
験
的
事
実
と
な
ん
ら
抵
触
し
な
い
限
り
は
、
我
々
は
真
偽
決
定
不
能
な
事
柄
に

つ
い
て
、
常
識
な
い
し
信
念
を
根
拠
に
【
定
の
主
張
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
以
上
の
議
論
は
そ
の
ま
ま



　
　
本
題
の
超
越
論
的
対
象
の
概
念
に
も
適
用
で
き
よ
う
。

　
　
　
さ
て
知
覚
原
因
説
も
知
覚
観
念
説
も
共
に
真
偽
決
定
不
能
な
事
柄
に
拘
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
先
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
態
を
踏

　
　
ま
え
こ
れ
ら
二
つ
の
相
対
立
す
る
説
の
内
、
知
覚
原
因
説
の
立
場
に
立
っ
た
弁
護
を
行
い
知
覚
観
念
説
を
真
で
は
な
い
と
し
て
論
駁
で
き

　
　
よ
う
。
す
る
と
〈
1
！
5
＞
で
は
知
覚
観
念
説
（
独
我
論
的
観
念
論
）
は
単
に
回
避
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

　
　
と
超
越
論
的
観
念
論
は
、
そ
れ
を
真
で
は
な
い
と
し
て
退
け
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
同
時
に
知
覚
原
國
説
も
真
で
は
な
い
と
さ
れ
る
た
め
、
こ
の
ま
ま
で
は
何
ら
積
極
的
な
主
張
は
為
さ
れ
得
な
い
。

　
　
そ
こ
で
更
に
知
覚
原
因
説
を
合
理
的
儒
念
と
し
て
再
生
さ
せ
る
と
い
う
戦
略
が
と
れ
る
。
こ
の
場
合
信
念
を
支
え
る
の
は
「
知
覚
に
は
そ

　
　
れ
自
身
知
覚
で
は
な
い
存
在
者
が
対
応
し
て
い
る
」
と
い
う
通
常
我
々
が
自
然
に
信
じ
て
い
る
常
識
で
あ
る
。
そ
し
て
知
覚
を
超
越
論
的

　
　
対
象
の
現
れ
と
し
て
定
義
し
た
り
、
そ
の
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
ま
で
含
め
て
、
こ
れ
ら
は
全
て
論
理
的
に
妥
当

　
　
で
経
験
的
事
実
に
も
抵
触
し
な
い
、
即
ち
「
合
理
的
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
主
張
を
次
の
よ
う
な
命
題
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　
　
（
8
）
　
そ
れ
自
身
知
覚
で
は
な
い
対
象
が
知
覚
の
原
悶
と
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
か
ら

　
　
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
常
識
を
根
拠
に
し
て
合
理
的
信
念
と
し
て
主
張
し
う
る
。

　
　
　
従
っ
て
本
節
の
結
論
と
し
て
カ
ン
ト
の
知
覚
論
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
「
カ
ン
ト
は
知
覚
表
象
説
を
採
っ
た
が
、
知
覚
原

　
　
憶
説
と
知
覚
観
念
説
と
い
う
そ
の
次
の
選
択
肢
は
ど
ち
ら
も
「
真
な
る
理
論
」
と
し
て
は
採
用
し
な
か
っ
た
。
但
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

　
　
そ
彼
は
知
覚
原
因
説
を
合
理
的
信
念
と
し
て
採
用
し
、
知
覚
を
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
と
し
て
定
義
で
き
た
。
」

　
　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ま
た
同
時
に
実
在
論
と
し
て
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
「
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
を
否
定
す
る
独
我
論
的
観
念
論
を
た
だ
回
避
し
た
の
み
か
、
そ
れ
を
「
真
で
は
な
い
」
と
し
て
論
駁
す

　
　
る
が
、
一
方
で
は
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
を
聖
な
る
事
柄
と
し
て
主
張
す
る
の
で
は
な
く
（
こ
の
点
で
も
彼
は
ま
た
超
越
論
的
観
念

　
　
論
者
と
言
い
得
る
）
合
理
的
信
念
と
し
て
持
つ
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
言
わ
ば
穏
や
か
な
実
在
論
（
こ
れ
を
「
超

195　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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越
論
的
実
在
性
の
信
念
」
と
呼
ぼ
う
）

を
採
用
す
る
。
」

九
二

　
第
二
節
経
験
の
対
象
と
は
何
か

　
本
節
で
は
く
1
－
2
＞
か
ら
く
1
－
4
＞
ま
で
紹
介
し
た
経
験
的
実
在
論
が
含
意
す
る
経
験
の
対
象
の
定
義
を
扱
う
。
ま
ず
は
こ
れ
ま

で
確
認
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
議
論
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
経
験
の
対
象
と
は
大
雑
把
に
言
っ
て
、
我
々
が
知
覚
し
て
い
る
対
象
で
あ
る
。
本
来
こ
の
「
知
覚
し
て
い
る
頬
象
」
と
は
知
覚
の
原
因

と
し
て
「
知
覚
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
扁
対
象
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
超
越
論
的
観
念
論
は
、
こ
の
よ
う
な
対
象
は
「
そ
れ
自
身

知
覚
で
は
な
い
」
と
い
う
そ
の
定
義
上
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
し
て
知
覚
の
内
容
が
そ
の
対
象
の
性
質
を
反
映
し
て
い

る
か
ど
う
か
が
一
切
認
識
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
（
〈
2
！
1
＞
参
照
）
従
っ
て
こ
れ
を
経
験
の
対
象
と
す
る
以
上
経
験
的
実
在
性
は
証

明
で
き
な
い
。
（
〈
1
1
4
＞
参
照
）
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
対
象
を
経
験
の
対
象
と
見
な
さ
ず
（
超
越
論
的
対
象
と
し
）
、
代
わ

り
に
そ
の
対
象
の
現
れ
に
過
ぎ
な
い
知
覚
を
経
験
の
対
象
と
見
な
し
た
。
こ
の
こ
と
は
命
題
（
3
）
と
し
て
見
た
。
こ
の
よ
う
に
知
覚
と

経
験
の
測
距
を
同
一
視
す
る
こ
と
で
、
知
覚
の
内
容
が
対
象
の
性
質
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
対
象
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
と

い
う
経
験
的
漿
在
性
は
自
朗
と
な
り
、
（
実
在
性
を
証
明
可
能
と
す
る
と
い
う
意
味
で
）
強
力
な
実
在
論
を
構
築
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
、

と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
元
来
こ
の
知
覚
と
は
「
主
観
の
心
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
心
的
存
在
者
」
と
し
て
の
表
象
（
感
性
的
表
象
）
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
客
観
性
の
意
味
を
「
表
象
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
」
と
し
た
ま
ま
で
は
、
経
験
の
対
象
は
単
に
主
観
的
で
あ
っ
て
「
客
観
」
と

は
言
え
な
い
。

　
そ
こ
で
表
象
に
過
ぎ
な
い
知
覚
を
経
験
の
対
象
と
見
な
す
以
上
、
少
な
く
と
も
こ
の
経
験
の
対
象
に
と
っ
て
の
「
客
観
性
」
の
意
味
も

同
時
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
新
た
な
「
客
観
性
」
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
「
こ
の
よ
う
に
し
か
表
象
を
も
て
な
い
。
」
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と
い
う
意
味
で
の
「
必
然
性
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
我
々
は
命
題
（
2
）
と
し
て
確
認
済
み
で
あ
る
。

　
確
か
に
経
験
の
頬
象
を
表
象
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
対
象
と
見
な
し
続
け
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
必
然
性
は
単
に
対
象
と
は
無
関
係
な

認
識
主
観
の
特
殊
な
事
情
を
述
べ
る
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
（
こ
の
こ
と
か
ら
空
間
・
時
間
の
超
越
論
的
観
念
性
が
導
か
れ
た
。
）

（〈

P
－
2
＞
参
照
）
し
か
し
既
に
対
象
が
表
象
に
外
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
対
象
自
体
が
従
う
「
客
観
的
な
必
然
性
」
と

言
い
得
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
て
超
越
論
的
観
念
論
者
は
経
験
の
対
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
で
あ
ろ
う
。

　
（
9
）
　
経
験
の
紺
象
と
は
必
然
的
な
仕
方
で
心
に
持
た
れ
た
知
覚
で
あ
る
。

　
さ
て
知
覚
は
感
性
に
よ
っ
て
持
た
れ
る
表
象
に
は
違
い
な
い
が
、
カ
ン
ト
は
感
性
の
能
力
を
受
容
一
点
張
り
に
限
定
し
た
の
で
、
受
け

取
ら
れ
た
表
象
は
相
互
の
脈
絡
を
欠
き
、
知
性
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
一
定
の
有
意
味
な
「
像
」
と
し
て
結
像
し
な
い
。
従
っ
て

知
覚
が
成
立
す
る
た
め
に
は
感
性
と
共
に
知
性
の
働
き
が
関
与
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
る
。
（
〈
1
－
3
＞
参
照
）

　
す
る
と
経
験
の
対
象
と
は
感
性
に
よ
っ
て
必
然
的
な
仕
方
で
受
け
取
ら
れ
、
知
性
に
よ
っ
て
必
然
的
な
仕
方
で
結
合
さ
れ
た
表
象
（
な

い
し
表
象
の
集
ま
り
）
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
先
に
命
題
（
4
）
と
し
て
ま
と
め
て
お
い
た
。

　
さ
て
命
題
（
4
）
に
お
い
て
語
ら
れ
る
、
言
わ
ば
経
験
の
対
象
を
形
作
る
働
き
と
で
も
呼
べ
る
「
知
覚
を
一
つ
の
概
念
の
下
に
統
一
す

る
働
き
」
は
、
先
に
経
験
の
定
義
と
し
た
命
題
（
1
）
で
表
現
さ
れ
た
「
知
覚
に
紺
す
る
綜
舎
的
統
一
」
に
当
た
る
。
つ
ま
り
経
験
の
対

象
を
形
作
る
働
き
と
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
判
断
、
即
ち
経
験
す
る
働
き
と
は
同
一
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
次
の

よ
う
に
言
う
。

　
「
意
識
の
綜
合
的
統
一
は
全
て
の
認
識
の
客
観
的
な
条
件
で
あ
り
、
私
自
身
が
客
観
を
認
識
す
る
た
め
に
の
み
要
請
す
る
の
で
は
な
く
、

全
て
の
直
観
が
私
に
対
し
て
客
観
と
な
る
た
め
に
そ
れ
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
条
件
で
も
あ
る
」
（
ゆ
同
ω
c
Q
）

　
つ
ま
り
「
直
観
が
私
に
対
し
て
客
観
と
な
る
」
こ
と
と
、
「
私
自
身
が
客
観
を
認
識
す
る
」
こ
と
が
端
的
に
同
一
の
事
態
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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さ
て
感
性
が
表
象
を
受
け
取
り
、
知
性
が
そ
れ
を
結
合
す
る
必
然
的
な
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
、
即
ち
空
間
・
時
問
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
明
示
的
に
す
る
た
め
に
（
4
）
を
書
き
直
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
1
0
）
　
表
象
は
こ
の
関
係
（
空
間
と
野
砲
）
に
お
い
て
、
経
験
の
統
一
の
規
則
〔
カ
テ
ゴ
リ
ー
〕
に
従
っ
て
結
合
さ
れ
規
定
さ
れ
る
限

　
　
り
対
象
と
呼
ば
れ
る
。
（
し
d
総
b
ρ
）

　
こ
の
よ
う
に
空
間
・
時
間
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
組
み
込
ん
で
経
験
の
対
象
を
定
義
す
れ
ば
、
当
然
〈
1
1
2
＞
〈
1
1
3
＞
で
見
た
ご
と
く

前
者
の
後
者
に
封
ず
る
客
観
的
妥
当
性
は
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
空
間
・
時
間
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
認
識

の
内
容
と
対
象
の
在
り
方
の
端
的
な
同
τ
視
を
意
味
し
て
い
る
。

　
い
ま
こ
の
こ
と
を
賭
問
と
カ
テ
ゴ
リ
1
と
を
併
せ
た
、
「
全
て
の
変
化
は
原
因
と
結
果
の
結
倉
の
法
則
に
従
っ
て
起
こ
る
。
」
（
ゆ
ト
。
器
）

と
い
う
よ
う
な
命
題
〔
原
則
〕
を
例
に
と
っ
て
書
う
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
自
然
は
現
象
、
つ
ま
り
我
々
の
う
ち
に
あ
る
表
象
を
総
括
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
扁
（
目
く
ω
6
）
と
し
て
「
現
象
の
結
合
の
法
瑚
〔
自

然
法
翔
〕
は
我
々
の
う
ち
に
あ
る
表
象
の
結
合
の
早
期
か
ら
し
か
受
け
取
ら
れ
な
い
」
（
同
）
の
で
「
純
粋
で
三
男
的
な
自
然
法
則
に
関

し
て
自
然
と
可
能
的
経
験
と
は
金
く
一
様
〔
在
り
方
が
同
一
〕
で
あ
る
。
」
（
剛
く
認
O
）

　
さ
て
私
は
次
に
単
に
「
純
粋
で
普
遍
的
な
置
数
法
蜀
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
側
面
に
止
ま
ら
ず
、
経
験
の
対
象
は
そ
の
具
体
的
な
性
質

や
現
実
存
在
を
も
含
め
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
（
経
験
）
内
容
と
問
一
の
在
り
方
し
か
持
た
な
い
こ
と
を
カ
ン
ト
の
議
論
の
必
然
的

な
含
意
と
し
て
示
し
た
い
。

　
経
験
の
対
象
は
厳
密
に
言
え
ば
判
断
や
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
に
窪
し
て
判
断
が
下
さ
れ
、
ま
た
概
念
の
下
に
統
一
さ
れ
る
知
覚
な
い

し
知
覚
の
集
ま
り
で
あ
る
〔
命
題
（
3
）
（
9
）
〕
。
従
っ
て
判
断
・
概
念
で
あ
る
経
験
と
は
種
と
し
て
異
な
る
表
象
で
あ
り
、
直
接
に
は

同
一
視
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
ま
た
「
多
様
は
な
お
知
性
の
綜
合
に
先
立
っ
て
、
そ
の
綜
合
か
ら
独
立
に
、
直
観
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
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（
し
σ
峯
G
・
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
感
性
的
な
表
象
は
判
断
か
ら
独
立
に
、
一
定
の
内
容
を
持
っ
て
判
断
に
先
行
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
紺
応
ず
る
知
覚
が
与
え
ら
れ
ね
ば
、
概
念
・
判
断
は
現
実
の
対
象
を
産
出
で
き
な
い
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
感
性
的

表
象
は
判
断
（
経
験
）
の
在
り
方
と
は
独
立
の
在
り
方
・
存
在
を
持
つ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
さ
て
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
知
覚
は
判
断

の
所
産
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
判
断
に
先
行
す
る
感
性
的
表
象
を
（
知
覚
と
区
別
し
て
）
感
覚
所
与
と
呼
ぼ
う
。

　
通
常
こ
の
感
覚
所
与
は
判
断
に
よ
る
主
観
的
な
改
変
を
未
だ
蒙
っ
て
お
ら
ず
、
直
接
対
象
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
言
わ
ば
「
生
の
デ
ー

タ
」
と
し
て
客
観
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
感
覚
所
与
を
与
え
る
対
象
は
「
主
観
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
」
．
対
象
と
見

な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
対
象
を
客
観
的
と
見
な
す
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
の
「
所
与
」
で
あ
る
感
覚
所
与
も
客
観
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
経
験
の
対
象
の
具
体
的
な
性
質
、
現
実
存
在
は
感
覚
所
与
と
し
て
判
断
や
認
識
か
ら
独
立
な
在
り
方
を
持
つ
と
、
一
般
に
（
こ
と
に

よ
る
と
カ
ン
ト
も
）
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
対
象
は
超
越
論
的
観
念
論
の
戦
略
上
経
験
の
対
象
と
見
な
さ
れ
ず
、
同
時
に

「
主
観
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
」
と
い
う
客
観
性
の
概
念
自
体
が
放
棄
さ
れ
、
経
験
の
対
象
が
持
つ
べ
き
客
観
性
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。

す
る
と
当
然
同
様
の
意
味
を
持
つ
、
感
覚
所
与
の
客
観
性
も
一
切
認
め
ら
れ
な
い
。
超
越
論
的
観
念
論
老
に
と
っ
て
は
所
与
性
と
は
客
観

性
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
そ
こ
で
超
越
論
的
観
念
論
が
経
験
の
薄
象
の
新
し
い
客
観
性
の
意
味
と
し
て
採
用
し
た
の
が
「
必
然
性
」
で
あ
っ
て
、
「
必
然
的

な
在
り
方
で
受
け
取
ら
れ
、
結
合
さ
れ
た
表
象
」
が
客
観
的
な
対
象
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
も
既
に
確
認
し
た
。
こ
の
観
点
か
ら
言
え
ば

「
判
断
か
ら
独
立
」
即
ち
「
知
性
に
よ
っ
て
必
然
的
に
品
々
さ
れ
て
い
な
い
」
感
覚
所
与
は
単
に
主
観
的
な
表
象
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ

感
覚
所
与
が
知
性
に
よ
っ
て
必
然
的
な
仕
方
で
互
い
に
加
算
的
に
結
合
さ
れ
一
つ
の
有
意
味
な
全
体
と
な
っ
て
初
め
て
客
観
性
を
付
与
さ

れ
、
ま
た
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
我
々
に
と
っ
て
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
感
覚
所
与
が
判
断
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
と
は
、
概
念
の
下
に
そ
の
指
示
対
象
と
し
て
包
摂
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
判
断
の
内

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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（
9
）

容
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
従
っ
て
判
断
に
先
行
し
て
与
え
ら
れ
る
感
覚
所
与
と
て
も
、
判
断
に
先
行
し
独
立
し
た
在
り
方
を
持
つ
限
り
は
客
観
的
な
対
象
の
資
格

は
付
与
さ
れ
ず
、
判
断
の
内
容
と
し
て
の
み
（
た
と
え
そ
れ
が
判
断
以
前
と
内
容
と
し
て
同
じ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
対
象
の
経
験
的
な

性
質
や
現
実
存
在
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
超
越
論
的
観
念
論
者
に
と
っ
て
は
（
感
覚
所
与
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
）
対
象
の
経

験
的
な
性
質
や
現
実
存
在
も
判
断
さ
れ
た
在
り
方
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
即
ち
超
越
論
的
観
念
論
で
は
門
対
象
が
あ
る
経
験
的
な
性
質
を
持
っ
て
現
に
存
在
す
る
」
と
は
門
対
象
が
あ
る
経
験
的
な
性
質
を
持
っ

て
現
に
存
在
す
る
こ
と
を
、
主
観
が
判
断
す
る
」
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
議
論
に
先
に
示
さ
れ
た
普
遍
的
な
側
面
の
同
一
性
を
も
加
え
れ
ば
、
（
ま
た
客
観
に
つ
い
て
の
判
断
と
は
認
識
で
あ
る
の
で
）

　
（
1
1
）
　
経
験
の
対
象
と
は
暴
鱒
識
さ
れ
る
限
り
で
の
対
象
」
に
外
な
ら
ず
、
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
と
独
立
な
在
り
方
・
存
在
は
一
切

　
　
認
め
ら
れ
な
い
、
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
超
越
論
的
観
念
論
老
は
認
識
（
ま
た
同
じ
こ
と
だ
が
「
解
釈
」
）
か
ら
独
立
な
客
観
を
一
切
認
め
な
い
以
上
、
彼
に
と
っ

て
は
我
々
が
経
験
す
る
対
象
な
い
し
そ
こ
か
ら
溝
成
さ
れ
る
世
界
（
カ
ン
ト
の
用
語
で
は
「
自
然
扁
）
は
そ
の
全
て
の
面
に
つ
い
て
、
既

に
そ
の
対
象
・
世
界
に
対
す
る
我
々
の
一
定
の
解
釈
を
組
み
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
端
的
に
　
濁
っ
て
世
界
と
は
世
界
に
つ
い

て
の
我
々
の
解
釈
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
主
張
は
「
経
験
の
対
象
や
世
界
は
少
な
く
と
も
感
覚
に
由
来
す
る
側
面
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
・
解
釈
と
は
独
立
に
一
定
の
在
り
方
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
。
」
と
い
う
我
々
の
常
識
と
真
っ
向
か
ら
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
（
1
1
）
が
言
う
よ
う
に
対
象
の
在
り
方
と
認
識
の
在
り
方
と
が
端
的
に
岡
一
で
あ
れ
ば
、
あ
る
表
象
が
認
識
で
あ
る
た
め
の
要
件

は
、
同
時
に
そ
れ
が
対
象
と
し
て
実
在
的
で
あ
る
た
め
の
（
つ
ま
り
そ
れ
が
表
す
性
質
が
客
観
的
で
あ
り
、
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
知
覚

が
現
実
的
で
あ
る
た
め
の
）
要
件
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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認
識
の
要
件
と
し
て
は
ま
ず
「
真
で
あ
る
」
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
真
偽
決
定
不
能
な
判
断
も
認
識
に
入
っ
て

し
ま
う
。
ま
た
例
え
ば
私
が
何
の
根
拠
も
な
く
「
隣
の
部
屋
に
は
机
が
あ
る
。
」
と
言
っ
て
、
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
は

隣
の
部
屋
に
机
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
認
識
で
あ
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
真

で
あ
る
こ
と
が
正
当
化
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
認
識
の
要
件
と
し
て
更
に
「
真
で
あ
る
こ
と
が
正
当
化
可
能
で
あ
る
こ
と
」

　
　
　
　
（
1
0
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
す
る
と
超
越
論
的
観
念
論
で
は
、
「
真
で
あ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
た
表
象
の
み
が
対
象
と
し
て
実
在
的
で
あ
る
。
」
と
言
い
得
る
こ
と

に
な
り
、
実
在
論
を
樹
立
す
る
た
め
に
は
是
非
と
も
真
理
の
正
当
化
の
基
準
〔
以
下
「
真
理
基
準
」
と
呼
ぶ
〕
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
そ
れ
で
は
超
越
論
的
観
念
論
者
は
何
を
真
理
基
準
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
理
と
は
そ
も
そ
も
「
客
観
と
の
一
致
」
（
b
σ
H
Φ
①
h
）

即
ち
客
観
性
で
あ
る
。
経
験
の
対
象
に
関
す
る
客
観
性
と
は
「
こ
の
よ
う
に
し
か
表
象
を
持
て
な
い
」
と
い
う
意
味
で
の
必
然
性
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
経
験
の
紺
象
に
関
し
て
は
真
理
性
と
は
必
然
性
で
あ
る
の
で
、
真
理
基
準
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
満
た
し
た
表
象
が
何

ら
か
の
意
味
で
必
然
性
を
付
与
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
我
々
は
こ
の
よ
う
な
真
理
基
準
と
し
て
既
に
空
間
・
時
間
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
主
観
の
形
式
、
な
い
し
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る

「
純
粋
で
普
遍
的
な
自
然
法
則
」
と
し
て
の
原
則
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
も
そ
う
考
え
て
い
た
こ
と
も
次
の
箇
所
か
ら
分
か
る

の
で
あ
る
。

　
「
空
間
と
時
間
は
（
純
粋
知
性
概
念
と
一
致
し
て
）
ア
プ
リ
オ
リ
に
全
て
の
可
能
な
経
験
に
対
し
て
法
則
を
指
定
す
る
が
、
そ
の
法
則

は
同
時
に
経
験
に
お
い
て
真
理
を
仮
象
か
ら
区
別
す
る
確
実
な
基
準
を
与
え
て
い
る
。
」
（
図
く
ω
謬
）
つ
ま
り
「
真
理
は
そ
れ
の
基
準
と
し

て
の
普
遍
的
で
必
然
的
な
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
」
（
同
）

　
そ
し
て
こ
の
真
理
基
準
は
「
概
念
が
単
に
知
性
に
お
い
て
経
験
の
形
式
的
条
件
と
結
合
す
る
場
合
、
そ
の
概
念
の
対
象
は
可
能
で
あ

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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る
。
」
（
切
卜
◎
Q
Q
①
）
と
い
う
「
可
能
性
の
原
則
」
に
当
た
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。

　
　
　
さ
て
こ
の
基
準
に
合
格
す
る
表
象
が
必
然
的
で
あ
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
問
題
は
「
普
逓
的
な
自
然
法
鋼
」
が
極
め
て
一
般
的
・
抽
象

　
　
的
な
内
容
し
か
持
た
ず
、
よ
り
個
溺
的
・
具
体
的
な
規
定
は
口
切
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
我
々
は
「
普
遍
的
な
自
然
法
則
」
を
基
準
と
し
て
用
い
る
場
合
、
佃
々
の
ケ
ー
ス
が
そ
の
襲
撃
的
な
規
定
か
ら
演
繹
可
能
か
ど
う
か
を

　
　
判
定
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
よ
う
な
手
段
の
み
に
よ
っ
て
は
個
々
の
ケ
ー
ス
ま
で
直
接
到
達
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
例
え
ば
因
果
関
係
を
例
に
と
れ
ば
、
我
々
が
必
然
的
法
則
と
し
て
先
天
的
に
認
識
で
き
る
の
は
「
あ
る
出
来
事
が
恒
常
的
法
則
に
従
っ
て

　
　
別
の
出
来
事
に
継
起
す
る
こ
と
鳳
だ
け
で
あ
り
、
現
実
の
因
果
関
係
に
お
け
る
原
困
や
結
果
の
特
定
は
経
験
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
わ

　
　
れ
る
。
（
雪
窯
参
照
）
つ
ま
り
具
体
的
・
個
別
的
な
内
容
を
持
つ
経
験
的
な
表
象
は
、
こ
の
普
遍
的
法
灘
と
一
致
し
た
だ
け
で
は
必
然
的
、

　
　
即
ち
真
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

　
　
　
従
っ
て
「
可
能
性
の
原
譜
」
と
し
て
表
現
さ
れ
た
真
理
基
準
は
、
確
か
に
普
遍
的
な
内
容
だ
け
を
持
つ
先
天
的
な
表
象
に
関
し
て
は
真

　
　
理
の
必
要
十
分
な
基
準
た
り
え
る
が
、
経
験
的
な
表
象
に
と
っ
て
は
必
要
条
件
で
し
か
な
い
。
結
局
可
能
性
の
原
期
は
先
天
的
認
識
に
隈

　
　
っ
て
、
そ
の
真
理
基
準
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
雷
え
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
先
の
命
題
（
1
0
）
が
経
験
の
対
象
の
十
分
な
定
義
で
は
な
い

　
　
こ
と
を
意
昧
す
る
。

　
　
　
そ
こ
で
経
験
的
表
象
の
真
理
基
準
な
い
し
そ
れ
が
表
す
鰐
象
の
具
体
的
な
性
質
や
現
実
存
在
の
基
準
の
候
補
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
「
可

　
　
能
性
の
原
則
」
と
共
に
様
糟
の
原
則
と
し
て
挙
げ
て
い
る
「
現
実
性
〔
現
実
存
在
〕
の
原
題
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
そ
の
漂
劉
に
よ

　
　
れ
ば
対
象
が
現
実
的
で
あ
る
と
は
そ
の
「
対
象
が
何
ら
か
の
現
実
的
な
知
覚
と
、
経
験
一
般
に
お
け
る
全
て
の
実
在
的
な
結
合
を
示
す
経

　
　
験
の
類
推
に
従
っ
て
連
関
し
て
い
る
こ
と
」
（
切
邸
刈
b
o
）
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
確
実
に
現
実
的
で
あ
る
と
さ
れ
る

　
　
知
覚
も
結
局
そ
れ
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
じ
基
準
に
従
っ
て
別
に
設
定
さ
れ
た
現
実
的
知
覚
に
依
存
せ
ざ

　
　
る
を
得
ず
、
こ
の
こ
と
は
無
限
に
続
く
。
従
っ
て
結
局
実
際
に
は
問
題
と
な
る
経
験
を
「
そ
の
特
殊
な
規
定
に
関
し
て
、
全
て
の
現
実
的



　
　
〔
と
さ
れ
る
〕
経
験
と
い
う
基
準
と
照
合
す
る
こ
と
で
」
（
ω
b
。
δ
）
現
実
的
か
ど
う
か
判
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
　
従
っ
て
「
対
象
は
現
実
存
在
に
よ
っ
て
は
金
経
験
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
（
し
d
Φ
b
。
。
。
一
）
と
も
言
わ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
現
実
性
の
原
則
を
次
の
よ
う
に
再
定
義
で
き
よ
う
。

　
　
　
「
あ
る
経
験
が
既
知
の
全
て
の
（
知
覚
を
伴
っ
た
認
識
と
し
て
の
）
経
験
と
整
舎
的
で
あ
る
場
合
、
そ
の
経
験
の
対
象
は
現
実
的
で
あ

　
　
る
。
」

　
　
　
つ
ま
り
こ
の
場
合
真
理
基
準
は
「
既
知
の
経
験
的
認
識
と
の
整
合
性
」
と
な
る
。
そ
し
て
一
般
に
認
識
の
整
合
性
が
真
理
基
準
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
経
験
的
認
識
の
「
全
体
」
が
一
つ
の
整
合
的
体
系
を
成
し
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
も
次

　
　
の
よ
う
に
言
う
時
そ
う
考
え
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。

　
　
　
「
我
々
は
連
関
し
た
知
性
使
用
が
欠
け
て
い
れ
ば
、
経
験
的
真
理
の
ど
ん
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
我
々
は
後

　
　
者
〔
メ
ル
ク
マ
ー
ル
〕
に
関
し
て
、
自
然
の
体
系
的
統
一
を
ぜ
ひ
と
も
客
観
的
に
妥
当
で
必
然
的
な
も
の
と
し
て
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
」
（
b
d
①
お
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
と
こ
ろ
が
こ
の
「
自
然
の
体
系
的
統
＝
つ
ま
り
「
経
験
的
認
識
の
全
体
の
整
合
的
連
関
」
に
含
ま
れ
る
「
経
験
的
認
識
の
金
々
」
と

　
　
は
「
現
実
の
経
験
が
確
か
に
い
つ
も
そ
れ
に
属
し
て
い
る
が
、
決
し
て
十
分
に
は
到
達
で
き
な
い
可
能
的
経
験
の
全
体
」
（
ω
。
。
鶏
）
で
あ
り
、

　
　
言
わ
ば
経
験
を
外
延
的
に
越
え
た
事
柄
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
全
体
」
の
整
合
的
連
関
・
体
系
的
統
一
も
、
前
節
で
言
及
し
た

　
　
イ
デ
ー
に
算
入
さ
れ
る
。
す
る
と
前
節
で
確
認
し
た
事
が
こ
の
場
面
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。

　
　
　
第
一
に
、
実
際
に
経
験
的
認
識
の
企
体
が
整
合
的
体
系
を
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
全
く
未
知
、
即
ち
真
偽
決
定
不
可
能
と
言
え
る
。

　
　
従
っ
て
経
験
的
認
識
の
整
合
性
が
真
理
基
準
と
し
て
有
効
か
ど
う
か
も
最
終
的
に
は
保
証
さ
れ
な
い
ま
ま
に
止
ま
る
。

　
　
　
ま
た
一
方
真
偽
決
定
不
可
能
な
事
柄
だ
か
ら
こ
そ
我
々
は
そ
れ
を
「
経
験
的
認
識
を
最
大
可
能
な
ま
で
体
系
化
し
た
い
」
と
い
う
理
性

　
　
の
関
心
に
基
づ
く
合
理
的
信
念
と
し
て
主
張
で
き
る
の
で
、
認
識
の
整
合
性
の
真
理
基
準
と
し
て
の
有
効
性
も
信
念
と
し
て
認
め
ら
れ
る

275　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
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つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
次
に
「
現
実
性
の
原
鋼
」
が
経
験
的
認
識
の
真
理
基
準
の
資
格
を
持
つ
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
こ
の
真
理
基
準
に
基
づ

　
　
い
て
認
識
の
真
偽
を
判
定
す
る
判
断
の
ご
く
基
本
的
な
在
り
方
を
見
定
め
て
お
く
。

　
　
　
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
る
童
心
の
デ
；
タ
と
し
て
の
経
験
的
認
識
は
必
ず
有
限
定
し
か
な
い
。
こ
の
有
限
の
デ
ー
タ
に
関
し
て
「
今
ま

　
　
で
知
覚
し
た
限
り
で
は
、
多
く
は
（
な
い
し
全
て
は
）
…
…
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
判
断
が
成
立
す
る
。
（
こ
れ
は
帰
納
的
な
判
断
で
は
な

　
　
い
。
）
さ
て
今
問
題
と
な
る
の
は
新
た
に
加
わ
っ
た
デ
ー
タ
の
真
偽
で
あ
る
が
、
上
の
判
断
は
そ
の
追
加
デ
ー
タ
に
対
し
て
は
何
も
言
及

　
　
し
て
い
な
い
。
新
た
な
デ
ー
タ
の
真
偽
を
適
う
た
め
に
は
上
の
判
断
か
ら
、
過
去
の
デ
ー
タ
以
外
の
ケ
ー
ス
に
言
及
す
る
命
題
を
導
い
て

　
　
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
帰
納
推
理
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
帰
納
推
理
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
命
題
と
、
当
該
の
デ
ー
タ
と
の
整

　
　
合
性
を
判
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
ユ
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
現
実
性
の
黒
熱
に
基
づ
く
真
偽
判
定
は
門
有
限
個
の
経
験
的
認
識
か
ら
の
帰
納
的
推
理
を
含
む
判
断
」
と
見
な
し
得
る
。

　
　
　
さ
て
上
で
見
た
よ
う
に
「
経
験
的
認
識
の
全
体
嘱
と
は
到
達
不
可
能
な
イ
デ
ー
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
イ
デ
…
と
し
て
の
「
経
験
的
認

　
　
識
の
全
体
の
体
系
的
統
ご
と
は
「
〔
個
々
の
〕
知
性
認
識
が
単
に
偶
然
的
な
集
合
で
は
な
く
、
必
然
的
な
法
則
に
従
っ
て
連
関
し
て
い
る

　
　
体
系
」
（
ゆ
鵯
ω
）
で
あ
り
、
そ
の
中
で
は
個
々
の
経
験
的
認
識
で
あ
る
「
各
々
の
部
分
の
そ
れ
の
位
置
と
他
の
都
分
と
の
関
係
は
ア
プ
リ

　
　
オ
リ
に
規
定
」
（
岡
）
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
あ
く
ま
で
イ
デ
ー
と
し
て
の
最
終
段
階
で
は
あ
る
が
、
整
合
的
連
関
の

　
　
中
で
は
各
経
験
的
認
識
は
必
然
的
な
位
澱
を
占
め
る
と
信
じ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ま
た
さ
ら
に
今
述
べ
た
よ
う
に
既
知
の
経
験
的
認
識
と
は
有
限
個
で
あ
る
の
で
、
そ
の
全
体
は
原
理
的
に
認
識
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て

　
　
あ
る
一
定
の
デ
ー
タ
が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
れ
に
基
づ
い
た
確
率
計
算
に
よ
っ
て
「
現
実
点
で
は
何
が
最
も
確
か
ら
し
い
か
」
に
関
し
て
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
ず
一
定
の
判
定
結
果
が
得
ら
れ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
常
に
あ
る
一
定
の
デ
…
タ
に
婚
対
的
で
は
あ
る
が
、
同
じ

　
　
デ
ー
タ
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
必
ず
「
義
的
に
あ
る
褒
象
が
蓋
然
的
だ
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
表
象
は
必
然
的
な
在
り
方
を
す
る



　
　
と
言
っ
て
も
よ
い
。

　
　
　
し
か
し
一
方
経
験
的
認
識
や
帰
納
推
理
は
不
確
実
で
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
た
こ
の
確
率
計
箪
の
結
果
自
体

　
が
蓋
然
的
で
あ
り
、
そ
の
デ
ー
タ
が
変
わ
れ
ば
蓋
然
性
の
値
も
将
来
に
亙
っ
て
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
、
つ
ま
り
他
で
も
あ
り
う
る
と

　
　
い
う
意
味
で
偶
然
性
を
残
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
　
し
か
し
そ
も
そ
も
経
験
的
認
識
に
は
確
実
な
必
然
性
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
全
て
の
経
験
的
認
識
を
単
に
偶
然

　
的
で
あ
る
と
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
も
そ
も
経
験
の
客
観
性
な
ど
｝
藩
翰
証
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
経
験
的
認
識
に
一
定
度
の
真
理
性
（
即
ち

　
　
蓋
然
性
）
を
認
め
る
以
上
は
、
蓋
然
的
で
は
あ
る
が
必
然
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
地
に
立
て
ば
、
蓋
然
性
を
払
拭

　
　
で
き
ず
、
ま
た
証
明
不
能
な
イ
デ
ー
に
基
づ
く
と
は
言
え
、
既
知
の
経
験
的
認
識
全
体
と
の
整
合
的
な
表
象
は
必
然
的
な
在
り
方
を
す
る

　
　
と
認
め
、
そ
の
よ
う
な
現
実
性
の
原
灘
を
経
験
的
な
表
象
の
真
理
基
準
と
し
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
表
象
が
表
す
対
象
の
具
体
的
な
性
質

　
　
や
現
実
存
在
の
基
準
と
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
し
て
ま
た
こ
の
現
実
性
の
原
則
は
超
越
論
的
観
念
論
に
と
っ
て
事
実
上
唯
一
可
能
な
経
験
的
表
象
の
真
理
基
準
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
　
例
え
ば
「
眼
前
の
物
体
に
つ
い
て
の
知
覚
経
験
」
の
よ
う
に
日
常
的
・
基
本
的
な
知
覚
経
験
に
対
し
て
、
他
の
知
覚
経
験
と
の
整
合
性

　
　
に
訴
え
ず
（
「
今
ま
で
…
…
で
あ
っ
た
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
用
い
ず
）
、
事
実
上
の
確
実
性
を
認
め
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
可
能
性
を
単
に

　
　
論
理
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
退
け
る
と
い
う
立
場
は
、
む
し
ろ
健
全
で
あ
る
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
の

　
　
よ
う
に
単
独
で
取
り
出
さ
れ
た
知
覚
経
験
に
付
与
さ
れ
る
客
観
性
と
は
、
直
接
対
象
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
の
客
観
性
、
即

　
　
ち
所
与
性
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
既
に
述
べ
た
よ
う
に
超
越
論
的
観
念
論
は
そ
も
そ
も
所
与
性
を
客
観
性
と
認
め
な
い

　
　
の
で
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
事
実
上
の
確
実
性
を
付
与
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
結
局
、
超
越
論
的
観
念
論
者
に
と
っ
て
可
能
な
認
識
の
真
理
基
準
と
は
可
能
性
の
原
則
と
現
実
性
の
原
則
以
外
に
は
な
い
。
そ

　
　
し
て
こ
の
基
準
に
合
格
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
判
断
の
真
理
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
経
験
の
対
象
と
は
真

謝　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
一
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一
〇
二

で
あ
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
た
判
断
（
つ
ま
り
認
識
）
の
内
容
と
し
て
の
在
り
方
し
か
持
た
な
い
の
で
、
こ
の
二
つ
の
基
準
を
用
い
て
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

験
の
対
象
の
最
終
的
な
定
義
が
得
ら
れ
る
。

　
（
1
2
）
　
経
験
の
対
象
の
在
り
方
と
は
普
遍
的
な
自
然
法
則
に
一
致
し
、
か
つ
既
知
の
経
験
的
認
識
の
全
体
と
整
合
的
な
認
識
の
在
り
方

　
　
以
外
に
は
な
い
。
そ
し
て
経
験
の
対
象
と
は
こ
の
よ
う
な
認
識
に
包
摂
さ
れ
る
限
り
で
の
感
性
的
表
象
に
外
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
経
験
の
対
象
の
定
義
に
よ
っ
て
、
表
象
が
基
準
を
満
た
し
て
認
識
と
な
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
表
象
が
表
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
る
対
象
な
い
し
そ
の
性
質
の
実
在
性
の
証
明
を
意
味
し
う
る
こ
と
に
な
り
、
経
験
的
実
在
論
が
樹
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
節
実
在
論
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論

　
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
実
在
論
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
の
生
体
像
を
見
渡
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
カ
ン
ト
は
（
近
世
の
多
く
の
哲
学

者
と
同
様
に
）
知
覚
表
象
説
を
採
用
し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
説
を
と
る
と
我
々
が
知
覚
表
象
以
外
の
客
観
に
拘
わ
り
得
る
の
は
主
観
的
な

蓑
象
に
過
ぎ
な
い
知
覚
を
介
す
る
よ
り
他
に
な
く
、
そ
の
知
覚
が
客
観
の
在
り
方
を
伝
え
て
い
る
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
客
観
が
そ
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
存
在
し
て
い
る
の
か
に
関
し
て
疑
い
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
実
在
論
に
と
っ
て
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
む

し
ろ
知
覚
表
象
説
を
徹
底
す
る
こ
と
で
局
面
を
打
朋
し
実
在
論
を
樹
立
す
る
と
い
う
一
見
逆
説
的
な
道
を
選
ん
だ
。

　
知
覚
表
象
説
の
徹
底
化
と
は
、
一
方
で
は
知
覚
表
象
以
外
の
存
在
者
を
そ
の
全
て
の
面
に
亙
っ
て
原
理
的
に
認
識
不
能
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
現
実
存
在
に
関
し
て
、
否
定
で
あ
れ
肯
定
で
あ
れ
一
切
の
（
真
な
る
）
認
識
と
し
て
の
立
論
を
拒
否
し
、
む
し
ろ

拒
否
す
る
が
故
に
信
念
（
な
い
し
主
観
の
関
心
）
と
い
う
別
の
原
理
に
よ
っ
て
改
め
て
現
実
存
在
を
救
済
す
る
道
を
拓
く
の
で
あ
る
。

（〈

Q
1
1
＞
参
照
）

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
知
覚
の
原
因
と
さ
れ
た
、
知
覚
表
象
以
外
の
客
観
を
認
識
（
経
験
）
の
対
象
と
す
る
見
方
を
徹
底
的
に
介
す
る
と

同
時
に
、
他
方
で
は
客
観
性
の
意
味
を
必
然
性
と
し
て
捉
え
直
し
、
本
来
は
表
象
に
過
ぎ
な
い
知
覚
が
必
然
的
な
仕
方
で
心
に
持
た
れ
る
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限
り
、
そ
れ
を
経
験
の
対
象
と
見
立
て
る
。
そ
し
て
必
然
的
な
仕
方
で
持
た
れ
た
表
象
と
は
ま
た
認
識
で
も
あ
る
の
で
、
対
象
の
成
立
と

そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
の
成
立
と
は
同
一
の
事
態
と
な
り
、
対
象
は
認
識
さ
れ
る
在
り
方
と
独
立
な
在
り
方
を
一
切
持
た
な
い
こ
と
に
な

る
。
す
る
と
我
々
が
対
象
を
認
識
す
る
と
そ
れ
が
直
ち
に
そ
の
対
象
の
実
在
性
の
証
明
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
。
（
〈
2
－
2
＞
参
照
）

　
こ
の
よ
う
に
知
覚
表
象
説
の
徹
底
と
同
時
に
、
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
対
象
を
信
念
の
み
の
対
象
、
ま
た
知
覚
で
あ
る
経
験
の
対
象
を

認
識
の
み
の
対
象
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
認
識
と
信
念
と
い
う
異
な
る
原
理
が
巧
妙
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　
し
か
し
こ
の
よ
う
な
戦
略
は
単
に
知
覚
と
そ
の
原
因
と
い
う
別
個
の
事
柄
に
対
し
て
認
識
と
信
念
を
雷
わ
ば
振
り
分
け
る
だ
け
で
は
な

く
、
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
認
識
、
信
念
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
並
行
し
て
主
張
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
何
故
な
ら
超
越
論
的
対
象
は
、
あ
く
ま
で
知
覚
の
原
因
と
し
て
措
定
さ
れ
な
け
れ
ば
独
我
論
的
観
念
論
（
知
覚
観
念
説
）
に
代
わ
る
実

在
性
の
儒
念
た
り
得
ず
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
こ
と
は
同
時
に
知
覚
、
ひ
い
て
は
経
験
の
対
象
を
こ
の
超
越
論
的
対
象
の
現
れ
と
し
て
定
義

す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
（
〈
2
－
1
＞
参
照
）

　
そ
し
て
経
験
の
対
象
が
超
越
論
的
対
象
の
単
な
る
現
れ
に
過
ぎ
な
い
な
ら
、
経
験
が
一
致
す
べ
き
本
来
の
相
手
は
や
は
り
超
越
論
的
対

象
で
あ
る
こ
と
に
な
り
「
経
験
的
認
識
の
客
観
的
実
在
性
〔
妥
当
性
〕
」
（
〉
δ
O
）
と
は
「
超
越
論
的
対
象
へ
の
拘
わ
り
」
（
同
）
と
し
て
定

義
さ
れ
る
。

　
ま
た
経
験
の
対
象
は
超
越
論
的
対
象
の
図
果
作
用
の
結
果
と
し
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
経
験
の
対
象
の
現
実

存
在
は
超
越
論
的
対
象
を
そ
の
根
拠
と
し
て
持
つ
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
は
言
う
ま
で
も
な
く
真
な
る
認
識
と
し
て
で
は
な
く
、
信
念
と
し
て
の
主
観
の
関
心
の
表
明
に
過
ぎ
な
い
が
、
独
我
論
的
観
念
論

に
代
わ
る
実
在
論
を
信
念
と
し
て
持
つ
限
り
、
必
然
的
に
こ
れ
ら
の
信
念
も
ま
た
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
こ
れ
ら
三
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
は
経
験
的
実
在
論
を
構
築
す
る
文
脈
か
ら
は
超
越
論
的
対
象
へ
の
言
及
を
一
切
排
除
し
た
形
で
の

定
義
が
真
な
る
主
張
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
・
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
三
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〇
四

　
即
ち
〈
2
－
2
＞
で
示
し
た
よ
う
に
、
経
験
的
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
と
は
「
認
識
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
普
遍
的
な
自
然
法

則
に
↓
致
し
、
既
知
の
経
験
的
認
識
の
全
体
と
等
等
的
で
あ
る
こ
と
」
と
な
り
、
ま
た
知
覚
と
は
「
そ
の
よ
う
な
認
識
に
包
摂
さ
れ
る
限

り
で
の
感
性
的
表
象
」
で
あ
り
、
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
と
は
「
そ
の
よ
う
な
感
性
的
表
象
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
知
覚
と
経
験
的
実
在
性
（
経
験
的
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
と
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
）
に
つ
い
て
の
認
識
・
信
念
両
側

面
か
ら
の
定
義
ま
で
含
め
て
、
実
在
論
と
し
て
の
超
越
論
的
観
念
論
の
金
器
像
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
皿
章

　
第
一
節
批
判
1
　
超
越
論
的
実
在
性
の
信
念
に
つ
い
て

　
以
下
批
判
的
検
討
に
入
る
。
本
節
で
は
超
越
論
的
観
念
論
の
立
場
か
ら
超
越
論
的
実
在
性
の
信
念
が
本
来
可
能
か
ど
う
か
を
問
う
。

　
さ
て
〈
2
i
3
＞
で
経
験
的
実
在
性
に
つ
い
て
「
認
識
（
な
い
し
知
覚
）
が
必
然
的
な
在
り
方
を
持
つ
こ
と
」
と
い
う
認
識
の
側
か
ら

の
定
義
と
、
「
認
識
（
な
い
し
知
覚
）
が
超
越
論
的
対
象
と
一
致
・
村
興
し
て
い
る
」
と
い
う
信
念
の
側
か
ら
の
定
義
が
同
時
に
な
さ
れ

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
二
重
の
定
義
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

　
ま
ず
こ
の
場
合
に
は
「
同
一
の
中
立
的
な
対
象
に
つ
い
て
認
識
と
信
念
と
い
う
二
重
の
観
点
を
当
て
は
め
る
」
と
い
う
説
明
図
式
が
妥

妾
し
な
い
こ
と
を
示
す
。

　
こ
の
説
明
図
式
の
実
例
を
見
よ
う
。
カ
ン
ト
は
あ
る
箇
撰
で
経
験
の
対
象
と
物
自
体
（
超
越
論
的
対
象
）
を
同
一
の
対
象
の
「
異
な
っ

た
二
側
爾
」
（
じ
ご
×
一
×
）
な
い
し
「
二
重
の
意
味
」
（
ゆ
×
×
＜
圃
）
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
経
験
の
対
象
は
知
性
と
感
性
の
（
つ
ま
り

認
識
の
）
対
象
で
あ
り
、
物
自
体
は
理
性
に
と
っ
て
の
（
我
々
の
用
語
で
は
「
信
念
」
の
）
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
じ
d
×
く
導
参
照
）

そ
し
て
カ
ン
ト
は
こ
の
「
認
識
と
信
念
の
二
重
の
観
点
」
と
い
う
説
明
図
式
を
用
い
て
「
嗣
一
の
賢
士
心
」
に
関
し
て
認
識
の
観
点
か
ら
の

「
行
為
と
し
て
の
必
然
性
」
と
、
信
念
の
観
点
か
ら
の
「
物
自
体
と
し
て
の
自
由
」
を
両
立
さ
せ
て
見
せ
る
。
（
切
×
×
＜
H
参
照
）
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こ
の
場
合
認
識
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
経
験
の
対
象
も
、
信
念
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
超
越
論
的
対
象
も
、
一
つ
の
共
通
の
対
象
の
一

側
面
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
共
通
の
対
象
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
経
験
の
対
象
で
も
超
越
論
的
対
象
で
も
な
い
中
立
的
な
第
三
者
で
あ
る
こ
と

に
注
意
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
第
三
者
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
門
二
重
の
観
点
」
の
両
立
が
図
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
第
三
者
は
確
か
に
一
方
で
は
経
験
に
対
し
て
現
れ
る
が
、
そ
れ
自
身
は
経
験
の
対
象
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
ま
た
別
の
見

方
が
同
時
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
「
方
経
験
的
実
在
性
の
ケ
ー
ス
で
は
、
二
つ
の
定
義
の
共
通
の
対
象
は
中
立
的
な
第
三
者
な
ど
で
は
な
く
、
観
点
の
内
の
「
つ

で
あ
る
（
第
三
者
か
ら
言
え
ば
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
）
経
験
の
対
象
や
そ
の
実
在
性
に
外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
は
あ
え
て
先
程

の
説
明
図
式
を
用
い
れ
ば
「
既
に
選
択
さ
れ
た
一
方
の
側
面
」
を
他
方
の
側
面
か
ら
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
中
立
的
な
薄
象
を
異
な
っ

た
二
側
面
か
ら
見
る
」
と
い
う
ケ
ー
ス
に
そ
も
そ
も
妥
当
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
二
方
の
観
点
（
認
識
）
か
ら
兇
ら
れ
た
側
面
を
課
方
の
観
点
（
信
念
）
か
ら
説
明
す
る
試
み
」
自
体
可
能
で
あ
る
か
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
僑
念
の
要
件
と
は
、
ま
ず
真
偽
決
定
不
能
で
あ
る
こ
と
、
主
観
の
関
心
の
支
持
が
あ
る

こ
と
、
更
に
経
験
的
事
実
に
抵
触
し
な
い
「
合
理
性
」
を
持
つ
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
信

念
は
あ
く
ま
で
「
偽
」
で
は
な
く
、
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
の
「
真
」
な
る
認
識
と
両
立
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
す
る
と
あ
る
信
念
が
た
と
え
経
験
的
事
実
に
言
及
し
て
い
た
と
し
て
も
、
上
の
要
件
さ
え
満
た
せ
ば
認
識
と
抵
触
し
な
い
と
言
え
る
こ

と
に
な
り
、
経
験
の
対
象
や
そ
の
実
在
性
に
つ
い
て
信
念
に
よ
る
定
義
を
す
る
こ
と
も
こ
の
限
り
で
は
正
当
の
よ
う
に
思
え
る
。

　
し
か
し
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
超
越
論
的
観
念
論
で
は
一
方
向
観
点
を
選
択
す
る
こ
と
は
同
時
に
他
方
の
観
点
を
排
除
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
見
て
み
よ
う
。

　
我
々
は
か
つ
て
経
験
の
対
象
に
関
し
て
「
経
験
の
対
象
に
は
認
識
さ
れ
る
以
外
の
在
り
方
が
一
切
認
め
ら
れ
な
い
」
〔
命
題
（
1
1
）
〕
こ

と
を
、
超
越
論
的
観
念
論
の
必
然
的
な
帰
結
の
一
環
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
認
識
の
立
場
か
ら
の
経
験
の
対
象
の
定
義
は
単
に
「
経
験

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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の
対
象
と
は
必
然
的
な
認
識
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
「
経
験
の
紺
象
は
必
然
的
な
認
識
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
。
」
と

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
在
り
方
を
排
除
し
経
験
の
対
象
を
「
真
な
る
認
識
」
の
対
象
に
限
定
す
る
こ
と
で
始
め
て
そ
の

実
在
性
の
証
明
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
。

，
こ
の
こ
と
は
当
然
「
経
験
の
対
象
は
（
認
識
で
は
な
い
）
信
念
に
よ
っ
て
措
定
（
定
義
）
さ
れ
る
よ
う
な
在
り
方
は
一
切
持
た
な
い
。
」

こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
た
と
え
信
念
が
上
記
の
要
件
を
満
た
し
認
識
に
抵
触
し
な
い
に
し
て
も
、
経
験
の
対
象
に
つ
い
て
の
認
識
の

観
点
か
ら
の
定
義
に
よ
っ
て
そ
れ
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
霞
で
「
経
験
の
対
象
や
そ
の
実
在
性
に
関
し
て
信
念
の
立
場
か
ら
定
義
す
る
こ
と
」
が
そ
も
そ
も
拒
否
さ
れ
る
こ
と

は
、
超
越
論
的
観
念
論
で
は
本
来
、
超
越
論
的
実
在
性
の
信
念
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
、
と
り
あ
え

ず
超
越
論
的
観
念
論
者
と
し
て
の
指
骨
を
貫
く
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
信
念
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
〈
2
－
1
＞
で
確
認
し
た

命
題
（
8
）
を
、
即
ち
知
覚
原
因
説
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
が
し
ば
し
ば
用
い
た
現
象
の
定
義
や
そ
れ
を
前
提

と
す
る
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
の
現
実
存
在
の
主
張
は
ど
ん
な
正
当
化
も
で
き
な
い
、
ま
た
は
そ
も
そ
も
主
張
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
第
二
節
批
判
2
　
経
験
的
実
在
論
に
つ
い
て

　
本
飾
で
は
く
2
－
2
＞
で
析
出
さ
せ
た
経
験
の
対
象
の
諸
定
義
の
う
ち
、
特
に
（
1
1
）
（
1
2
）
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す

る
困
難
を
示
す
こ
と
で
超
越
論
的
観
念
論
の
枠
内
で
の
経
験
的
実
在
論
を
批
判
し
た
い
。

　
振
り
返
る
と
、
命
題
（
1
1
）
で
は
「
経
験
の
対
象
は
認
識
さ
れ
た
在
り
方
し
か
持
た
な
い
」
こ
と
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
認
識
と
は
可
能

性
と
現
実
性
の
原
劉
で
表
現
さ
れ
た
真
理
基
準
に
合
格
し
必
然
性
を
付
与
さ
れ
た
表
象
で
し
か
な
い
と
し
て
、
命
題
（
1
2
）
で
は
そ
れ
ら

を
用
い
て
経
験
の
紺
象
が
定
義
さ
れ
た
。
さ
て
二
つ
の
基
準
の
う
ち
可
能
性
の
原
鋼
は
極
め
て
一
般
的
・
抽
象
的
な
内
容
し
か
持
た
ず
、



　
　
経
験
の
対
象
の
具
体
的
な
性
質
や
現
実
存
在
に
拘
わ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
つ
い
て
は
現
実
性
の
原
則
の
み
が
基
準
と

　
　
し
て
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
し
て
は
直
ち
に
、
現
実
に
経
験
さ
れ
て
い
な
い
対
象
の
現
実
存
在
を
ど
う
扱
う
の
か
、
ま
た
は
同
じ
こ
と
だ
が

　
　
「
未
知
な
る
も
の
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
ど
う
説
明
す
る
か
。
」
と
い
う
疑
念
が
生
じ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
超
越
論
的
観
念
論

　
　
の
立
場
か
ら
あ
る
程
度
の
説
明
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ず
「
既
知
の
経
験
と
客
舎
的
で
あ
る
限
り
で
の
経
験
の
対
象
は
現
実
的
」
と
い
う
現
実
性
の
原
瑚
か
ら
、
既
知
の
デ
ー
タ
と
整
合
的

　
　
な
事
柄
で
あ
り
さ
え
ず
れ
ば
、
た
と
え
直
接
（
未
だ
）
知
覚
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
言
い
う
る
。
（
詔
お
参
照
）

　
　
例
え
ば
「
私
の
背
後
に
今
ド
ア
が
現
に
あ
る
」
こ
と
は
こ
の
こ
と
で
保
証
さ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
既
知
の
デ
：
タ
は
有
限
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
せ
る
事
柄
も
ま
た
有
限
で
あ
る
。
そ
し
て
命
題
（
1
1
）
に
よ
れ
ば
既
知
の

　
　
デ
ー
タ
か
ら
導
き
出
せ
な
い
未
知
な
も
の
は
も
は
や
経
験
の
対
象
で
は
な
く
、
我
々
は
そ
の
現
実
存
在
を
認
識
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、

　
　
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
と
は
言
え
な
く
な
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
故
ま
た
「
存
在
し
て
い
な
い
」
と
も
言
え
ず
、
む
し
ろ
「
整
舎
的
全
体
」
と
い
う
イ
デ
ー
に
訴
え
て
そ
の
存
在
を
保
証
す

　
　
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
見
地
か
ら
は
「
未
知
な
る
も
の
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
こ
と
は
「
存
在
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

　
　
も
の
」
が
「
存
在
す
る
」
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
確
か
に
不
自
然
で
は
あ
る
が
、
容
認
し
難
い
説
明

　
　
と
ま
で
は
言
え
ま
い
。

　
　
　
む
し
ろ
超
越
論
的
観
念
論
に
と
っ
て
の
本
当
の
困
難
は
以
下
の
こ
と
に
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
現
実
性
の
原
則
に
照
ら
し
た
判

　
　
定
は
「
有
限
個
の
経
験
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
帰
納
推
理
」
を
用
い
て
行
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
経
験
的
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
帰
納
推
論
を
用

　
　
い
た
判
断
は
不
可
避
的
に
蓋
然
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
必
然
性
と
し
て
の
客
観
性
も
不
確
実
な
も
の
に
過
ぎ
な

　
　
い
と
さ
れ
た
。

355　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
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こ
の
こ
と
自
体
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
今
ま
で
知
覚
さ
れ
た
攣
り
で
は
幽
か
ら
伽
ま
で
例
外
な
く
ψ
で
あ
っ
た
。
」
か

ら
「
伽
は
ψ
で
あ
る
。
」
へ
の
推
理
は
強
力
な
帰
納
推
理
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
に
事
実
上
の
確
実
性
を
付
与
す
れ
ば
、
こ
の
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
帰
納
推
理
が
し
ば
し
ば
誤
る
と
い
う
事
実
を
逆
に
説
明
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
通
常
以
上
の
こ
と
は
さ
し
あ
た
っ
て
「
対
象
の
具
体
的
な
在
り
方
や
現
実
存
在
に
つ
い
て
の
我
々
の
認
識
は
不
可
避
的
に
不
確
実
で
あ

る
。
」
こ
と
し
か
意
味
し
な
い
。
我
々
は
普
通
「
対
象
の
具
体
的
な
在
り
方
や
現
実
存
在
に
つ
い
て
は
不
確
実
に
し
か
知
り
得
な
い
が
、

そ
れ
で
も
対
象
自
体
の
具
体
的
な
在
り
方
や
現
実
存
在
が
不
確
実
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
扁
と
考
え
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
超
越
論
的
観
念
論
で
は
命
題
（
1
1
）
に
よ
っ
て
、
経
験
の
対
象
は
認
識
さ
れ
た
在
り
方
し
か
持
た
な
い
の
で
、
認
識
が
不
可
避

的
に
不
確
実
で
あ
る
こ
と
は
、
同
時
に
そ
の
対
象
の
在
り
方
そ
の
も
の
が
不
可
避
的
に
不
確
実
で
あ
る
こ
と
に
直
結
し
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
超
越
論
的
観
念
論
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
経
験
的
実
在
論
は
「
経
験
の
対
象
の
具
体
的
な
在
り
方
、
現
実
存
在
自
体
が
不
可
避
的
に
不

確
実
で
あ
る
。
扁
と
い
う
主
張
を
含
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
「
あ
る
特
定
の
晴
点
に
お
け
る
物
体
は
（
単
に
物

理
理
論
が
そ
れ
を
確
実
に
特
定
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
）
そ
も
そ
も
確
実
に
決
定
し
た
運
動
量
や
位
置
を
持
た
な
い
。
」
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
（
我
々
も
）
こ
の
よ
う
な
主
張
を
到
底
容
認
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
総
　
　
括

　
そ
れ
で
は
以
上
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
超
越
論
的
観
念
論
が
実
在
論
と
し
て
成
功
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
一
応
の
答
え
を
嵐
そ
う
。

　
〈
3
－
1
＞
で
私
は
超
越
論
的
観
念
論
で
は
結
局
、
超
越
論
的
実
在
性
の
信
念
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し

そ
れ
で
も
な
お
超
越
論
的
観
念
論
は
「
理
性
の
論
争
的
使
用
」
を
用
い
て
独
我
論
的
観
念
論
（
知
覚
観
念
説
）
を
「
真
」
な
る
理
論
で
は

な
い
と
論
駁
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
「
超
越
論
的
紺
象
の
現
実
存
在
を
否
定
」
し
な
い
、
と
い
う
立
場
は
貫
け
る
。
し
か
し
そ
の
観
念

論
に
代
わ
る
有
意
味
な
主
張
を
（
信
念
と
し
て
も
）
な
し
え
な
い
点
は
や
は
り
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。



　
一
方
超
越
論
的
観
念
論
は
確
か
に
経
験
的
実
在
論
た
り
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
〈
3
1
2
＞
で
示
し
た
よ
う
な
容
認
し
が
た
い
主

張
を
含
意
す
る
よ
う
な
実
在
論
は
経
験
的
実
在
論
と
し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
と
言
い
得
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
ら
の
実
在
論
と
し
て
の
欠
点
は
い
つ
れ
も
、
命
題
（
1
1
）
が
経
験
的
性
質
や
現
実
存
在
と
い
う
内
容
面
に
か
ん
し
て
も
経

験
の
対
象
に
認
識
と
は
独
立
の
在
り
方
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
（
1
1
）
は
超
越
論

的
観
念
論
の
必
然
的
な
含
意
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
明
示
的
に
語
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
彼
に
お
い
て
は
上
記
の
困

難
は
顕
在
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
彼
が
超
越
論
的
観
念
論
者
と
し
て
は
首
尾
一
貫
し
て
い
な
い
と
も
雷
い
得
る
が
、
別
の
見
方
を

す
れ
ば
超
越
論
的
観
念
論
者
と
し
て
の
首
尾
一
貫
性
よ
り
も
実
在
論
に
対
す
る
指
向
を
優
先
さ
せ
た
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
一
方
超
越
論
的
観
念
論
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
そ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
健
全
な
実
在
論
へ
の
指
向
に
背
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
実

在
論
と
し
て
の
不
備
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
評
せ
よ
う
。

　
そ
し
て
い
ま
（
1
1
）
を
撤
回
し
「
内
容
面
に
関
し
て
経
験
の
対
象
に
認
識
か
ら
の
独
立
な
在
り
方
を
認
め
る
。
」
と
す
る
と
そ
れ
は

く
1
－
4
＞
で
示
し
た
超
越
論
的
実
在
論
の
主
張
に
該
当
し
、
知
覚
の
現
実
存
在
は
、
主
観
か
ら
独
立
な
存
在
者
の
現
実
存
在
を
直
接
証

明
し
な
い
と
い
う
理
由
で
直
ち
に
経
験
的
観
念
論
に
陥
る
こ
と
は
概
に
見
た
と
う
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
理
由
は
ま
さ
に
知
覚
表
象
説
を

超
越
論
的
観
念
性
に
ま
で
徹
底
し
た
も
の
と
評
せ
る
の
で
、
（
1
1
）
を
回
避
し
実
在
論
を
指
向
す
る
た
め
に
は
知
覚
表
象
説
の
徹
底
化
と
い

う
超
越
論
的
観
念
論
の
そ
も
そ
も
の
基
本
戦
略
を
見
直
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
見
直
さ
れ
た
も
の
は
も
は
や
超
越
論
的
観
念
論
と
は
呼
べ
な
い

で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

537

　
第
－
章

（
1
）
　
そ
し
て
知
覚
と
偽
知
覚
の
区
別
の
問
題
は
単
に
睡
眠
と
覚
醒
の
区
別
を
し
た
い
が
た
め
で
は
な
く
、

　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て

経
験
は
全
て
夢
で
あ
る
と
い
う
懐
疑
論
を

　
　
　
　
一
〇
九
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一
一
〇

　
　
論
駁
す
る
認
識
論
的
な
意
図
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
く
G
。
蕊
註
参
照
）
た
め
、
正
常
な
知
覚
と
夢
・
錯
覚
が
そ
れ
自
体
を
取
っ
て
み
れ
ば
内

　
　
容
上
区
鋼
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
（
剛
く
ト
。
り
O
参
照
）

（
2
）
　
確
か
に
こ
の
主
張
は
経
験
の
対
象
、
例
え
ば
物
質
の
現
実
存
在
を
否
定
は
せ
ず
、
「
単
に
そ
れ
を
証
明
不
可
能
と
見
な
し
た
が
故
に
疑
っ
た
」

　
　
（
》
ω
ミ
）
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
「
観
念
論
者
を
感
官
の
外
的
対
象
の
現
実
存
在
を
否
定
し
た
人
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
直
接
の
知
覚
か
ら
知

　
　
ら
れ
る
こ
と
を
認
め
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
そ
れ
の
現
実
性
を
全
て
の
可
能
な
経
験
に
よ
っ
て
も
決
し
て
完
全
に
確
信
で
き
な
い
と
結
論
す

　
　
る
人
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
（
〉
ω
①
o
o
隔
）
従
っ
て
こ
れ
は
立
派
な
経
験
的
観
念
論
で
あ
る
。

（
3
）
　
む
し
ろ
『
純
粋
理
性
二
上
』
の
第
二
版
で
追
舶
さ
れ
た
「
観
念
論
論
駁
」
の
章
で
は
「
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
疑
い
得
な
か
っ
た
〔
思
惟
す
る
自

　
　
我
に
つ
い
て
の
〕
我
々
の
内
的
な
経
験
す
ら
が
、
〔
物
体
に
つ
い
て
の
〕
外
的
経
験
を
前
提
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
」
（
じ
δ
b
。
瞬
）
が
主
張

　
　
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
そ
の
章
で
は
、
そ
の
外
的
現
象
の
現
実
存
在
の
証
明
に
つ
い
て
は
新
た
な
論
点
は
付
け
加
わ
っ
て
い
な
い
。

（
4
）
　
「
経
験
的
観
念
論
者
は
空
間
中
の
延
長
存
在
者
の
現
実
存
在
を
否
定
な
い
し
、
少
な
く
と
も
疑
わ
し
い
と
考
え
、
こ
の
点
〔
現
実
存
在
〕
に
関

　
　
し
て
夢
と
真
理
の
間
に
十
分
に
証
囲
可
能
な
差
異
を
認
め
な
い
。
」
（
ゆ
課
O
）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
知
覚
と
夢
の
問
に
証
明
可
能
な
差
異
を
設
定

　
　
し
な
け
れ
ば
観
念
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。

（
5
）
　
こ
の
基
準
自
体
は
ま
た
超
越
論
的
実
在
論
者
も
用
い
た
が
（
囲
く
ω
ω
①
h
）
、
こ
の
よ
う
に
「
堤
象
は
、
た
だ
現
象
と
し
て
の
み
、
経
験
に
お
け
る

　
　
そ
の
結
合
に
従
っ
て
考
察
さ
れ
る
の
で
」
（
聴
く
ω
。
。
刈
）
あ
っ
て
、
彼
ら
の
よ
う
に
「
空
間
や
空
間
に
お
け
る
現
象
を
我
々
の
〔
表
象
能
力
の
〕
外

　
　
に
実
在
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
〔
こ
こ
で
触
れ
た
〕
経
験
の
全
て
の
基
準
は
、
我
々
の
外
的
な
知
覚
以
外
に
は
決
し
て
、
こ
れ
ら
の
我
々
の
外
に

　
　
あ
る
対
象
の
現
実
性
を
証
明
し
得
な
い
」
（
剛
く
ω
ω
刈
）
の
で
あ
る
。

　
第
甕
章

（
1
）
　
o
h
．
U
碧
2
し
‘
Φ
9
勺
2
0
8
け
雷
一
醤
言
鼠
。
罎
ρ
δ
G
。
○
。
”
や
①

（
2
）
　
こ
こ
で
超
越
論
的
対
象
・
物
自
体
・
知
性
存
在
者
の
概
念
の
整
理
を
し
て
お
く
。
超
越
論
的
対
象
と
は
　
兀
来
「
我
々
に
よ
っ
て
も
は
や
直
観
さ

　
　
れ
得
な
い
、
従
っ
て
非
経
験
的
な
」
（
》
δ
O
）
対
象
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
非
経
験
的
と
は
一
、
有
限
な
経
験
を
外
延
的
・
量
的
に
越

　
　
え
る
揚
合
と
、
二
、
経
験
を
種
と
し
て
越
え
、
原
理
的
に
薩
観
さ
れ
ず
に
概
念
と
し
て
し
か
持
た
れ
な
い
揚
合
が
あ
る
。
葡
者
の
場
合
、
超
越
論
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的
対
象
で
は
あ
る
が
あ
く
ま
で
感
性
界
に
属
し
知
性
存
在
者
で
は
な
い
が
、
後
者
の
揚
合
、
超
越
論
的
対
象
は
知
性
存
在
者
で
あ
る
。
（
し
d
置
茶

　
　
参
照
）
前
者
の
超
越
論
的
対
象
は
世
界
概
念
（
同
）
と
呼
ば
れ
、
〈
2
1
2
＞
で
言
及
す
る
イ
デ
ー
は
こ
れ
に
該
当
す
る
。
後
者
の
（
我
々
が
専

　
　
ら
言
及
し
て
い
る
）
超
越
論
的
対
象
は
現
象
の
対
義
語
で
あ
る
物
自
体
と
同
義
で
あ
る
。
ま
た
知
性
存
在
者
は
「
知
性
の
み
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ

　
　
た
存
在
者
一
般
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
3
）
昇
U
き
。
ざ
ト
①
偽
前
掲
書
や
①

（
4
）
　
神
野
慧
一
郎
「
知
識
の
諸
問
題
W
」
人
文
研
究
お
。
◎
①
参
照

（
5
）
　
一
方
超
越
論
的
対
象
の
性
質
は
不
可
知
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
現
実
存
在
を
想
定
す
る
場
合
で
も
性
質
は
一
切
度
外
視
し
て
よ
い
こ
と
に

　
　
な
る
。
従
っ
て
超
越
論
的
対
象
は
し
ば
し
ば
「
全
て
の
我
々
の
認
識
に
お
い
て
常
に
～
様
、
即
ち
X
で
あ
る
。
」
（
》
一
8
）
と
言
わ
れ
る
。

（
6
）
　
但
し
「
私
は
超
越
論
的
対
象
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
」
な
ど
の
命
題
は
除
く
。

（
7
）
　
文
脈
は
異
な
る
が
「
そ
の
人
が
超
感
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
現
実
存
在
自
体
、
従
っ
て
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
存
在

　
　
す
る
と
い
う
こ
と
は
経
験
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
な
い
。
」
（
≦
｛
ω
鶏
）
と
あ
る
よ
う
に
超
感
性
的
存
在
者
（
超
越
論
的
対
象
も
当
然
そ
の
中
に
含
ま

　
　
れ
る
が
）
の
現
実
存
在
の
不
可
知
性
が
明
言
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

（
8
）
　
ま
た
「
実
践
的
に
必
然
的
な
前
提
」
（
し
d
。
。
O
頓
）
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
従
っ
て
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

（
9
）
「
真
理
や
仮
象
は
直
観
さ
れ
る
限
り
で
の
対
象
に
は
な
く
、
考
え
ら
れ
る
限
り
で
の
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
に
お
い
て
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は

　
　
確
か
に
正
当
に
感
官
は
過
た
な
い
と
言
い
得
る
が
、
そ
れ
は
感
官
が
い
つ
も
正
当
に
判
断
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
全
く
判
断
し
な
い
か
ら
で
あ

　
　
る
」
（
し
d
ω
㎝
O
）
と
あ
る
よ
う
に
判
断
を
し
な
い
感
官
は
偽
で
も
な
い
代
わ
り
に
一
切
真
、
即
ち
客
観
的
で
は
な
い
。

（
1
0
）
　
o
抄
〉
器
さ
♪
8
日
冨
等
。
瓢
Φ
ヨ
o
h
匿
己
葦
＆
α
q
ρ
お
綴
O
匿
ω
H
隔

（
1
1
）
　
9
幻
Φ
の
。
冨
械
宏
・
日
冨
O
o
冨
厭
Φ
p
8
↓
冨
。
曙
o
h
↓
讐
夢
し
Φ
Q
。
鱒
℃
●
G
。
卜
。
℃
」
①
○
。
h

（
1
2
）
　
こ
れ
は
基
本
的
な
構
図
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
（
新
た
な
認
識
の
加
入
に
よ
っ
て
以
前
の
認
識
が
捨
て
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
り
）
更
に
複
雑
な

　
　
推
論
が
行
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
カ
ン
ト
は
「
蓋
然
性
」
を
「
半
分
以
上
の
確
実
性
」
と
定
義
し
、
ま
た
「
蓋
然
性
（
確
率
）
の
普
遍
的
規
期
」
の
内
の
一
つ
と
し
て
「
二
つ
の

　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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一
一
二

　
　
対
立
す
る
側
が
同
量
・
同
程
度
に
誤
っ
て
い
る
場
合
、
真
理
は
中
出
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
（
目
×
c
o
博
）

（
1
4
）
　
カ
ン
ト
は
経
験
に
必
然
性
を
認
め
ず
、
偶
然
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
（
じ
d
G
。
）
、
同
暁
に
蓋
然
性
も
認
め
る
以
上
は
、
こ
こ
で
拒
否
さ
れ
る
必

　
　
然
性
も
厳
密
な
意
味
で
の
も
の
に
限
っ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
5
）
　
様
根
原
刷
の
内
、
残
る
「
必
然
性
の
漂
則
」
は
可
能
性
と
現
実
性
の
両
原
劉
を
コ
つ
の
概
念
に
結
合
し
た
も
の
」
（
剛
く
。
。
O
画
所
）
即
ち
両
者
の

　
　
連
言
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
の
で
、
定
義
上
前
二
者
と
独
立
な
も
の
で
は
な
い
。

（
1
6
）
　
〈
1
i
4
＞
で
扱
っ
た
「
知
覚
と
偽
知
覚
の
区
別
の
基
準
」
と
は
現
実
性
の
原
則
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
「
知
覚
が

　
　
直
接
、
経
験
の
対
象
の
現
実
存
在
を
証
明
す
る
」
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
そ
れ
が
（
偽
知
覚
で
な
く
）
知
覚
で
あ
る
こ
と
が
現

　
　
実
性
の
原
鰯
と
の
一
致
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
結
局
「
対
象
の
現
実
存
在
は
規
実
性
の
原
搦
と
の
合
致
に
よ
っ
て

　
　
証
明
さ
れ
る
」
と
い
う
方
が
よ
り
正
式
な
定
式
化
と
な
る
。

（
1
7
）
　
o
か
芝
計
§
｝
罫
℃
U
．
ω
冨
讐
一
〇
δ
ヨ
≦
一
穿
。
霧
圃
鼠
呂
陣
3
げ
一
葺
ざ
一
Φ
o
。
一
・

　
第
巫
章

（
王
）
　
o
お
沁
塁
ω
①
一
押
じ
こ
ご
↓
冨
写
。
ぴ
δ
ヨ
ω
o
h
勺
三
囲
。
の
8
ξ
讐
Ω
蜀
箕
震
ρ
一
⑩
一
己
。
・

（
2
）
　
カ
ン
ト
は
「
実
在
者
に
は
互
い
に
対
立
す
る
〔
矛
盾
対
嶺
関
係
に
あ
る
〕
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
述
語
の
ペ
ア
ー
の
～
方
が
つ
ね
に
属

　
　
す
る
の
み
な
ら
ず
、
全
て
の
可
能
な
述
語
の
一
方
が
つ
ね
に
属
す
る
」
（
じ
σ
①
O
一
）
と
い
う
「
徹
底
的
規
定
の
原
則
」
（
じ
ご
＄
り
）
を
提
示
し
て
お
り
、

　
　
少
な
く
と
も
実
在
者
は
そ
の
ど
の
任
意
の
性
質
に
関
し
て
も
、
矛
盾
薄
嶺
に
あ
る
述
語
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
二
者
択
一
的
に
決
ま
っ
て
い
る
と
考

　
　
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
二
者
択
一
的
な
被
決
定
性
に
お
い
て
は
蓋
然
性
の
余
地
は
な
い
と
理
解
で
き
る
。

〔
付
記
〕
　
小
論
は
一
九
八
九
年
度
に
京
都
大
学
に
墨
幽
し
た
修
士
論
文
で
あ
る
。
執
筆
の
過
程
で
授
業
や
討
論
を
通
じ
て
様
々
な
ご
教
示
を
頂
い
た
、

　
木
曽
妊
能
先
生
を
始
め
、
下
木
栄
夫
・
浜
野
概
三
各
先
生
、
並
び
に
院
生
諸
氏
に
こ
の
場
で
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
で
ぐ
ち
・
や
す
お
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
博
士
後
期
課
程
一
回
生
）



Von　Kants　transzendentalem　ldealismus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Yasuo　Deguchi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Student　des　Forschungskrusus　der　Philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　an　der　literarishen　Fakultat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　der　Universitat　Kyoto

　　Mit　der　Gleichsetzung　der　Objektivitat　mit　der　Notwendigkeit，　redefiniert

transz．　ldealisrnus　das　Objelct　der　Erfahrung　als　“notwendigerweise　gehabte

Vorstellung”　und　halt　es　fttr　durchaus　abhangig　von　Subjekt．　Nun　die

Erkenntnis　im　kantischen　Verstand　ist　auch　nichts　anders　als　diese　“not－

wendigerweise　gehabte　Vorstellung．”　So　sind　die　Erkenntnis　und　das　Objekt

derselben　nach　Existenz　und　Beschaffenheiten　schlechthin　einerlei．　Deshalb

k6nnen　dle　Existenz　des　Objekts　der　Erfahrung　und　deren　objektive　GUI－

tlgkeit　fttr　dasselbe　mit　einem　Schlage　erweislich　und　selbstverstandlich

werden．　SchlieBlich　gewinnt　transz．　ldealismus　einen　Rea］ismus，　daB　er　die

Realitat　des　Objekts　der　Erfahrung　erweisen　kann　（empirischen　Realismus），

als　Ersatz　fUr　das　Neinsagen　der　Unabhangigkeit　desselben　voR　Subjekt．

Hier　mUssen　wir　aus　dieser　Strategie　eine　wichtige　Konsequenz　ziehen；

daB　die　Erkenntnis　und　das　Objekt　derselben　allseitig，　einschlieBlich

materialer　Seite，　ganz　einerlei　sind．

　　Nun　daraus　daB　transz．　ldealismus　das　Objekt　der　Erfahrung　fur　bloBe

Vorstellung　ansieht，　1〈ommt　er　in　Verdacht，　daB　er　nicht　etwas　Existieren－

des　auBer　Vorstellung　a！s　die　Ursache　der　Wahrnehmung，　zugibt．　Transz．

Idealismus　kann　das　Folgende　dawider　uRternehmeR．　Die　ExisteRz　dieser

Ursache　kann　zwar　nicht　erkannt　und　also　nicht　als　wahr　erwiesen　werden，

aber　bedeutet　dieses　nicht　daB　sie　da　ist　nicht，　sondern　nur　daB　die　Frage，

ob　sie　da　ist，　immer　noch　unentschieden　bleibt．　Deswegen　ebendadurch
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dai3　die　Ex三stenz　derselben　nicht　erkannt　werden　kann，　namlich　das　Nicht－

sein　derselben　auch　nlcht　erwlesen　werden　1〈ann，　indem　wir　davon　etwas

als　wahr　zu　reden　entsagen，　und　den　rationalen　Glauben，　der　anderes

Prinzip　als　Erkenntnis　ist，　anrufen，　k6nnen　wir　sie　als　ein　Objel〈t　des

rationalen　Glaubens　sichern．

　　Allein　obengesagte　Strategie　stieB，　ich　denl〈e，　auf　folgenden　Schwierlg－

keiten．　Erstens，　setzt　transz．　ldealismus　rnit　Hilfe　vom　rationalen　Glauben

die　Ursache　der　Wahrnehmung，　die　von　Subjekt　unabhangig　befindlicheR

WeseB　ist．　Aber　dieses　bedeutet　zugleich，　die　Wahrnehmung，　namlich　das

Objekt　der　Erfahrung　als　die　ErscheiRung　oder　die　Wirkung　dieses　Wesens

mittels　desselben　Prinzips　zu　definieren．　Allein　im　Kontext　ernp．　Reaiismus

zu　exrichten，　behauptet　transz．　ldealismus，　Bicht　allein　daB　es　so　beschaffen

ist，　w三e　erkannt　wird，　sondern　auch　daB　es　nur　so　beschaffen　ist，　w三e

erkannt　wird，　m．　a．　W．　sie　muB　verneinen，　daB　es　so　beschaffen　ist，　wie

geglaubt　wird．　Zu　dem　SchluB　gelaRgen，　daB，　ohne　sich　zu　widersprechen，

transz．　ldealismus　emp．　Realisrnus　mit　der　Anerl〈ennung　der　Existenz　der

von　Subjekt　unabhangig　befindlichen　Ursache　der　Wahrnehmung，　welches

PriRzip　sie　dazu　brauchen　mag，　nicht　nebeneinandersetzen　kann．

　　Zweitens，　nun　hat　das　Objekt　der　Erfahrung　viele　konkrete　Bestimmun－

gen，　dle　wlr　nur　durch　Erfahrung　entseheiden　k6nnen．　Aber　sie　lst　uRver－

meidllch　ungewiB　und　wahrschelnlich．　Wenn，　wie　・transz．　ldealismus　sagen

soll，　der　Erkenntnis　mit　dem　Objekt　derselben　ailer　Beschaffenheit　nach

ganz　einerlei　ware，　so　wtirde　es　daraus　schlieBen，　daB　manche　Beschaffen－

heiten　des　Objekt　selbst，　nicht　bloB　der　ErkeRntnls　voB　demse1ben，　unver－

meidlich　ungewiB　und　wahrscheinlich　sind．　Dieses　ist　ungereimt．
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