
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
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は
じ
め
に

　
明
証
的
な
観
念
を
も
一
旦
は
す
べ
て
懐
疑
に
か
け
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
的
手
続
き
は
、
し
ば
し
ば
「
誇
張
的
懐
疑
」
と
呼
ば
れ

る
。
こ
の
誇
張
的
懐
疑
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
論
、
な
ら
び
に
彼
自
身
の
方
法
論
を
な
る
べ
く
広
い
認
識
論
的
文
脈
か
ら
理
解
し
よ
う
と

い
う
の
が
本
論
の
意
図
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
・
宵
張
し
た
方
法
論
を
我
々
は
「
全
体
論
的
内
在
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
デ
カ
ル
ト
お
よ
び
そ
れ
以
降
に
見
ら
れ
る
「
外
在
主
義
」
的
な
方
法
論
、
い
い
か
え
れ
ば
近
世
的
な
「
主
観
性
」
の
立
場
、
の
放
棄
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
主
観
性
」
を
消
失
さ
せ
る
方
法
論
を
提
示
し
た
と
雷
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
次
の
よ
う
な
手
順
で
論
を
進
め
た
い
。
ま
ず
第
－
章
で
は
、
M
・
B
・
ボ
ル
ト
ン
が
提
示
し
た
比
喩
、
お
よ
び
そ
れ
の
発
展
型
を
論
述
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
誇
張
的
懐
疑
を
め
ぐ
る
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
対
立
関
係
と
ス
ピ
ノ
ザ
独
自
の
方
法
論
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ

の
さ
い
、
本
論
の
・
王
題
を
で
き
る
だ
け
判
然
と
さ
せ
る
た
め
に
テ
キ
ス
ト
と
の
照
合
は
後
回
し
に
し
、
我
々
の
解
釈
の
本
体
を
直
線
的
に
提

示
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
そ
し
て
第
H
章
に
お
い
て
、
我
々
の
解
釈
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス
ト
と
具
体
的
に
突
き
合
わ
せ
る
作
業
に
取
り
組

む
。
と
く
に
取
り
あ
げ
る
テ
キ
ス
ト
は
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
と
『
知
性
改
善
論
』
で
あ
る
。
第
m
章
で
は
、
我
々
の
解
釈
を
、
他
の

二
、
三
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
と
比
較
検
討
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
我
々
の
成
果
を
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
全
体
的
文
脈
の
中
に
あ
る
程
度
位
置
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づ
け
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
短
い

1

「
結
び
」
を
置
き
、
本
論
全
体
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
と
そ
の
展
開

七
八

　
§
1
　
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」

　
明
証
的
（
明
晰
判
明
）
な
観
念
（
命
題
）
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
な
懐
疑
、
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
懐
疑
の
無
効
性
に
つ
い
て
の
ス

ピ
ノ
ザ
の
主
張
、
を
比
喩
的
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
今
、
明
証
的
な
観
念
を
集
め
た
一
冊
の
書
物
を
想
定
し
、
そ
れ
を
「
£
」

と
名
づ
け
よ
う
。
書
物
Σ
の
中
に
は
「
2
÷
3
陛
5
」
な
ど
の
数
学
的
定
理
や
、
「
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
は
原
因
が
あ
る
」
な
ど
の
自
然
学
的

公
理
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
（
た
だ
し
「
明
証
的
な
観
念
」
の
厳
密
な
定
義
は
、
こ
の
比
喩
の
本
質
を
理
解
す
る
に
は
差
し
当
た
り
必
要
で

は
な
か
ろ
う
）
。
誇
張
的
懐
疑
を
試
み
る
デ
カ
ル
ト
と
い
え
ど
も
、
書
物
E
に
含
ま
れ
る
こ
れ
ら
個
々
の
明
証
的
な
観
念
に
注
目
す
る
さ
い

そ
れ
ら
に
同
意
す
る
よ
う
極
め
て
強
力
に
促
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
る
（
例
え
ば
「
第
三
省
察
」
の
最
初
で
「
明
証
性
の
規
則
」
を
立
て
る
か

ど
う
か
逡
巡
す
る
デ
カ
ル
ト
に
そ
の
よ
う
な
見
解
が
窺
わ
れ
る
）
。
し
か
し
そ
れ
で
も
彼
は
書
物
£
の
中
の
諸
観
念
を
懐
疑
に
か
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
。
そ
れ
は
書
物
E
の
個
々
の
観
念
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
E
と
い
う
書
物
全
体
の
出
自
を
あ
る
仕
方
で
疑
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
E
と
い
う
書
物
を
私
に
提
示
し
て
い
る
の
が
「
欺
く
神
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
説
に
注

目
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
書
物
E
が
「
欺
く
神
扁
に
よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
書
物
は
私
を
巧
妙
に
欺
く
策
略
で
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
任
意
の
明
証
的
な
観
念
を
懐
疑
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
デ
カ
ル
ト
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
書
物
£
に
含
ま
れ
る
任
意
の
観
念
を
懐
疑
に
か
け
る
た
め
「
欺
く
分
捕
の
仮
説
を

想
定
す
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
手
続
き
は
無
効
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
欺
く
神
」
と
い
う
仮
説
は
神
に
つ
い
て
の
混
乱
し
た
観
念

に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
仮
説
の
否
定
命
題
、
す
な
わ
ち
「
神
は
（
完
全
な
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
）
欺
か
な
い
」
と
い
う
命
題
が
、
書
物
E



の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
書
物
E
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
、
神
に
つ
い
て
の
明
晰
な
観
念

に
注
目
す
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
が
し
た
よ
う
に
書
物
E
全
体
を
懐
疑
に
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
起
こ
り
よ
う
が
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
書

物
E
全
体
を
懐
疑
に
か
け
る
た
め
の
懐
疑
理
由
を
否
定
す
る
命
題
が
書
物
E
自
身
に
含
ま
れ
て
い
る
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
懐
疑
は
無
効
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
誇
張
的
懐
疑
は
、
絶
対
不
可
疑
な
第
一
原
理
を
見
い
だ
す
た
め
の
方
法
論
的
手
続
き
の
一

環
で
あ
っ
た
（
そ
し
て
そ
の
手
続
き
を
経
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
我
あ
り
」
と
い
う
第
一
原
理
を
見
い
だ
し
た
と
主
張
し
た
）
。
そ
れ
で
は
、
誇

張
的
懐
疑
の
無
効
を
・
王
張
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
は
、
代
わ
り
に
ど
の
よ
う
な
方
法
論
を
提
出
す
る
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
論
は
、
書
物
E

に
含
ま
れ
る
観
念
の
明
証
性
そ
の
も
の
が
そ
の
観
念
の
真
理
性
を
正
当
化
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
観
念
の
真
理
性
を
観
念

内
容
の
特
徴
以
外
の
も
の
（
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
神
の
誠
実
）
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
の
で
は
な
く
、
明
証
性
と
い
う
観
念
そ
の
も

の
の
特
徴
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
の
で
充
分
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
デ
カ
ル
ト
の
や
っ
た
よ
う
に
書
物
E
の
出
自
を
論
じ
る
と

い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
個
々
の
明
証
的
命
題
の
真
理
性
を
問
題
に
す
る
と
き
、
書
物
E
の
出
自
は
な
ん
ら
そ
の
こ
と
と
無
関
係
な

の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
に
私
が
提
示
し
た
比
喩
は
、
マ
ー
サ
・
プ
ラ
ン
ト
・
ボ
ル
ト
ン
が
論
文
「
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
を
め
ぐ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
し
d
O
一
什
O
昌
堕
　
一
〇
G
Q
α
）
で
紹
介
し
て
い
る
比
喩
を
私
な
り
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
に
対
す
る
ス
ピ
ノ

ザ
の
反
論
一
そ
れ
は
『
知
性
改
善
論
』
や
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
な
ど
の
内
に
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
　
　
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
少
な
く
と
も
何
人
か
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
文
が
発
表
さ
れ
て
き
た
が
、
私
の
見
る
限
り
、
こ
の
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
以
上
に
問
題
状

況
を
明
確
に
指
摘
し
た
も
の
は
な
い
と
思
う
。
た
だ
し
こ
の
比
喩
と
い
え
ど
も
、
ま
だ
問
題
状
況
の
核
心
、
お
よ
び
、
そ
の
哲
学
史
的
な
意

義
・
射
程
を
必
ず
し
も
充
分
明
確
に
取
り
出
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
は
確
か
に
次
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
欺
く
神
」
の
仮
説
の
否
定
命
題
が
明
証
的
な
命
題
群
（
つ
ま
り
書
物
E
）
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
う
る
こ
と
を
挺
子
に
し
て
ス
ピ
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八
○

ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
よ
う
な
反
論
の
真
の
意
図
が

ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
そ
の
反
論
の
哲
学
史
的
な
意
味
合
い
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
が
今
一
つ
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
我
々
は
、

こ
の
よ
う
な
残
さ
れ
た
課
題
に
答
え
る
べ
く
、
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
、
ま
た
適
宜
用
語
も
導
入
し
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ

の
テ
キ
ス
ト
と
の
照
合
作
業
は
第
1
1
章
で
行
う
の
で
、
ま
ず
は
我
々
の
解
釈
の
本
体
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
提
示
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
た
い
。

　
§
2
　
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
の
展
開

　
問
題
状
況
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
へ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
論
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
陣
営
か
ら
の
再
反
論
と
、

さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
再
再
反
論
を
想
像
す
る
の
が
得
策
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
デ
カ
ル
ト
陣
営
か
ら
の
再
反
論
に
つ
い
て
考
え
よ

う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
次
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
雷
う
よ
う
に
書
物
E
の
中
の
明
証
的
な
神
の

観
念
に
注
愛
す
る
限
り
、
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
依
拠
す
る
誇
張
的
懐
疑
は
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
神
の
欺
き
と
神
の
誠
実

と
は
一
見
し
て
矛
盾
し
て
お
り
、
両
者
を
同
時
に
思
念
す
る
こ
と
は
論
理
的
の
み
な
ら
ず
心
理
的
に
も
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
明
証
的
な
観
念
を
も
あ
え
て
疑
う
た
め
に
、
書
物
E
中
の
個
々
の
明
証
的
命
題
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
「
欺
く
神
」
と
い
う
仮
説
に
意
図
的
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
一
種
の
規
範
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
物
E
の
個
々
の
命
題
に
対

す
る
自
然
的
な
同
意
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
な
同
意
傾
向
か
ら
精
神
を
解
放
な
い
し
純
化
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

〈
個
々
の
明
証
的
命
題
に
で
は
な
く
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
い
う
規
範
を
自
ら
に
課
す
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
誇

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

張
的
懐
疑
の
気
圏
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
規
範
、
さ
ら
に
言
え
ば
門
信
念
の
倫
理
（
①
什
7
剛
O
ω
O
h
σ
①
＝
①
h
）
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

書
物
E
の
内
部
の
命
題
に
注
目
す
れ
ば
事
実
と
し
て
懐
疑
な
ど
起
こ
ら
な
い
か
ら
誇
張
的
懐
疑
は
無
効
だ
、
と
主
張
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
反
論

は
完
全
に
論
点
を
は
ず
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
陣
営
と
し
て
は
、
書
物
E
の
内
部
の
命
題
に
対
す
る
専
意
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
は
事
実
と

し
て
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
隅
意
傾
向
に
対
抗
す
る
た
め
の
あ
る
種
の
規
範
の
設
定
と
い
う
こ
と
に
存
す
る



の
で
あ
る
。
i
と
い
う
再
反
論
で
あ
る
。
こ
の
再
反
論
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
の
核
心
、

ひ
い
て
は
近
世
哲
学
の
基
軸
（
の
一
つ
）
を
形
成
す
る
「
・
王
観
性
」
の
立
場
そ
の
も
の
、
に
深
く
係
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
を

説
明
し
て
み
よ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
ー
そ
し
て
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
も
こ
こ
に
加
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
一
と
い
っ
た
、
哲
学
の
絶
対
的

な
確
実
性
な
い
し
厳
密
性
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
傾
向
の
あ
る
近
世
以
降
の
哲
学
者
に
は
一
つ
の
共
通
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

〈
我
々
が
ふ
だ
ん
信
じ
て
い
る
諸
命
題
・
諸
信
念
を
一
旦
全
て
括
弧
に
い
れ
よ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
無
偏
逆
な
仕
方
で
反
省
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

で
き
る
観
点
を
求
め
よ
〉
と
い
う
知
的
な
規
範
を
哲
学
的
営
為
の
最
初
に
設
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
求
め
ら
れ
て
い
る

観
点
は
、
先
入
見
か
ら
完
全
に
自
由
で
中
立
的
で
純
化
さ
れ
た
、
い
わ
ば
「
認
識
論
的
真
空
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
認
識
の
成
立
条
件
や
構
造
を
分
析
し
て
、
認
識
の
真
理
性
を
、
外
在
的
に
一
つ
ま
り
当
の
認
識
内
容
の
特
徴
以
外
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
例
え
ば
、
神
の
誠
実
と
か
認
識
形
式
の
先
天
性
）
を
基
に
し
て
一
正
当
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
今
そ
の
よ
う
な
正
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

化
の
立
場
を
「
外
在
主
義
」
と
よ
び
、
外
在
主
義
が
求
め
る
観
点
（
認
識
論
的
真
空
）
を
「
外
在
主
義
的
観
点
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
明
証
的
な
命
題
を
も
含
め
た
一
切
の
信
念
を
懐
疑
に
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
そ

の
よ
う
な
外
在
主
義
的
観
点
の
獲
得
に
他
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
と
は
、
ま
さ
に
外
在
主
義
と
い
う
規
範

の
具
体
的
～
形
態
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
還
元
も
、
む
ろ
ん
細
か
い
論
点
に
関
し
て
は
デ
カ
ル
ト
的
な
懐
疑
と
少

な
か
ら
ず
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
外
在
主
義
的
観
点
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
図
に
関
し
て
は
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
場
合
も
、
世
界
定
立
あ
る
い
は
自
然
的
態
度
と
い
っ
た
も
の
を
「
括
弧
に
入
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
意
識
の
根
本
構
造

（
そ
れ
は
周
知
の
通
り
「
志
向
性
」
と
し
て
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
を
純
粋
に
見
通
せ
る
見
地
、
外
在
主
義
的
観
点
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
山
本
信
氏
に
よ
る
と
近
世
哲
学
に
お
け
る
マ
王
観
（
ω
二
σ
U
Φ
耳
）
」
概
念
の
本
義
は
、
こ
の
外
在
主
義
的
観
点
と
一
致
す
る
も
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の
で
あ
る
一
も
っ
と
も
、
山
本
氏
は
外
在
主
義
と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に
「
否
定
扁
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
で
は
あ
る
が
（
冊
耕
》

お
。
。
。
。
）
。
山
本
氏
に
よ
る
と
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
に
代
表
さ
れ
る
近
世
哲
学
の
一
つ
の
主
要
な
立
場
は
、
我
々
の
自
然
的
な
世
界
認
識
を
一
旦

そ
っ
く
り
否
定
す
る
（
括
弧
に
入
れ
る
）
こ
と
を
目
指
し
遂
行
す
る
、
と
い
う
点
に
依
拠
し
て
い
る
（
山
本
氏
は
こ
の
よ
う
な
否
定
作
業
の

遂
行
可
能
性
を
「
否
定
性
の
優
位
扁
と
呼
ぶ
）
。
そ
し
て
近
世
哲
学
に
お
け
る
「
主
観
」
と
は
、
そ
の
否
定
作
業
を
遂
行
し
た
純
粋
な
意
識

主
体
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
本
氏
の
用
語
解
釈
に
則
る
な
ら
ば
、
我
々
は
外
在
主
義
を
、
「
主
観
性
」
を
求
め
る
立
場
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
い
は
短
く
「
・
王
観
性
」
の
立
場
、
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
話
を
戻
そ
う
。
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
陣
雲
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
に
対
す
る
再
反
論
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
た
っ
た
今
確
認
し
た
周
語
を

用
い
れ
ば
、
そ
の
再
反
論
は
次
の
よ
う
に
再
構
成
で
き
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
は
外
在
主
義
な
い
し
「
主
観
性
」
の
立
場
に
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
、
〈
外
在
主
義
的
観
点
な
い
し
主
観
性
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
い
う
規
範
を
設
定
す
る
こ
と
を
方
法
論
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
規
範
を
遂
行
す
る
た
め
に
デ
カ
ル
ト
は
、
誇
張
的
懐
疑
、
す
な
わ
ち
、
書
物
E
中
の
個
々
の
明
証
的
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
ら
注
意
を
そ
ら
し
、
代
わ
り
に
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
注
更
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
具
体
的
規
範
、
を
自
ら
に
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
単
に
、
書
物
E
の
中
に
は
そ
の
仮
説
の
否
定
命
題
が
含
ま
れ
て
お
り
そ
れ
に
注
目
す
れ
ば
懐
疑
は
中
断
す
る
、

と
い
う
事
実
関
係
（
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
側
も
認
め
る
事
実
関
係
で
あ
る
）
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的

懐
疑
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
全
く
不
適
切
で
あ
る
。
規
範
の
設
定
者
が
重
々
承
知
し
て
い
る
事
実
関
係
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
規

範
そ
の
も
の
を
非
難
す
る
こ
と
に
は
到
底
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
i
と
い
う
再
反
論
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
な
再
再
反
論
を
加
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
ス
ピ
ノ
ザ
の
最
も
言

い
た
い
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
が
誇
張
的
懐
疑
で
求
め
て
い
る
よ
う
な
外
在
・
評
説
的
観
点
、
す
な
わ
ち
中
立
的
で

純
粋
で
無
偏
見
な
観
点
と
い
う
の
は
キ
マ
イ
ラ
の
如
き
も
の
、
幻
想
な
の
で
あ
る
。
今
仮
に
、
明
証
的
な
観
念
の
書
物
E
と
は
別
に
、
非
明

証
的
な
観
念
の
書
物
E
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
当
然
「
欺
く
神
」
（
「
神
が
私
を
欺
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
）
と
い
う
命
題
も
こ
の
£



に
属
し
て
い
る
。
す
る
と
、
デ
カ
ル
ト
が
誇
張
的
懐
疑
の
さ
い
に
行
っ
て
い
る
の
は
、
明
証
的
な
観
念
の
書
物
E
全
体
を
懐
疑
に
か
け
る
た

め
に
、
非
明
証
的
な
観
念
の
書
物
E
中
の
観
念
に
注
目
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
れ
は
決
し
て
、
純
粋
で
無

偏
見
な
観
点
の
獲
得
で
も
何
で
も
な
い
。
事
態
は
む
し
ろ
全
く
逆
で
あ
り
、
自
分
で
自
分
に
偏
見
を
強
制
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

い
わ
ば
そ
れ
は
一
種
の
自
己
洗
脳
の
試
み
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
外
在
主
義
的
観
点
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
、
〈
曖
昧
な
事
柄
を
無

理
矢
理
自
分
に
押
し
つ
け
る
こ
と
で
、
内
容
そ
の
も
の
が
透
明
か
つ
明
証
的
な
観
念
の
一
切
を
疑
う
V
と
い
う
本
末
転
倒
的
な
手
続
き
に
よ

っ
て
精
神
が
陥
っ
た
混
乱
状
態
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
幻
の
認
識
論
的
真
空
を
追
い
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
と

す
る
誇
張
的
懐
疑
あ
る
い
は
外
在
主
義
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
規
範
で
あ
る
。
外
在
主
義
的
観
点
な
る
も
の
は
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
認
識
論
的
真

空
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
物
理
的
真
空
同
様
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
§
3
　
「
全
体
論
的
内
在
主
義
」

　
さ
て
次
に
、
懐
疑
の
徹
底
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
に
代
わ
る
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
観
念
の
真
理
性
は
そ
の
観
念
内
容
そ
れ
自
体
の
明
証
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
よ

う
な
立
場
を
、
デ
カ
ル
ト
の
外
在
主
義
に
対
し
て
「
内
在
主
義
」
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
を
考
え
る
と
き
重

要
な
の
は
、
こ
の
「
観
念
内
容
そ
れ
自
体
の
明
証
性
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
明
証
的
な
個
々
の
観
念
、
す
な
わ
ち
書
物
E
の
中
に
書
き
込
ま
れ
た
個
々
の
観
念
が
、
単
に
無
関
係
に
ば
ら
ば
ら
に
並
ん
で

い
る
と
は
決
し
て
考
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
観
念
の
真
理
性
は
相
互
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
簡
単
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
2
＋
3
“
5
」
と
い

う
命
題
の
真
理
性
と
「
3
＋
4
1
1
7
」
と
い
う
命
題
の
真
理
性
と
は
深
く
絡
み
合
っ
て
い
る
し
（
　
方
が
偽
な
ら
ば
他
方
も
偽
と
な
っ
て
し

ま
う
）
、
幾
何
学
の
公
理
の
真
理
性
も
そ
れ
が
個
々
の
証
明
を
充
分
可
能
に
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
依
存
し
て
い
る
（
利
用
価
値
の
な
い
公

理
を
真
と
見
な
す
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
）
。
ま
た
『
エ
チ
カ
』
か
ら
例
を
取
り
出
す
な
ら
ば
、
心
身
平
行
論
や
自
由
意
志
否
定
論
は
、
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個
々
独
立
し
た
定
理
で
は
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
的
決
定
論
と
内
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
お
い
で
は
じ

め
て
説
得
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
書
物
E
の
中
の
諸
観
念
は
、
ち
ょ
う
ど
自
然
界
の
諸
事
物
が
相
互
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り

相
互
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
観
念
が
別
の
観
念
を
支
え
（
生
み
だ
し
）
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
観
念
が
さ
ら
に
別
の

観
念
を
支
え
（
生
み
だ
し
）
て
い
る
、
と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。
書
物
E
と
は
そ
の
よ
う
な
証
明
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
お
り
、

個
々
の
観
念
の
明
証
性
は
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
は
、

「
全
体
論
的
内
在
主
義
」
と
呼
ば
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
文
脈
か
ら
一
旦
外
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
個
々
の

観
念
は
す
ぐ
さ
ま
そ
の
明
証
性
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
観
念
に
よ
っ
て
も
論
証
さ
れ
ず
、
ま
た
い
か
な
る
観
念
を
も
論
証
し
な
い
よ

う
な
、
孤
立
し
た
観
念
の
明
証
性
は
無
で
あ
る
。
認
識
系
全
体
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
、
個
々
の
認
識
は
明
証
性
を
得
る
の
で
あ

り
内
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
。
こ
の
意
味
で
「
全
体
こ
そ
真
な
り
」
と
い
う
、
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
結
び
付
け
ら
れ
て
有
名
に
な
る
ス
ロ

ー
ガ
ン
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。

　
観
念
の
真
理
性
が
観
念
内
容
そ
の
も
の
の
明
証
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
全
体
論
的
（
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
的
）
な
認
識
系
の
中
に
そ
の
観
念
が
有
機
的
に
内
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
書
物
E
の
中
に
あ
る

命
題
を
解
釈
す
る
と
き
、
我
々
は
そ
れ
を
、
E
と
い
う
認
識
系
全
体
と
有
機
的
に
連
絡
す
る
よ
う
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
（
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
全
体
論
的
解
釈
法
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
若
き
頃
の
聖
書
解
…
釈
の
実
際
か
ら
学
び
と
り
、
学
問
全
般
に
適
用
し

た
の
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
の
よ
う
な
、
哲
学
者
と
し
て
の
学
問
的
成
長
過
程
に
つ
い
て
は
本
論
の
意

図
か
ら
は
ず
れ
る
の
で
論
じ
な
い
。
）

　
更
に
ま
た
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
、
こ
の
書
物
E
と
い
う
認
識
系
は
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
（
静
的
）
で
は
な
く
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
（
動
的
）
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
認
識
系
は
、
人
間
知
性
の
内
在
的
な
力
に
よ
っ
て
不
断
に



拡
大
な
い
し
増
殖
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
の
定
理
が
、
体
系
の
内
部
に
お
い
て
自
律
的
に
増
加
し

う
る
よ
う
に
、
こ
の
書
物
E
の
内
容
も
、
ま
さ
し
く
人
間
知
性
の
自
律
的
な
能
力
に
よ
っ
て
無
限
に
豊
か
に
な
り
う
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
体

論
的
内
在
主
義
と
は
、
こ
の
よ
う
な
観
念
の
自
律
的
発
展
と
い
う
こ
と
が
ら
を
も
含
む
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
と
め
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
は
、
観
念
（
命
題
）
の
明
証
性
を
認
識
の
全
体
論
的
体
系
性
に
よ
っ
て
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
そ
れ
は
「
全
体
論
的
内
在
主
義
」
と
呼
ば
れ
う
る
。
し
か
も
彼
が
考
え
る
明
証
的
観
念
の
体
系
は
、
自
律
的
に
内
容
を
拡
張
す
る
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
認
識
系
な
の
で
あ
る
。

1
一
　
テ
キ
ス
ト
と
の
照
合

　
§
一
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
論

　
以
上
に
お
い
て
私
は
、
自
ら
の
解
釈
を
ま
ず
見
通
し
よ
く
提
示
す
る
た
め
に
、
「
ボ
ル
ト
ン
の
比
喩
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
仕

方
で
、
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
論
上
の
対
立
を
考
察
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
自
ら
の
解
釈
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス

ト
と
具
体
的
に
突
き
合
わ
せ
る
と
い
う
作
業
は
行
っ
て
い
な
い
。
本
章
で
は
そ
の
よ
う
な
具
体
的
照
合
を
行
う
こ
と
と
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
「
第
一
省
察
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
私
が
学
問
に
お
い
て
い
っ
か
堅
固
で
揺
る
ぎ
の
な
い
も

の
を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
な
ら
、
一
生
に
一
度
は
、
全
て
を
根
こ
そ
ぎ
覆
し
、
最
初
の
土
台
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
〉
●
β

≦
囲
も
．
H
刈
）
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
従
来
の
同
意
傾
向
の
廃
棄
を
目
指
す
と
い
う
決
意
表
明
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
少
し
で
も
疑
わ
し

い
も
の
を
全
く
の
偽
と
し
て
は
ね
つ
け
、
「
い
わ
ば
双
方
の
偏
見
の
重
さ
〔
す
な
わ
ち
真
だ
と
見
な
す
傾
向
の
力
と
、
偽
と
し
て
は
ね
つ
け

よ
う
と
す
る
懐
疑
の
力
）
が
ち
ょ
う
ど
釣
合
の
と
れ
る
よ
う
に
し
て
、
も
は
や
ゆ
が
ん
だ
習
慣
が
私
の
判
断
を
事
物
の
正
し
い
認
識
か
ら
そ

ら
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
（
〉
．
日
≦
剛
も
』
悼
）
と
言
う
。
こ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
偏
晃
の
「
釣
合
の
と
れ
」
た
意
識
状
態
こ

そ
、
我
々
が
「
外
在
主
義
的
観
点
」
と
か
「
認
識
論
的
真
空
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
山
本
信
氏
が
「
主
観
」
あ
る
い
は
「
否
定
性

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

の
優
位
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
カ
ル
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
外
在
主
義
的
観
点
を
獲
得
し
よ

う
と
し
て
、
つ
い
に
は
明
証
的
な
観
念
を
も
懐
疑
に
か
け
る
た
め
い
わ
ゆ
る
誇
張
的
懐
疑
を
断
行
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
に
反
対
す
る
。
そ
し
て
そ
の
反
論
を
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
あ
る
仕
方
で
解
く
、
と
い
う
形
で
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
の
展
開
す
る
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
論
が
、
デ
カ
ル
ト
の
外
在
主
義
な
い
し
誇
張
的
懐
疑
に
対
す
る
対
決
を
意
味
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
議
論
は
主
に
、
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
第
一
部
序
論
お
よ
び
『
知
性
改
善
論
』
七
八
一
八
○
節
で
行
わ

れ
て
い
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
解
く
こ
と
が
外
在
主
義
批
判
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
「
デ
カ
ル

ト
の
循
環
」
と
い
う
も
の
が
（
実
在
論
的
真
理
を
指
向
す
る
限
り
で
の
）
外
在
主
義
の
い
わ
ば
宿
命
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

外
在
主
義
は
、
認
識
論
的
真
空
の
地
平
に
立
つ
た
め
に
、
明
証
的
な
観
念
ま
で
を
も
あ
え
て
懐
疑
に
か
け
る
。
し
か
し
、
明
証
的
な
観
念
ま

で
も
一
旦
疑
っ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
（
観
念
論
的
あ
る
い
は
構
成
主
義
的
な
見
地
で
満
足
す
る
な
ら
と
も
か
く
）
仮
に
も
実
在
論
的
な
真

理
を
確
保
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
し
た
よ
う
に
、
誠
実
な
る
神
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
で
、
明
証
的
な
観
念
の
真
理
性

を
回
復
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
の
存
在
を
論
証
す
る
に
は
、
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
何
ら
か
の
明
証
的
な
観
念
（
デ
カ
ル
ト
の

場
合
、
例
え
ば
「
因
果
性
の
原
理
」
が
こ
れ
に
相
当
す
る
）
の
真
理
性
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
不
可
避
的
な

論
点
先
取
構
造
が
存
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
は
外
在
主
義
の
宿
命
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
テ
キ
ス
ト
で
、
ま
さ
し
く
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
解
く
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
『
デ
カ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
哲
学
原
理
』
第
一
部
序
論
で
は
、
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
お
よ
び
そ
れ
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
自
身
の
答
を
提
示
し
た
の
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ

は
、
「
し
か
し
、
以
上
の
答
え
に
は
納
得
し
な
い
人
が
い
る
の
で
、
私
は
、
別
の
答
え
を
示
そ
う
」
（
ρ
H
．
℃
」
餐
）
と
述
べ
、
自
ら
の
「
代

替
案
扁
を
提
示
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
我
々
は
是
非
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
行
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
的

な
外
在
・
王
義
の
立
場
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
循
環
を
解
こ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
そ
れ
は
原
理
的
に
無
理
な
の
で
あ
る
。



ス
ピ
ノ
ザ
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
結
局
、
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
生
み
出
す
根
源
、
す
な
わ
ち
外
在
主
義
そ
の
も
の
を
捨
て
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
い
わ
ば
「
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
結
び
目
」
を
切
り
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
解

消
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
を
具
体
的
に
追
っ
て
み
よ
う
。
ま
ず
彼
は
、
明
証
的
な
も
の
に
対
す
る
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
、
次
の
よ
う
に
条
件
付
き

の
形
で
容
認
す
る
。
「
神
の
明
晰
判
明
な
概
念
を
持
っ
て
い
な
い
限
り
、
我
々
は
、
自
分
自
身
の
存
在
以
外
の
い
か
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

た
と
え
そ
の
証
明
に
正
し
く
注
意
し
た
と
こ
ろ
で
、
絶
対
的
に
確
実
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
O
・
剛
も
．
竃
。
。
）
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
「
欺

く
神
」
の
仮
説
に
注
目
す
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
よ
う
に
書
物
E
網
羅
を
疑
う
こ
と
は
箏
実
と
し
て
起
こ
り
う
る
こ
と
の
承
認
で
あ
る
。

つ
ま
り
い
い
か
え
れ
ば
、
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
注
目
す
る
限
り
徹
底
的
懐
疑
が
事
実
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
カ
ル
ト
の
本
質
的
な
意
図
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
〈
だ
か
ら
神
に
つ
い
て
の

明
証
的
な
観
念
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
に
注
目
す
れ
ば
懐
疑
は
消
滅
し
、
問
題
は
解
消
す
る
〉
と
素
っ
気
な
く
述
べ
る
。
す
な
わ
ち

「
問
題
全
体
の
核
心
は
次
の
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
神
が
欺
き
手
で
あ
る
と
考
え
る
の
も
欺
き
手
で
な
い
と
考

え
る
の
も
等
し
く
容
易
な
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
我
々
を
規
制
（
盛
。
α
8
器
お
）
す
る
よ
う
な
神
の
概
念
、
し
か
も
、
神
が
最
高
に
誠
実

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定
す
る
よ
う
に
我
々
を
実
写
（
o
o
ひ
q
費
Φ
）
す
る
よ
う
な
神
の
概
念
、
〔
ま
さ
に
〕
そ
う
い
う
神
の
概
念
を

我
々
が
形
成
で
き
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
観
念
を
我
々
が
形
成
し
て
し
ま
う
と
き
、
数
学
的
真
理
を
疑

う
た
め
の
例
の
〔
懐
疑
〕
理
由
は
取
り
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
も
し
も
我
々
が
そ
れ
〔
神
の
観
念
〕
を
も
っ
て
い

さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
ち
ょ
う
ど
今
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
疑
い
を
取
り
除

く
に
は
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
」
（
Q
H
も
・
置
G
。
）

ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
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こ
の
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
説
、
つ
ま
り
神
の
明
証
的
観
念
に
注
目
し
さ
え
ず
れ
ば
誇
張
的
懐
疑
は
解
け
、
デ
カ
ル
ト
の
循
環
は
解
消
す

る
、
と
い
う
議
論
は
、
デ
カ
ル
ト
の
本
質
的
目
論
見
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
循
環
が
あ
く
ま
で
も
強

烈
な
問
題
と
し
て
残
る
そ
の
根
本
的
な
理
由
は
、
神
の
明
証
的
観
念
に
注
目
し
な
い
と
い
う
偶
然
的
条
件
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
の
明
証
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

的
観
念
に
注
目
し
て
は
い
け
な
い
、
そ
の
代
わ
り
に
、
あ
え
て
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
の
設
定
に

存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
デ
カ
ル
ト
の
循
環
が
生
じ
る
根
塞
的
な
理
由
と
は
、
そ
の
よ
う
な
外
在
主
義
と
い
う
規
範
を
一
旦
設
定
し
て

お
き
な
が
ら
、
そ
の
規
範
を
貫
徹
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
で
は
ど
う
ず
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
〈
初
め

か
ら
そ
の
よ
う
な
規
範
を
立
て
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
〉
と
。
こ
れ
で
は
デ
カ
ル
ト
の
、
あ
る
い
は
外
在
・
王
義
の
基
本
的
な
素
論
見
そ
の

も
の
を
無
視
な
い
し
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
比
喩
を
使
え
ば
、
ど
う
見
て
も
堅
固
な
橋
を
渡
る
の
を
た
め
ら
っ
て
い
る

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
図
的
に
用
心
深
い
人
物
A
に
対
し
て
、
「
橋
が
堅
固
な
の
を
し
っ
か
り
と
見
な
さ
い
」
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
す
る
入
物
B
は
、
決
し
て
A
が

抱
え
る
問
題
意
識
を
共
有
し
て
お
ら
ず
、
当
然
A
に
と
っ
て
の
問
題
解
決
を
提
示
し
て
も
い
な
い
。
こ
こ
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
結
び
目
」
を
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
循
環
問
題
そ
の
も
の
の
源
を
遮
断
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
は
言
う
。
「
我
々
が
神
の
〔
明
証
的
な
〕
観
念
に
注
意
す
る
場
合
、
神
が
欺
き
手
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
三
角
形
の
観
念
に
注

意
す
る
場
合
、
そ
の
三
つ
の
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
く
な
い
と
考
え
る
の
と
陶
製
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
（
O
e
囲
も
．
一
膳
。
。
）
。
し
か
し
そ
も

そ
も
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
と
は
、
ま
さ
し
く
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
「
神
の
〔
明
証
的
な
〕
観
念
」
か
ら
目
を
背

け
よ
、
と
い
う
規
範
な
い
し
倫
理
に
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
意
図
に
真
っ
向
か
ら
逆
ら
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
神
の
観

念
を
眼
前
に
置
く
（
乙
窪
ヨ
U
皿
o
び
o
o
巳
。
ω
娼
○
湿
①
屋
ご
（
○
■
H
も
．
置
。
。
）
こ
と
を
推
奨
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ス
ピ
ノ
ザ
は
外
在
主
義
な
い
し
誇
張
的
懐
疑
と
い
う
こ
の
規
範
を
こ
の
よ
う
に
完
全
に
無
視
な
い
し
否
定
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
『
改
善
論
軸
七
八
一
八
○
節
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
七
八
節
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
懐
疑
の
生
成
に
関
す
る

原
則
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。



「
懐
疑
（
含
σ
冨
鉱
。
）
が
精
神
の
内
に
あ
る
の
は
、
疑
わ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
も
し
精
神
の

う
ち
に
た
だ
一
つ
の
観
念
し
か
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
が
真
の
観
念
で
あ
っ
て
も
偽
の
観
念
で
あ
っ
て
も
、
懐
疑
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

…
…
懐
疑
が
生
じ
る
の
は
、
疑
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
か
確
実
な
こ
と
を
結
論
さ
せ
る
に
足
る
ほ
ど
充
分
に
明
晰
判
明
で
は
な
い
他

の
観
念
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
を
疑
い
（
ロ
¢
σ
貯
旨
）
に
投
げ
込
む
観
念
は
明
晰
判
明
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば

人
が
…
…
感
覚
の
不
確
実
性
（
ω
窪
ω
遠
写
h
巴
訂
。
芭
に
思
い
至
っ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
な
ら
ば
、
太
陽
が
そ
の
見
か
け
よ
り
も
大
き

い
か
小
さ
い
か
を
疑
う
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
あ
る
ま
い
。
…
…
し
か
し
、
感
覚
の
不
確
実
性
に
思
い
至
る
と
懐
疑
が
生
じ
る
の
で
あ

る
」
（
ρ
H
圖
も
O
』
甲
ω
O
）

　
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
あ
る
観
念
A
に
対
す
る
懐
疑
が
成
立
す
る
の
は
A
の
懐
疑
理
由
た
る
観
念
B
が
混
乱
し
た
観
念
で
あ
る

限
り
で
し
か
な
く
、
混
乱
し
た
観
念
B
が
明
晰
判
明
な
観
念
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
な
ら
ば
A
に
対
す
る
懐
疑
は
除
去
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼

は
こ
の
原
則
を
、
次
の
七
九
節
で
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
の
場
合
に
適
用
し
て
次
の
よ
う
に
論
を
進
め
る
。

「
こ
こ
か
ら
し
て
、
こ
の
う
え
な
く
確
実
な
こ
と
に
つ
い
て
す
ら
我
々
を
誤
ら
せ
る
よ
う
な
あ
る
欺
く
神
（
σ
2
ω
号
8
冥
自
）
が
存
在

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
理
由
で
、
我
々
が
真
の
観
念
〔
ほ
明
証
的
な
観
念
〕
を
も
疑
い
の
う
ち
に
呼
び
入
れ
う
る
の
は
、

明
晰
判
明
な
観
念
を
我
々
が
神
に
つ
い
て
持
っ
て
い
な
い
限
り
で
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
…
…
も
し
我
々

が
三
角
形
に
つ
い
て
も
つ
よ
う
な
認
識
を
神
に
つ
い
て
持
つ
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
全
て
の
懐
疑
が
除
去
（
8
濠
邑
さ
れ
る
の
で

あ
る
」
（
O
」
H
も
．
G
。
O
）

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失

先
ほ
ど
我
々
が
見
た
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』

の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
全
く
同
じ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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（
1
0
）

る
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
。
し
か
し
違
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』

で
は
、
明
証
的
な
観
念
へ
の
懐
疑
は
、
〈
神
の
明
証
的
な
観
念
に
注
目
す
れ
ぼ
止
む
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は

そ
れ
に
加
え
て
、
〈
欺
く
神
の
仮
説
が
明
晰
判
明
で
は
な
い
混
乱
し
た
観
念
に
す
ぎ
な
い
V
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
、
〈
非
明
証
的
な
懐
疑
理
由
で
も
っ
て
明
証
的
な
観
念
を
疑
う
〉
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
不
当
性
を
次
の
八
○
節
で
、
探
求
の
秩
序
の
転
倒
と
し
て
き
び
し
く
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
懐
疑
と
は
、
何
ら
か
の
肯
定
な
い
し
否
定
を
め
ぐ
る
精
神
の
覇
断
保
留
（
ω
鐸
ω
唱
①
コ
ω
一
〇
）
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
肯
定
ま
た
は
否
定
は
、

も
し
そ
れ
が
知
ら
れ
な
い
と
当
の
事
物
の
認
識
が
不
完
金
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
何
も
の
か
に
精
神
が
気
づ
か
な
け
れ

ば
、
す
で
に
な
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、
懐
疑
が
起
こ
る
の
は
常
に
、
物
事
を
秩
序
な
し
に
（
簿
σ
ω
彊
①
o
践
凶
器
）
探
求
す

る
こ
と
か
ら
で
あ
る
、
と
結
論
で
き
る
」
（
ρ
剛
H
も
．
ω
O
）

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
雷
わ
せ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
と
は
、
非
明
証
的
な
一
観
念
を
理
由
と
し
て
、
明
証
的
な
観
念
全
体
、
す
な
わ
ち

書
物
E
金
魚
を
疑
う
、
と
い
う
秩
序
転
倒
の
結
果
生
じ
た
精
神
の
混
乱
状
態
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て

認
識
論
的
真
空
な
い
し
外
在
・
王
義
的
観
点
を
獲
得
し
よ
う
と
い
う
外
在
主
義
（
誇
張
的
懐
疑
）
の
試
み
は
ナ
ン
セ
ン
ス
の
極
み
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
噌
改
善
論
壇
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
要
な
主
張
の
～
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
秩
序
転
倒
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
外
在
主
義
の
滑
稽
さ
を
指
摘
し
、
い
わ
ば
「
観
念
の
優
位
扁
（
“
外
在
主
義
の
不
可
能
性
）
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
エ
チ

カ
』
の
第
二
部
定
理
四
九
備
考
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
「
あ
る
人
が
判
断
を
控
え
る
と
我
々
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
彼
が
も
の
を
十
全
に
知
覚

し
な
い
こ
と
に
自
ら
気
づ
い
て
い
る
と
言
う
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
判
断
保
留
（
甘
臼
皇
雲
ω
0
2
ω
附
○
）
は
実
は
〔
混
乱
し
た
〕
知
覚

で
あ
っ
て
自
由
意
志
で
は
な
い
」
（
○
涙
H
も
」
恕
）
。
す
な
わ
ち
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
よ
る
懐
疑
な
い
し
判
断
保
留
な
る
も
の
の
正
体
は
、



秩
序
転
倒
ゆ
え
に
生
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
混
乱
状
態
に
す
ぎ
ず
、

挫
折
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
偏
見
で
中
立
的
な
観
点
を
求
め
よ
う
と
い
う
外
在
主
義
の
目
論
見
は

　
§
2
　
内
在
主
義
の
衰
明

　
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
な
い
し
外
在
主
義
を
否
定
す
る
。
で
は
そ
れ
に
代
え
て
彼
が
提
出
す
る
方

法
論
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
我
々
が
言
う
と
こ
ろ
の
内
在
主
義
、
す
な
わ
ち
、
観
念
の
真
理
性
は
そ
の
観
念
内
容
の
明
証
性
に
よ
っ
て

正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
表
明
を
し
て
い
る
代
表
的
な
箇
所
を
『
改
善
論
』
か
ら
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
の
若
き
ス
ピ
ノ
ザ
の
最
初
の
著
作
『
改
善
論
』
こ
そ
は
デ
カ
ル
ト
の
外
在
主
義
に
対
抗
す
る
内
在
主
義
宣
言
の
露
な
の
で
あ
る
（
も
っ
と

も
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
史
的
解
釈
は
、
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
一
般
的
で
は
な
い
と
私
は
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
。
代
表
的
な
箇
所
は
三
四

と
三
五
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
ペ
テ
ロ
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ペ
テ
ロ
の
観
念
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
必
要
は
な
い
、
ま
し
て
ペ
テ
ロ
の
観
念
の
観
念
を
理

解
す
る
必
要
は
な
お
さ
ら
な
い
。
こ
れ
は
私
が
、
知
る
た
め
に
は
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
な
く
、
ま
し
て
知
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
必
要
は
な
お
さ
ら
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
三
角
形
の
本
質

の
理
解
の
た
め
に
円
の
本
質
を
理
解
す
る
必
要
が
な
い
の
と
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
観
念
に
関
す
る
事
情
は
逆
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
れ
か
ら
し

て
確
実
性
と
は
表
現
的
本
質
（
①
ω
。
。
Φ
茸
冨
。
蕊
①
6
鉱
毒
）
そ
の
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
形
相
的

本
質
（
①
ω
ω
①
承
け
一
心
鴎
O
畳
ご
P
鋤
一
山
ω
）
を
感
受
す
る
様
式
の
中
に
こ
そ
確
実
性
そ
の
も
の
は
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
更
に
、
真
理
で
あ
る
こ
と
が
確
か
に
な
る
た
め
に
は
、
真
の
観
念
を
持
つ
こ
と
以
外
何
ら
他
の
標
識
（
ω
一
σ
q
建
ヨ
）
を
必
要
と
し
な

　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
O
」
H
も
や
ぱ
よ
）

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

私
が
知
る
た
め
に
は
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
が

　
こ
の
箇
所
を
他
の
箇
所
の
言
葉
と
関
連
づ
け
て
解
説
し
よ
う
。
も
し
も
入
物
P
が
自
ら
が
抱
く
観
念
A
が
真
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
P
が
、
A
の
内
容
的
特
徴
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
A
の
真
理
性
を
確
認
し
た
か
ら
で
は
な
い
。
P
は
観
念
A
を

抱
く
と
同
時
に
、
A
の
内
容
（
表
現
的
本
質
）
の
明
証
性
に
よ
っ
て
一
「
直
観
的
に
、
何
の
手
続
き
も
な
し
に
（
葺
二
㌶
く
ρ
渇
巳
ご
ヨ

8
Φ
轟
ぎ
器
導
賦
。
ご
色
」
（
二
四
節
、
Ω
」
圃
も
■
一
・
。
）
一
A
の
真
理
性
を
確
信
す
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
事
後
的
な
再
確
認
に
頼
る
こ
と

に
よ
っ
て
A
の
真
理
性
を
裏
書
き
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
後
的
な
再
確
認
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
、

観
念
A
の
真
理
性
が
観
念
内
容
の
明
証
性
に
よ
っ
て
す
で
に
最
初
に
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
真
理
で
あ
る
こ

と
が
確
か
に
な
る
た
め
に
は
、
真
の
観
念
を
持
つ
こ
と
以
外
な
ん
ら
他
の
標
識
を
必
要
と
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば

「
真
理
は
自
己
自
身
を
顕
す
（
く
①
民
器
ω
①
ぢ
。
・
鋤
蔀
戸
8
自
益
ご
扁
（
四
四
節
、
○
」
轡
9
嵩
）
。
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
『
エ
チ
無
口
第
二
部
定
理
四

三
備
考
の
有
名
な
皇
軍
を
用
い
て
い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
「
真
の
観
念
を
有
す
る
も
の
は
誰
で
あ
れ
、
真
の
観
念
が
最
高
の
確
実
性
を
含
ん

で
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
光
が
光
自
身
と
闇
と
を
顕
す
よ
う
に
、
真
理
は
真
理
自
身
と
虚
偽
と
の
基
準
で
あ
る
福
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
「
観
念
の
中
に
は
、
真
の
観
念
を
偽
の
観
念
か
ら
区
別
す
る
実
在
的
な
あ
る
も
の
が
あ
る
」
（
七
〇
節
、
○
■
目

。
．
ま
）
。
そ
し
て
も
し
も
方
法
と
し
て
改
め
て
是
体
的
に
行
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
明
証
的
な
観
念
と
そ
う
で
な
い
観
念
、
い

い
か
え
れ
ば
、
書
物
E
に
属
す
る
観
念
と
そ
う
で
な
い
観
念
（
書
物
E
に
属
す
る
観
念
）
と
を
注
意
深
く
区
別
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
さ

に
こ
の
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
方
法
と
は
、
反
省
的
認
識
（
8
α
q
日
豊
碁
客
①
×
嘗
鋤
）
あ
る
い
は
観
念
の
観
念
（
置
＄
誌
＄
9
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
」
（
三
八
節
、
○
」
H
唱
P
窃
よ
）
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
反
省
的
認
識
」
の
「
反
省
」
と
は
、
書
物
E
と
E
と
を
意

識
的
に
区
別
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
書
物
E
に
用
心
し
て
、
精
神
の
注
意
を
ひ
と
え
に
書
物
E
に
振
り
向
け
る
、
と
い
う
こ
と



で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
ら
の
内
在
主
義
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
以
上
に
見
た
限
り
に
お
け
る
内
在
主
義
は
、

ま
だ
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
い
し
曖
昧
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
観
念
の
真
理
性
を
正
当
化
す
る
観
念
内
容
の
〈
明
証
性
〉
と
は
、

詳
し
く
言
え
ば
い
か
な
る
も
の
か
、
が
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
「
2
＋
3
1
1
5
」
と
い
う
観
念
は
、
そ
の

内
容
の
明
証
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
観
念
の
一
つ
の
典
型
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
と
き
、
「
2
＋
3
目
5
」
の
く
明
証
性
〉
と
は
一
体
何

か
。
す
な
わ
ち
「
重
な
る
も
の
の
形
相
を
構
成
す
る
も
の
に
関
し
て
言
え
ば
、
確
か
に
真
の
思
惟
と
偽
の
思
惟
と
は
、
単
に
〔
対
象
と
の
一

致
と
い
う
〕
外
的
特
徴
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
内
的
特
徴
（
α
Φ
溢
O
目
P
凶
渇
餌
け
一
〇
　
　
圃
づ
酔
『
口
渇
ω
⑦
O
掌
。
）
に
よ
っ
て
区
溺
さ
れ
る
」
（
六
九
節
、
○
．

H同

焉
D
ま
）
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
雷
う
が
、
そ
の
〈
内
的
特
徴
〉
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
周
知
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ

ザ
は
、
内
的
特
徴
に
よ
っ
て
そ
の
真
理
性
が
知
ら
れ
る
観
念
の
こ
と
を
「
十
全
な
観
念
（
こ
＄
酒
量
8
轟
邑
」
と
呼
ぶ
（
『
エ
チ
カ
』
第
二
部

定
義
四
）
の
で
、
い
ま
我
々
が
提
起
し
て
い
る
問
い
は
、
観
念
の
〈
十
全
性
〉
と
は
何
か
、
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
ま

た
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
「
反
省
的
」
認
識
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
を
用
い
れ
ば
、
書
物
E
と
E
と
を
反
省
的
に
区
別
す
る
さ
い
、
任
意
の

観
念
が
E
と
E
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
を
識
別
す
る
さ
い
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
何
か
、
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
要
す
る
に
、
内

在
主
義
を
よ
り
厳
密
に
す
る
た
め
に
は
、
〈
明
証
性
〉
な
い
し
く
十
全
性
V
を
具
体
的
に
肉
付
け
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

の
ス
ピ
ノ
ザ
の
見
解
を
次
に
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
§
3
　
内
在
主
義
の
全
体
論
的
性
格
の
主
張

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
観
念
の
く
明
証
性
V
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
当
該
の
観
念
が
諸
観
念
の
演
繹
体
系
の
中
に
自

ら
の
場
所
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
証
的
（
明
晰
判
明
）
な
観
念
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
明
証
的
な

観
念
か
ら
く
導
出
さ
れ
V
、
ま
た
他
の
明
証
的
な
観
念
を
〈
導
出
す
る
〉
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
く
導
出
さ

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
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九
四

れ
・
導
出
す
る
〉
と
い
う
関
係
を
他
の
観
念
と
の
間
に
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
証
性
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は

「
書
簡
三
七
」
で
次
の
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
「
一
つ
の
明
晰
判
明
な
知
覚
〔
ほ
観
念
〕
、
あ
る
い
は
、
一
群
の
明
晰
判
明
な
知
覚
は
、
絶

対
的
に
述
べ
れ
ば
、
他
の
明
晰
判
明
な
知
覚
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
我
々
が
形
成
す
る
明
晰
判
明
な
全
て

の
知
覚
は
他
の
明
晰
判
明
な
知
覚
か
ら
の
み
生
じ
う
る
の
で
あ
る
」
（
O
．
H
＜
も
」
。
。
。
。
）
。
こ
の
よ
う
な
〈
導
出
さ
れ
・
導
出
す
る
〉
諸
観
念
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
初
め
て
明
証
的
な
観
念
は
そ
の
明
証
性
を
獲
得
す
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
の
明
証
性
は
他
の
諸
観
念
と

の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
生
じ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
昧
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
は
「
全
体
論
的
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
唯
　
実
体
と
し
て
の
自
己
原
因
を
基
本
に
お
く
あ
る
種
の
流
出
説
を
と
る
の
で
、
こ
の
「
全
体
論
的
」
な

観
念
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
自
己
原
因
の
観
念
を
出
発
点
と
し
た
　
ま
と
ま
り
の
壮
大
な
体
系
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
改
善
論
旧
藩
　

節
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
「
我
々
は
す
べ
て
の
観
念
を
一
つ
の
観
念
に
還
元
（
器
象
ぴ
q
o
「
①
）
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
連
結
（
o
O
亭

。
養
畜
霞
Φ
）
し
、
秩
序
（
。
「
島
轟
邑
づ
け
る
こ
と
で
、
我
々
の
精
神
が
で
き
る
か
ぎ
り
自
然
の
形
相
性
を
、
そ
の
全
体
に
関
し
て
も
そ
の

部
分
に
関
し
て
も
、
表
現
的
に
再
現
（
冨
融
護
の
）
す
る
よ
う
に
努
め
」
（
O
」
H
も
■
逡
）
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
が
四
二
節
で
は
次
の
よ

う
に
雷
わ
れ
る
。
「
我
々
の
精
神
が
自
然
の
す
が
た
を
忠
実
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
す
べ
て
の
観
念
を
、
金
自
然
の
根
（
o
ユ
α
q
o
）
で

あ
り
源
泉
（
8
器
）
で
も
あ
る
も
の
を
再
現
す
る
観
念
か
ら
産
出
（
只
。
含
。
霞
①
）
し
て
、
こ
の
観
念
が
ま
た
他
の
諸
観
念
の
源
泉
と
な
る
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
O
◎
冒
℃
．
寒
）
。
要
す
る
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
る
～
連
の
明
証
的
な
観
念
、
つ
ま
り
書
物
E
と
は
、
自
己

原
因
を
め
ぐ
る
　
連
の
諸
観
念
を
土
台
と
し
た
認
識
系
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
系
に
有
機
的
に
内
属
す
る
こ
と
が
観
念

の
明
証
性
の
正
体
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
奮
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
認
識
系
か
ら
孤
立
し
て
い
る
観
念
な
い
し
思
想
は
端
的

に
歪
な
る
も
の
と
麗
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
七
三
節
で
は
、
「
半
円
の
運
動
と
い
う
観
念
は
、
そ
れ
が
精
神
の
中
に
単
独
に
存
す

る
と
き
は
偽
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
観
念
が
、
球
の
概
念
ま
た
は
そ
う
し
た
運
動
を
規
定
す
る
何
ら
か
の
原
因
の
概
念
と
結
び
つ
く
な
ら
真
で

あ
る
し
（
○
」
囲
も
』
。
。
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
非
常
に
厳
し
い
全
体
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
半
円
の
運
動
扁
と
い
う
よ
う
な
一
見
曖



昧
さ
の
な
い
概
念
で
す
ら
、
他
の
概
念
と
の
連
関
性
が
な
い
限
り
「
偽
」
な
る
概
念
と
し
て
明
証
性
を
断
固
拒
否
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
一
度
ま
と
め
て
お
こ
う
。
明
証
愚
な
諸
観
念
、
つ
ま
り
書
物
E
の
中
の
諸
観
念
は
、
〈
導
出
さ
れ
る
・
導
出
す
る
〉
と
い
う
連
関
性

に
よ
っ
て
縦
横
無
尽
に
絡
み
合
い
、
一
続
き
の
認
識
系
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
絡
み
合
い
〉
こ
そ
が
観
念
の
「
明
証
性
」
の
正

体
で
あ
る
。
つ
ま
り
観
念
の
明
証
性
は
他
の
諸
観
念
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
初
め
て
理
解
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
を
「
全
体
論
的
内
在
主
義
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
あ
る
。
「
全
体
こ
そ
真
」
と
い
う
見
地
を
ス
ピ
ノ
ザ
が
取
っ
て
い
る
と

い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
証
的
な
観
念
群
の
「
体
系
的
多
産
性
扁
と
で
も
い
う
べ
き
論
点
で
あ
る
。
「
書
簡
三
七
」

か
ら
再
度
引
用
す
れ
ば
、
「
こ
れ
ら
の
知
覚
〔
1
1
明
証
的
な
観
念
〕
は
我
々
の
内
に
存
し
、
い
か
な
る
外
的
原
因
も
持
っ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
我
々
が
形
成
す
る
明
晰
判
明
な
諸
知
覚
は
た
だ
我
々
の
本
性
と
そ
の
確
実
で
確
定
的
な
諸
法
則
に
の
み
、
い
い
か
え
れ
ば
我
々
に

固
有
の
能
力
（
蝉
σ
ω
9
¢
＄
p
o
ω
q
”
や
0
8
二
け
芭
に
の
み
依
存
し
て
い
る
」
（
の
」
＜
も
」
G
。
c
。
）
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
明
証
的
な
観

念
が
「
外
的
原
因
」
な
し
に
他
の
明
証
的
観
念
を
生
み
出
す
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
我
々
の
知
性
に
お
い
て
諸
観

念
が
い
わ
ば
自
律
的
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築
い
て
ゆ
く
と
い
う
、
観
念
の
自
律
的
発
展
性
を
強
調
し
て
い
る
。
明
証
的
な
観
念
か
ら
な
る
認

識
系
、
つ
ま
り
書
物
E
は
、
外
在
的
な
操
作
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
拡
大
、
い
わ
ば
自
己
増
殖
す
る
、
と
主
張

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
例
え
ば
『
改
善
論
』
の
有
名
な
三
一
節
で
は
、
観
念
を
道
具
に
例
え
つ
つ
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「

人
間
は
、
最
初
に
は
生
得
の
道
具
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
き
わ
め
て
平
易
な
も
の
を
、
苦
労
し
て
、
し
か
も
不
完
全
に
で
は
あ
っ

た
が
、
と
に
か
く
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
作
り
上
げ
て
し
ま
う
と
、
今
度
は
他
の
比
較
的
難
し
い
も
の
を
、
比
較
的
少

な
い
労
力
で
比
較
的
完
全
に
作
り
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
次
第
に
最
も
簡
単
な
作
業
か
ら
道
具
へ
、
さ
ら
に
こ
の
道
具
か
ら
別
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の
作
業
と
道
具
へ
、
と
一
歩
一
歩
進
ん
で
ゆ
き
、
結
局
、
あ
れ
だ
け
多
く
の
、
あ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
を
、
わ
ず
か
の
労
力
で
完
成
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
様
に
、
知
性
も
ま
た
生
得
の
力
を
も
っ
て
、
自
ら
の
た
め
に
知
的
道
具
（
凶
誘
『
煮
日
陰
8
葺
卑

圏
0
9
舞
欝
）
を
作
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
別
の
力
を
獲
得
し
て
別
の
知
的
作
業
（
。
冨
轟
前
之
Φ
9
陰
口
餌
）
に
向
か
い
、
さ
ら
に
こ
の
作
業

か
ら
ま
た
別
の
道
具
、
つ
ま
り
い
っ
そ
う
探
求
を
進
め
る
能
力
を
獲
得
し
て
ゆ
く
、
こ
う
し
て
次
第
に
前
進
し
て
い
っ
て
、
つ
い
に
は

英
知
の
絶
頂
（
ω
巷
凶
窪
け
冨
Φ
〇
三
ヨ
①
巳
に
達
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
○
」
H
も
P
お
ム
）

　
こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
明
証
的
認
識
は
自
律
的
に
拡
大
・
増
殖
す
る
可
能
性
を
自
ら
の
う
ち
に
秘
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

彼
は
、
『
改
善
論
』
八
五
節
で
は
、
「
精
神
は
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
活
動
し
、
さ
な
が
ら
一
種
の
心
的
自
動
機
械
（
9
。
葺
。
ヨ
簿
ω
℃
三
ε
巴
Φ
）
」

（
○
．
麟
㌘
。
。
卜
。
）
で
あ
る
、
と
も
表
現
す
る
。
こ
こ
で
の
「
精
神
扁
と
は
無
限
知
性
の
一
部
と
し
て
の
精
神
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自

動
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
「
書
簡
三
七
」
で
言
わ
れ
て
い
る
「
い
か
な
る
外
的
原
因
も
持
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

無
論
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
明
証
的
な
観
念
の
自
律
的
展
開
の
典
型
的
な
例
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
『
エ
チ
カ
』
に
お
い

て
諸
定
理
が
定
義
・
公
理
か
ら
次
々
に
導
き
出
さ
れ
る
過
程
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
書
物
E
の
自
己
増
殖
は
、
そ
の
内
容
が
豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
い
わ
ば
加
速
度
的
に
強
化
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
精

神
は
、
よ
り
多
く
の
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
、
い
っ
そ
う
容
易
に
理
解
を
続
け
て
ゆ
く
た
め
の
別
の
諸
道
具
〔
観
念
〕
を

獲
得
し
て
ゆ
く
」
（
三
九
節
、
○
』
も
」
①
）
。
こ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
頷
け
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
あ

る
公
理
か
ら
あ
る
定
理
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
証
明
方
法
が
な
か
な
か
見
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
ま
ず
補

助
定
理
を
い
く
つ
か
証
明
し
て
み
る
と
、
今
度
は
、
そ
の
補
助
定
理
を
使
っ
て
、
目
指
す
定
理
が
非
常
に
論
証
し
や
す
く
な
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
数
学
の
世
界
で
は
極
め
て
　
般
的
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
導
出
が
他
の
導
出
を
促
し
、
加
速
さ
せ
る
の
で
あ

る
。



　
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
く
自
己
増
殖
す
る
全
体
論
的
な
認
識
系
V
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
る
。
認
識
の
体
系
性
か
ら
明
証
性
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
論
の
要
諦
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
精
神

が
、
あ
る
思
惟
を
吟
味
し
よ
う
と
し
て
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
正
当
に
導
出
さ
れ
う
る
も
の
を
正
し
い
秩
序
で
導
出
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
に

注
目
す
る
場
合
、
も
し
そ
の
思
惟
が
偽
で
あ
っ
た
な
ら
、
精
神
は
そ
の
虚
偽
性
を
看
破
す
る
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
真
で
あ
っ
た
な
ら
、

な
ん
の
中
断
も
な
し
に
首
尾
よ
く
そ
こ
か
ら
も
ろ
も
ろ
の
真
な
る
こ
と
が
ら
を
導
出
し
続
け
る
」
（
一
，
〇
四
節
、
○
」
團
も
。
●
ω
？
c
。
）
。

　
た
だ
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
を
以
上
の
よ
う
に
「
全
体
論
的
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
関
し
て
、
本
節
の
最
後
に
ど
う
し
て
も

付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
意
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
全
体
論
が
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
的
全
体
論
と
は
、
む
ろ
ん
根
本

的
な
点
で
大
い
に
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
の
認
識
論
的
全
体
論
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
論
点
は
、
信
念
体
系
が
経
験
に
よ

っ
て
反
証
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
信
念
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
は
理
論
的
に
確
定
さ
れ
え
ず
、
改
訂
の
仕
方
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
基
準
に

よ
っ
て
決
ま
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
見
地
で
は
、
（
い
か
に
保
守
的
な
改
訂
で
あ
れ
）
信
念
体
系
の
改
訂
可
能
性
が
明

ら
か
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
例
え
ば
ど
の
観
念
（
命
題
）
を
公
理
に
す
る
か
と
い
う
細
か
い
技
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

面
に
つ
い
て
は
多
少
と
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
明
証
的
観
念
の
体
系
が
本
質
的
な
改
訂
に
さ
ら
さ
れ
る
、

と
い
う
よ
う
な
可
能
性
を
想
定
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
「
書
簡
七
六
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
明
証
的
観
念
の
体
系
（
具
体

的
に
は
『
エ
チ
カ
』
と
し
て
展
開
さ
れ
る
）
が
「
真
の
哲
学
（
〈
①
鑓
℃
窪
。
ω
o
℃
露
Q
）
」
（
O
．
囲
く
も
■
器
O
）
で
あ
る
と
の
考
え
を
確
固
と
維
持
し

て
い
た
。
彼
は
、
自
ら
の
形
而
上
学
体
系
が
自
然
の
真
の
在
り
方
を
再
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
更
に
言
え
ば
、
彼

は
入
間
知
性
を
神
の
無
限
知
性
の
一
部
分
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
、
彼
に
と
っ
て
、
形
而
上
学
の
改
訂
可
能
性
な
ど
は
端
的
に
矛
盾
し
た
概

　
　
　
　
（
1
3
）

念
な
の
で
あ
る
）
。
し
た
が
っ
て
彼
の
全
体
論
と
は
、
あ
く
ま
で
も
観
念
の
明
証
性
の
条
件
を
め
ぐ
る
全
体
論
な
の
で
あ
っ
て
、
経
験
と
の

突
き
合
わ
せ
に
お
け
る
改
訂
方
法
に
関
す
る
全
体
論
と
は
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失

九
七
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以
上
で
、
我
々
が
第
－
章
で
提
示
し
た
解
釈
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス
ト
と
照
合
す
る
作
業
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
『
デ
カ
ル
ト
の
哲

学
原
理
』
お
よ
び
『
知
性
改
善
論
』
の
テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
ひ
い
て
は
外
在
主
義
を
否
定

し
、
そ
の
代
わ
り
に
自
ら
の
全
体
論
的
内
在
主
義
を
主
張
す
る
、
そ
の
有
り
様
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
て
次
章
で
は
、
我
々
の
解

釈
を
、
他
の
研
究
者
に
よ
る
二
、
三
の
研
究
成
果
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
流
れ
に
お
け
る
我
々
自
身
の
成
果
の
位
置

づ
け
を
、
あ
る
程
度
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

m
　
他
の
研
究
と
の
比
較

　
§
1
　
「
ド
ネ
ー
論
文
」
に
つ
い
て

　
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
研
究
は
す
で
に
い
ろ
い
ろ
と
書
か
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
本
論
の
最
初
で
雷
及
し
た
ボ
ル
ト
ン
の
論
文
（
b
ご
。
一
8
炉
お
。
。
㎝
）
が
も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た
他
に
も
、
ポ
プ
キ
ン
（
℃
名
－

鉱
戸
目
零
ρ
魯
．
×
囲
【
）
や
オ
デ
ガ
ー
ド
（
○
α
①
ひ
q
餌
鼠
篇
8
e
の
も
の
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
時
代
的
に
出
発
点
と
な
り
、
今

で
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
、
ド
ネ
ー
の
論
文
「
哲
学
的
懐
疑
主
義
を
め
ぐ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
児
解
」
（
U
o
羅
ざ
一
雪
9
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま

た
、
ボ
ル
ト
ン
や
ポ
プ
キ
ン
、
オ
デ
ガ
ー
ド
の
研
究
も
、
も
ち
ろ
ん
ド
ネ
ー
論
文
と
細
か
い
論
点
で
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

が
抱
え
る
の
と
同
じ
難
点
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
我
々
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
研
究
の
い
わ
ば
代
表
と
し
て
ド
ネ
ー

論
文
を
と
り
あ
げ
、
我
々
の
解
釈
の
見
地
か
ら
、
評
価
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。

　
ド
ネ
ー
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
を
、
と
も
か
く
表
面
的
に
は
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
い
。
こ
こ
で
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
議

論
と
は
、
彼
が
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
や
『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
解
い
た
の
か
、
す
な

わ
ち
、
誇
張
的
懐
疑
の
解
消
方
法
を
示
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ド
ネ
ー
は
言
う
、
「
彼
〔
”
ス
ピ
ノ
ザ
〕
は
そ
こ
〔
目
『
デ
カ

ル
ト
の
哲
学
原
理
軸
第
一
部
序
論
〕
で
、
…
…
懐
疑
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
代
替
案
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
代
替
法
は
ま
た
、
『
知
性
改



三
論
』
の
く
懐
疑
〉
な
い
し
く
疑
わ
し
い
観
念
V
の
節
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
」
。
す
で
に
我
々
が
確
認
し
た
よ
う
に
、
実
は
『
デ

カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
と
『
改
善
論
』
で
の
「
代
替
案
」
は
、
必
ず
し
も
同
じ
論
調
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
と
も
か
ぐ
、
ド
ネ
ー

が
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス
ト
の
こ
れ
ら
の
箇
所
に
注
目
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
懐
疑
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
本
格
的
な
議
論
を
展
開
し
た
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
史
の
上
で
充
分
な
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ド
ネ
ー
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て

い
る
。

「
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、
自
分
が
欺
く
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
懐
疑
理
由
と
す
る
懐
疑
論
者
は
、

…
…
自
分
の
起
源
に
つ
い
て
の
明
晰
判
明
な
観
念
を
欠
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う
に
は
、
こ
の
欠
陥
は
修
復

さ
れ
う
る
。
…
…
自
ら
の
起
源
に
つ
い
て
明
晰
判
明
な
観
念
を
獲
得
す
る
な
ら
、
彼
は
、
〈
自
分
が
欺
く
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
か

も
し
れ
な
い
〉
と
い
う
観
念
を
反
省
す
る
こ
と
で
、
〈
自
分
が
欺
く
神
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
の
で
は
な
い
V
と
い
う
こ
と
を
疑
う
こ
と

は
で
き
な
い
状
態
に
至
る
の
で
あ
る
」

　
こ
の
要
約
自
体
は
決
し
て
的
を
外
し
て
い
な
い
。
確
か
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
の
一
部
は
、
ド
ネ
ー
が
言
う
通
り
、
神
に
つ
い
て
の
明
証

的
な
観
念
に
注
目
す
れ
ば
「
欺
く
神
」
の
仮
説
に
基
づ
く
誇
張
的
懐
疑
は
不
可
能
と
な
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
整
理
す
る
だ
け
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
誇
張
的
懐
疑
な
い
し
外
在
・
王
義
（
主
観
性
の
立
場
）
に
対
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
批
判
の
根
本
部
分

が
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
塙
の
で
あ
る
。
誇
張
的
懐
疑
な
い
し
外
在
主
義
と
は
、
こ
れ
ま
で
我
々
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
規

範
な
い
し
倫
理
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
デ
カ
ル
ト
は
、
ド
ネ
ー
が
き
れ
い
に
ま
と
め
た
よ
う
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
を
も
し
聞
い
た
と
し
て

も
、
決
し
て
そ
れ
に
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
神
の
明
証
的
観
念
に
注
目
す
れ
ば
事
実
問
題
と
し
て
懐
疑
は
止
む
。
し
か
し
デ
カ
ル

ト
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
明
証
的
観
念
に
注
目
せ
ず
、
逆
に
「
欺
く
神
」
の
観
念
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
外
在
主
義
的
観
点
に

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
規
範
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
し
く
ス
ピ
ノ
ザ
が
真
に
主
張
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
が
、
探
求

秩
序
の
逆
転
に
由
来
す
る
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
張
し
た
対
立
関
係
が
ド
ネ
ー
論
文
で
は
全
く

論
じ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
先
に
挙
げ
た
他
の
論
者
た
ち
の
論
文
で
も
ほ
と
ん
ど
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
を
隔
て
る
分
水
嶺
は
哲
学
の
根
本
的
方
法
論
に
係
わ
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
緊
張
的
対
立
は
、
単
に
、
誇
張
的
懐
疑

な
い
し
「
デ
カ
ル
ト
の
循
環
」
を
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
よ
っ
て
解
消
す
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
彼
ら
は
、

外
在
・
王
義
と
い
う
規
範
を
設
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
外
在
・
王
学
を
不
毛
と
し
て
捨
て
て
内
在
主
義
を
と
る
か
、
と
い
う
論
点
に
お
い
て
対
立

し
て
い
る
。
と
に
も
か
く
に
も
我
々
の
解
釈
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
我
々
は
、
ド
ネ
ー
論
文
よ
り
も
深
い
地
層
か
ら

問
題
を
掘
り
起
こ
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
§
2
　
「
デ
・
ゲ
イ
ン
／
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
論
争
」

　
一
九
八
六
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
精
力
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
者
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
が
『
改
善
論
蜘
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
非
常
に
詳
し
い
コ
メ
ン
タ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

リ
ー
付
き
で
発
表
し
た
。
そ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
『
改
善
論
』
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
ら
の
方
法
論
の
提
示
に
努
め
て
い
る
と
い
う
従

来
の
「
伝
統
的
解
釈
」
に
（
少
な
く
と
も
　
為
す
る
と
）
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
は
『
改
善
論
』

の
内
に
、
〈
哲
学
な
い
し
学
問
を
形
成
す
る
た
め
の
方
法
論
を
特
別
に
議
論
し
て
も
不
毛
で
あ
る
V
と
い
う
反
方
法
論
的
主
張
が
成
熟
す
る

過
程
を
読
み
と
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
翻
訳
が
出
た
翌
年
、
や
は
り
オ
ラ
ン
ダ
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
者
デ
・
ゲ
イ
ン
が
、
ク
レ

ー
フ
ェ
ル
の
「
挑
発
的
解
釈
扁
に
対
し
て
伝
統
的
解
釈
の
側
か
ら
厳
し
い
反
論
（
U
①
O
凶
甘
し
㊤
。
。
ご
を
表
明
し
、
そ
の
反
論
に
対
し
て
ク
レ

ー
フ
ェ
ル
も
ま
た
激
し
い
再
反
論
（
ヨ
①
〈
Φ
「
添
り
G
。
刈
）
を
提
出
し
た
。

　
デ
・
ゲ
イ
ン
と
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
論
争
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
今
述
べ
た
こ
と
が
ら
、
つ

ま
り
、
『
改
善
論
』
は
方
法
論
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
そ
れ
と
も
反
方
法
論
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
、
と
い
う
『
改
善
論
』
解
釈



の
根
幹
に
係
わ
る
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
最
高
善
が
自
然
科
学
的
知
識
の
獲
得
に
存
す
る
の
か
（
こ
れ
は
ク

レ
ー
フ
ェ
ル
の
見
解
）
、
そ
れ
と
も
自
然
科
学
的
知
識
よ
り
も
深
い
あ
る
種
の
神
秘
的
直
観
に
存
す
る
の
か
（
こ
れ
は
「
神
秘
的
解
釈
」
と

呼
ば
れ
、
デ
・
ゲ
イ
ン
の
立
場
）
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
問
題
は
我
々
の
本
論
で
の
議
論
と
必
ず
し
も
無
関
係
で
は
な
い
が
、

特
に
直
接
的
に
係
わ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
我
々
は
第
一
の
論
点
に
関
し
て
、
彼
ら
の
論
争
を
評
価
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
最
初
に
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
言
葉
遣
い
の
性
急
さ
で
あ
る
。
や
は
り
ど
う
考
え
て
み
て
も
、
『
改
善
論
』

が
反
方
法
論
的
著
作
で
あ
る
、
と
表
現
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
デ
・
ゲ
イ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
改
善
論
』

は
そ
の
最
初
か
ら
末
尾
に
至
る
ま
で
、
学
問
に
と
っ
て
の
方
法
の
必
要
性
を
強
調
し
続
け
て
お
り
、
ま
た
、
我
々
が
何
度
か
引
用
し
た
「
書

簡
三
七
」
（
『
改
善
論
』
執
筆
後
の
一
六
六
六
年
に
書
か
れ
た
）
に
お
い
て
も
ス
ピ
ノ
ザ
は
方
法
論
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
表
現
面
の
性
急
さ
に
つ
い
て
は
さ
て
お
き
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
意
図
そ
の
も
の
は
、
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
解

釈
か
ら
し
て
決
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
が
雷
い
た
い
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
哲
学

な
い
し
学
問
と
は
別
個
に
、
そ
れ
を
監
督
す
る
特
別
な
「
方
法
」
は
不
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
レ
ー

フ
ェ
ル
の
見
方
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
う
ち
に
判
然
た
る
内
在
主
義
の
主
張
を
兇
い
だ
す
我
々
の
解
釈
と
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
論
争
に
お
い
て
デ
・
ゲ
イ
ン
が
代
表
し
て
い
る
「
伝
統
的
解
釈
」
に
よ
る
と
、
『
改
善
論
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
方
法
論
と
い
う
一
個

の
特
劉
な
分
野
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
が
言
い
た
い
の
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
方
法
論
を
ス
ピ
ノ
ザ

は
書
こ
う
と
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
は
デ
・
ゲ
イ
ン
を
次
の
よ
う
に
痛
烈
に
批
判
す
る
。
「
デ
・
ゲ
イ

ン
は
、
学
問
〔
科
学
〕
と
論
理
を
同
一
視
す
る
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
途
轍
も
無
い
歴
史
的
歩
み
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
偏
。
こ
こ
で
の

「
論
理
」
と
は
、
学
問
な
い
し
科
学
の
正
当
化
の
手
続
き
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
に
と
っ
て
『
改
善
論
』
の
革
命

的
な
意
義
は
、
い
わ
ゆ
る
方
法
を
ス
ピ
ノ
ザ
が
学
問
そ
の
も
の
に
内
属
さ
せ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
独
創
性
は
、
門
思
惟
そ
れ
自
体
の
も
つ
論
理
的
機
能
を
強
調
」
し
た
点
に
あ
る
。
論
理
的
機
能
を
思
惟
そ
の
も
の
が
有
す
る
か

　
　
　
　
ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
｝
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二

ら
こ
そ
、
「
事
前
の
論
理
的
準
備
や
、
同
時
的
な
論
理
的
補
助
、
事
後
的
な
方
法
論
的
評
価
な
ど
は
完
全
に
余
計
な
も
の
と
な
る
」
。
学
問
体

系
内
部
に
、
そ
の
学
問
の
個
々
の
命
題
を
正
当
化
し
た
り
命
題
の
体
系
を
発
展
さ
せ
る
カ
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
学
問
の
外
か
ら
そ

の
学
問
を
監
督
・
指
導
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
も
し
も
そ
の
よ
う
な
監
督
が
必
要
な
ら
ば
、
そ
の
監
督
の
監
督
が
必
要
に
な
り
、

さ
ら
に
監
督
の
監
督
の
監
督
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
際
限
な
く
続
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
）
哲
学
に
し
ろ
科
学
に
し
ろ
、
そ
の
中

身
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
外
在
的
な
視
点
を
設
定
す
る
必
要
は
な
い
。
い
や
そ
の
よ
う
な
視
点
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
今
、
そ

の
よ
う
な
視
点
を
主
観
性
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
的
な
革
命
と
は
、
学
問
が
学
問
と
し
て
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
主
観
性

は
無
用
で
あ
る
、
と
い
う
判
然
た
る
主
張
で
あ
る
、
と
雷
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
本
論
に
お
け
る
我
々
の
解
釈
に
と
っ
て
、
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
主
張
は
非
常
に
親
和
的
で
あ
る
（
そ
し
て
こ
れ
は
、
逆
に
言
え
ば
、
デ
・
ゲ

イ
ン
の
見
地
が
そ
の
ぶ
ん
親
和
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
的
外
在
主
義
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
者
が
頷
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
方
法
（
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
表
現
だ
と
「
論
理
」
）
を
学
問
そ
の
も
の

に
内
属
さ
せ
た
、
と
ま
で
判
然
と
言
い
切
る
研
究
者
は
ま
だ
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
が
強
調
す
る
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
、

我
々
は
本
論
に
お
い
て
、
彼
と
は
若
干
異
な
る
角
度
か
ら
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
が
求
め
た
よ

う
な
外
在
主
義
的
観
点
（
主
観
性
）
を
求
め
ず
、
外
在
主
義
と
の
明
確
な
対
比
の
も
と
で
内
在
主
義
を
強
く
主
張
し
た
、
と
い
う
点
に
着
目

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
〈
学
問
に
対
す
る
論
理
の
内
属
〉
と
い
う
ク
レ
ー
フ
ェ
ル
の
表
現
が
意
味
す
る
も
の
と
ほ
と
ん
ど
岡

じ
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

結

び

誇
張
的
懐
疑
を
め
ぐ
る
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
対
立
は
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
方
法
論
の
根
幹
に
係
わ
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、

〈
主
観
性
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
〉
と
い
う
規
範
な
い
し
倫
理
、
一
言
で
い
え
ば
外
在
主
義
を
自
ら
の
方
法
論
と
し
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、



デ
カ
ル
ト
の
外
在
主
義
が
獲
得
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
性
が
虚
妄
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
全
体
論
的
な
内
在
主

義
を
自
ら
の
方
法
論
と
し
て
提
示
す
る
。
内
在
主
義
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
い
し
近
世
的
な
主
観
性
の
立
場
を
放
棄
す

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
主
観
性
、
い
い
か
え
れ
ば
、
学
問
の
外
部
か
ら
学
問
を
監
督
・
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
中
立
的
観
点
、
を

ス
ピ
ノ
ザ
は
自
ら
の
方
法
論
に
お
い
て
消
失
さ
せ
る
。
そ
し
て
学
問
の
統
制
お
よ
び
拡
張
の
力
を
、
学
問
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
内
属
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
主
観
性
の
立
場
を
力
強
く
打
ち
出
し
た
デ
カ
ル
ト
の
直
後
に
、
早
く
も
、
そ
う
い
っ
た
哲
学
的
ス
タ
イ
ル
を
否
定
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
が
登
場

し
た
の
は
、
思
想
史
上
の
皮
肉
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
、
・
王
観
性
の
立
場
と
い
う
の
が
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
カ
ン
ト
を
経
て
フ
ッ

サ
ー
ル
へ
と
続
い
て
ゆ
く
近
代
哲
学
史
の
あ
る
重
大
な
特
徴
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
観
性
の
立
場
を
徹
底
的
に
否
定
し
よ
う
と
し

た
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
主
義
は
、
や
は
り
思
想
史
上
に
お
い
て
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
雷
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
異
彩
は
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
に
お
い
て
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
精
緻
な
考
察
が
進
ん
で
い
な
い
部
分
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
こ
れ
ま
で
幾
多
の
論
考
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
彼
の
方
法
論
な
い
し
哲
学
観
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら

ま
だ
発
展
す
る
余
地
が
大
い
に
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
従
来
の
ス
ピ
ノ
ザ
像
は
、
あ
く
ま
で
も
デ
カ
ル
ト
の
思
想
的
な
後
継
者
な
い
し
徹

底
者
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
中
心
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
で
示
し
た
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
哲
学
の

根
本
的
方
法
論
に
お
い
て
実
は
極
め
て
対
照
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
そ
の
よ
う
な
対
照
性
を
強
調
し
つ
つ
、
内
在
主
義
者
ス
ピ

ノ
ザ
、
主
観
性
な
し
の
方
法
論
の
提
示
者
ス
ピ
ノ
ザ
、
を
描
き
出
す
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

注

（
1
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
は
次
の
全
集
か
ら
引
用
す
る
。
引
用
箇
所
は
、
略
号
物
O
し
と
巻
数
、
頁
数
で
示
す
。

憩
§
o
器
e
恥
ミ
b
ゲ
Φ
田
煽
ω
α
q
①
σ
q
Φ
び
Φ
昌
く
。
昌
O
費
H
O
Φ
σ
げ
餌
取
計
幽
。
け
島
ρ
（
頃
Φ
置
Φ
ぴ
Φ
蹟
層
一
り
N
㎝
）
．

ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失

一
〇
三
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一
〇
四

　
　
な
お
、
本
論
で
引
用
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
の
原
題
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
咽
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
晦
　
幻
Φ
二
餌
獣
U
の
ω
O
餌
誉
Φ
ω
℃
ユ
づ
臼
嘗
。
霞
目
℃
ヶ
鵠
。
ω
o
O
窯
器
勺
宥
ω
一
欝
℃
輿
ω
一
台
竃
。
お
の
Φ
o
管
①
霞
答
o
U
Φ
ヨ
o
p
ω
霞
⇔
＄
①
・

　
『
知
性
改
善
論
舳
（
場
命
に
よ
っ
て
は
『
改
善
論
』
と
略
称
す
る
）
　
8
鑓
。
酔
旨
旨
ω
U
①
ぎ
審
一
一
①
9
鐸
ω
瞬
ヨ
Φ
コ
血
讐
一
〇
昌
ρ
響
U
①
く
置
讐
O
轟
O
O
鉱
ヨ
Φ
ぎ

　
＜
①
毒
目
菊
①
⊇
ヨ
O
o
ぴ
q
三
鉱
。
ロ
①
ヨ
U
三
ひ
q
圃
ε
「
■

　
『
エ
チ
カ
㎞
卑
三
＄
O
a
ぎ
Φ
○
①
o
ヨ
①
貢
一
〇
〇
U
①
ヨ
。
コ
ω
嘗
簿
P

　
　
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
著
作
は
以
下
の
全
集
か
ら
引
用
す
る
。
引
用
箇
所
は
略
号
「
》
’
↓
し
と
巻
数
、
頁
数
で
示
す
。

　
§
q
鳶
的
§
b
塁
ミ
§
舞
℃
∬
σ
H
蒜
①
ω
℃
費
○
げ
．
〉
創
四
ヨ
簿
賢
↓
鋤
コ
嵩
⑦
鴨
ざ
一
一
く
9
ω
．
（
＜
証
P
一
㊤
2
－
H
㊤
謹
Y

　
　
な
お
デ
カ
ル
ト
か
ら
引
用
す
る
さ
い
、
訳
文
は
『
世
界
の
名
著
2
7
・
デ
カ
ル
ト
騙
（
野
田
又
夫
編
、
中
央
公
論
社
、
｝
九
七
八
）
に
基
本
的
に
従
っ
た
。

（
2
）
　
じ
d
o
詳
。
瓢
（
お
。
。
㎝
）
で
提
示
さ
れ
て
い
る
比
喩
は
私
が
述
べ
た
も
の
よ
り
若
午
単
純
で
あ
る
。
ボ
ル
ト
ン
は
「
論
理
学
教
科
書
の
教
員
マ
ニ
ュ
ア
ル
扁

を
引
き
合
い
に
出
す
。
そ
こ
に
は
練
習
問
題
の
解
答
一
例
え
ぼ
8
＜
ρ
扁
1
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
著
者
が
信
頼
で
き
な
い

　
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
れ
ば
、
そ
の
「
℃
＜
ρ
」
と
い
う
解
答
を
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
懐
疑
か
ら
脱
す
る
方
法
が
あ
る

　
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
当
該
の
練
習
問
題
を
自
力
で
適
切
に
解
け
ば
い
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
答
が
「
急
く
ρ
」
と
な
れ
ば
我
々
は
そ
れ
を
合
理
的

　
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
著
者
が
信
頼
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
想
定
は
も
は
や
言
〈
ρ
」
を
疑
う
理
由
に
は

　
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
例
え
ば
、
U
§
o
〈
（
お
誤
ア
勺
。
営
《
冒
（
瞬
O
刈
P
6
期
×
圃
H
）
｝
○
α
①
ぴ
q
鷲
山
（
ち
譲
〉
で
あ
る
。

（
4
）
　
懐
疑
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
方
法
論
が
単
な
る
規
則
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
規
範
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
（
質

　
田
“
　
お
り
。
。
び
）
で
も
論
じ
た
。

（
5
）
　
こ
れ
は
ほ
ぼ
、
い
か
な
る
条
件
の
も
と
で
事
柄
を
信
じ
る
（
あ
る
い
は
信
じ
続
け
る
）
べ
き
か
否
か
、
と
い
う
規
範
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
り
、
デ

　
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
研
究
に
お
い
て
O
o
二
の
》
・
（
お
胡
）
が
使
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
｝
九
世
紀
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（
芝
．
剛
（
．
Ω
圃
躇
。
「
⊆
）

　
に
由
来
す
る
。

（
6
）
　
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
の
基
本
的
立
場
の
類
縁
性
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
…
…
彼



　
〔
1
ー
デ
カ
ル
ト
〕
だ
け
で
は
な
く
、
真
に
哲
学
者
た
ら
ん
と
す
る
者
と
し
て
は
、
あ
る
種
の
徹
底
し
た
懐
疑
的
判
断
中
止
か
ら
出
発
す
る
の
を
避
け
る
わ

　
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
も
つ
い
ま
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
信
念
の
世
界
を
疑
問
視
し
、
そ
れ
ら
の
信
念
を
判
断
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

　
め
防
ぎ
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
か
し
な
い
か
に
つ
い
て
態
度
を
決
定
す
る
の
を
禁
じ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
笛
嬬
ω
ω
Φ
井
お
ω
①
　
邦
訳
、
＝
二
七
頁
）
。
「
わ
た
し
自

身
は
、
こ
の
『
超
越
論
的
』
と
い
う
こ
と
ば
を
、
・
・
…
・
デ
カ
ル
ト
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
近
代
哲
学
に
意
味
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
言
っ
て
み
れ

ば
そ
こ
で
自
覚
さ
れ
、
真
正
で
純
粋
な
課
題
の
形
を
と
り
、
体
系
的
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
、
…
…
原
初
的
な
動
機
に
対
す
る
名
称
と
し
て
用
い
る
。

　
…
…
事
実
上
カ
ン
ト
の
体
系
こ
そ
、
高
い
学
的
誠
実
さ
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
、
真
に
普
遍
的
な
超
越
論
的
哲
学
の
試
み
で
あ
る
」
（
同
書
、
一
七
八
、

　
一
八
　
頁
）
。

（
7
）
　
「
外
在
主
義
（
Φ
×
8
ヨ
聾
ω
旨
）
」
お
よ
び
（
後
に
導
入
す
る
）
「
内
在
主
義
（
一
室
9
茜
一
δ
ヨ
）
」
と
い
う
概
念
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
意
味
規
定
が
か

　
な
り
異
な
る
。
た
と
え
ば
チ
ザ
ム
（
O
ぼ
ω
げ
9
β
ち
。
。
。
。
）
に
よ
る
と
「
内
在
主
義
」
と
は
、
ほ
ぼ
〈
信
念
を
正
当
化
す
る
た
め
に
認
識
主
体
は
、
自
ら
の

　
心
的
状
態
に
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
〉
と
い
う
立
場
で
あ
り
、
「
外
在
主
義
」
と
は
そ
の
否
定
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
規
定
で
は
デ
カ
ル
ト
も

　
ス
ピ
ノ
ザ
と
と
も
に
内
在
主
義
者
に
な
っ
て
し
ま
い
、
彼
ら
の
対
決
状
況
を
理
解
す
る
の
に
こ
れ
ら
の
用
語
を
導
入
し
て
も
意
味
が
な
い
。
チ
ザ
ム
は
、

少
な
く
と
も
我
々
の
関
心
か
ら
す
る
と
「
内
在
主
義
」
の
意
味
を
広
く
と
り
す
ぎ
て
い
る
。
他
方
、
オ
デ
ガ
ー
ド
（
○
留
α
q
山
a
レ
㊤
詮
）
は
逆
に
、
「
外
在

主
義
」
の
意
味
を
非
常
に
広
く
と
り
、
概
念
の
意
味
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
る
と
、
あ
る
観
念
の
真
理
性
を
、
全
要
素
が
真
で
あ
る

　
よ
う
な
あ
る
観
念
の
ク
ラ
ス
に
そ
れ
が
属
す
る
と
い
う
こ
と
で
基
礎
づ
け
る
立
場
が
「
外
在
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
の

立
場
も
や
や
も
す
れ
ば
外
在
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
（
な
ぜ
な
ら
ば
ス
ピ
ノ
ザ
は
観
念
の
真
理
性
を
書
物
E
と
い
う
あ
る
種
の
観
念
ク
ラ
ス
へ
の
帰
属
性

　
に
よ
っ
て
正
当
化
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
）
。
私
が
本
論
で
採
用
し
た
意
味
規
定
は
、
チ
ザ
ム
の
も
の
と
も
オ
デ
ガ
ー
ド
の
も
の
と
も

異
な
る
。

（
8
）
　
本
論
に
お
け
る
「
主
観
性
」
概
念
の
意
味
は
山
本
（
お
。
。
。
。
．
㎝
ω
よ
ら
。
）
に
お
け
る
そ
れ
に
基
本
的
に
則
っ
て
い
る
。
た
だ
し
言
う
ま
で
も
な
く
昨
今
の

　
「
心
の
哲
学
」
に
お
け
る
「
主
観
性
」
概
念
は
非
常
に
多
義
的
で
あ
る
。
例
え
ば
ネ
ル
キ
ン
（
Z
①
野
畑
P
一
〇
逡
）
の
説
明
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
現
象
性

　
（
0
7
Φ
⇒
O
巳
Φ
口
糧
＝
汁
《
）
」
や
「
（
身
体
行
為
の
）
意
志
（
≦
籠
）
」
、
「
（
心
的
経
験
の
）
視
点
（
℃
o
一
旦
鼠
く
δ
≦
）
」
な
ど
の
諸
点
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る

　
と
さ
れ
る
。
し
か
し
私
が
注
目
し
た
い
の
は
こ
の
概
念
の
近
代
哲
学
史
上
の
意
義
で
あ
り
、
私
が
こ
こ
で
即
し
て
い
る
山
本
氏
の
用
語
解
釈
も
ま
さ
し
く

ス
ピ
ノ
ザ
と
主
観
性
の
消
失

～
〇
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繭
〇
六

　
そ
の
観
点
か
ら
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
9
）
　
こ
の
デ
カ
ル
ト
自
身
の
答
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
要
約
に
よ
る
と
「
我
々
は
、
真
で
あ
る
こ
と
を
以
前
に
証
明
し
た
こ
と
が
ら
、
そ
し
て
そ
の
記
億
が

　
思
い
出
さ
れ
う
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
み
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
を
演
繹
し
た
さ
い
の
推
論
に
も
は
や
注
意
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
推
論
を
忘
れ
て
し
ま

　
っ
て
い
る
と
き
に
、
疑
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
の
剛
も
や
一
臨
為
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
誇
張
的
懐
疑
の
有
効
範
囲
か
ら
、
注
意
作
用

　
が
直
接
的
に
働
い
て
い
る
〈
現
在
〉
の
明
証
的
認
識
を
除
外
す
る
、
と
い
う
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
答
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
が
例
え
ば
『
省
察
撫
「
第
二
答
弁
」

　
（
》
■
β
＜
囲
H
■
O
や
置
？
じ
ゃ
「
第
四
答
弁
」
（
》
．
β
≦
一
．
℃
．
b
。
ま
ふ
）
で
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
は
な
ぜ
か
「
第
四
答

　
弁
」
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
が
）
。

（
1
0
）
　
な
ぜ
㎎
改
善
論
臨
で
は
隅
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
睡
よ
り
も
｝
歩
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
し
て
い
る
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
な
ぜ
『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学

　
原
理
』
で
は
一
歩
踏
み
込
ん
だ
裏
判
を
展
開
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
言
え
ば
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
隅
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
騙

　
は
あ
く
ま
で
も
デ
カ
ル
ト
説
の
解
説
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
批
判
は
、
行
間
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
露
骨
な
形
で
の

　
表
明
は
極
力
抑
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
1
）
　
哲
学
史
研
究
に
お
い
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
最
初
の
著
作
は
『
短
論
文
幅
で
あ
る
と
長
ら
く
信
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
七
〇
年
代
の
ミ
ニ
ー
二
（
寓
碍
三
旦

　
麟
一
督
℃
o
）
の
研
究
に
よ
り
、
今
日
で
は
、
噸
改
善
論
軸
は
『
短
論
文
撫
と
遅
く
と
も
同
時
期
、
お
そ
ら
く
は
よ
り
早
い
蒔
期
に
書
か
れ
た
と
い
う
説
が
有

　
力
視
さ
れ
て
い
る
。

（
1
2
）
　
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
の
公
理
の
道
具
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
お
①
＜
①
び
お
。
。
①
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
3
）
　
人
間
精
神
を
神
の
無
限
知
性
の
…
部
分
と
見
な
す
、
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
説
（
隅
エ
チ
カ
臨
第
二
部
定
理
「
「
系
）
に
つ
い
て
は
、
拙
論
（
甦
留
曽

　
一
8
。
。
騨
冨
O
O
）
で
考
察
し
た
が
、
本
論
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
の
内
実
を
主
題
と
し
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

（
1
4
）
　
ド
ネ
ー
が
こ
の
研
究
主
題
に
先
鞭
を
つ
け
た
と
い
う
功
績
は
、
例
え
ば
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
認
識
論
に
つ
い
て
の
有
名
な
モ
ノ
グ
ラ
フ

　
（
℃
並
置
諺
o
P
一
㊤
望
）
を
書
い
た
と
き
、
噸
改
善
論
聴
の
嶺
該
箇
所
に
つ
い
て
本
格
的
に
は
言
及
し
な
か
っ
た
（
八
○
節
に
一
度
短
く
言
及
し
た
だ
け
で

　
あ
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or　personal　life　are　given　their　intrinsic　positions　and　related　mutually．

　　Mimesis　1　is　the　profiguration　of　the　Practical　field　of　a　reader，　i．e．，　the

pre－uRderstanding　of　the　world　of　action　presupposed　in　reading　the　biblical

texts．　Mimesis　2　is　characterized　as　the　textual　configuration　which　is　the　joint

work　of　the　text　and　the　reader．　Mimesis　3　means　the　refiguration　of　the

practicai　field　through　the　reception　of　the　Text－World，　which　is　a　conversion　of

reader’s　practical　world　by　way　of　the　interaction　of　two　horizons，　that　of　the

text　and　that　of　the　reader．

Spinoza　and　the　Disappearance　of　Subjectivity

by　Katsunori　M［ATsuDA

Associate　Professor　of　Philosophy

Hiroshima　Shudo　University

　　Descartes’　methodologica｝　procedure　of　doubting　even　evident　ideas　is　often

called　‘hyperbolic　doubt’．　The　purpose　of　this　paper　is　to　understand　the　core　of

Spinoza’s　criticism　of　hyperbolic　doubt　and　his　own　methodological　stance　in

contrast　with　that　of　Descartes．

　　Descartes’　method　is，　in　a　word，　externalistic．　Externalism　lies　in　prescription

or　ethics　for　gaining　a　special　point　of　view　from　which　to　reflect　on　all　our

beliefs　neutrally，　without　any　bias．　Such　an　extemalistic　point　of　view　might　be

called　‘subjectivity’，　according　to　Makoto　Yamamoto，　when　we　look　at　the

history　of　modern　philosephy　from　Descartes　to　Kant　to　Husserl．　Hyperbolic

doubt　is　a　concrete　version　of　externalism，　and　Descartes　aims　at　the　externalis一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

tic　point　of　view　or　subjectivity　by　doubting　even　evident　ideas　with　the　so－called

‘Deceiving　God’　hypothesis．

　　Spinoza’s　criticism　against　hyperbolic　doubt，　therefore，　is　to　be　interpreted　as

an　attack　on　the　Cartesian　effort　to　gain　an　external　point　of　view．　The　core　of

his　criticism　is　that　the　supposed　external　unprejudiced　point　of　view　is　nothing

but　an　illusion，　because　the　‘Deceiving　God’　hypothesis，　on　which　hyperbolic

3



doubt　has　to　be　based，　is　not　a　clear　and　evident　idea　at　all．　Doubting　evident

ideas　is　to　be　regarded　’as　a　mental　confusion　caused　by　attending　to　such　a

co琵fused　hypo漁esis，　and　the　poi就of　view　gained　by　that　doubt　is　not　at　alI

neutral　but　quite　prejudiced．

　　Spinoza’s　own　method　is　internalism，　which　says　that　the　truth　of　evident

ideas　is　justified　with　the　very　evidence　of　the　ideas．　But　what　is　the　evidence

of　ideas？　For　him，　the　evidence　of　an　idea　is　just　its　deductive　connection　with

other　ideas，　and　so　an　idea　isolated　from　the　deductive　network　has　Ro　evidence

at　all．　In　this　respec亡Spinoza’s圭nternalism　can　be　called‘wholis亡ic　internalism㌃

Additionally，　Spinoza　considers　this　network　of　evident　ideas　to　have　an　autono－

mous　power　to　extend　itself　by　deducing　other　evident　ideas　step　by　step．

　　The　author　concludes　the　paper　by　comparing　his　results　with　a　couple　of

studies　on　Spinoza　by　other　schoiars．
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