
カ
ン
ト
の
《
O
O
¢
ω
口
○
ω
け
鑑
b
P
＝
b
P
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

福
　
谷

茂

　
カ
ン
ト
の
「
遺
稿
（
○
旨
ω
℃
o
ω
窪
亀
卜
目
）
」
は
そ
の
全
貌
が
容
易
に
見
ら
れ
る
形
態
に
な
っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
年
月
が
経
過
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
あ
ま
り
研
究
の
す
す
ん
で
い
な
い
対
象
で
あ
る
。
岡
じ
よ
う
に
公
刊
著
作
で
は
な
い
「
手
書
き
の
草
稿
げ
窪
争

ω
o
び
厳
慈
。
げ
9
乞
鋤
。
巨
鋤
ω
ω
」
の
う
ち
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ソ
」
が
、
特
に
批
判
前
期
の
思
考
の
あ
ゆ
み
を
復
元
す
る
た

め
の
資
料
と
し
て
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
こ
の
違
い
は
霞
立
つ
。
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
「
レ
フ
レ
ク
シ

オ
ー
ン
」
は
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
に
変
転
を
追
い
つ
つ
『
純
粋
理
性
批
判
』
へ
の
道
を
歩
む
と
い
う
導
き
の
糸
が
あ
る
の
に
対
し
、
「
遺
稿
」

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
考
は
そ
も
そ
も
ど
こ
に
向
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
し
て
極
め
て
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
根
本
的
な
事
情
が

作
用
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
、
「
レ
フ
レ
ク
シ
オ
ー
ン
」
は
い
わ
ば
メ
モ
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
「
遺
稿
」
は
著
作
の
た
め
の
準
備
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
よ
り
充
実
し
、
手
ご
た
え
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
状
況

の
打
開
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
緊
密
に
連
関
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
○
窪
ω
℃
o
ω
9
ヨ
償
ヨ
に
お
い
て
カ
ン
ト

哲
学
の
最
終
形
態
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
論
証
し
、
翻
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
中
心
と
す
る
カ
ン
ト
哲
学
の
解
釈
上
に
こ
の
手
稿
が
も

っ
て
い
る
大
き
な
意
義
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
《
○
陰
ω
賢
。
ω
葺
ヨ
ニ
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

…
二
一
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二

一

　
こ
の
手
稿
の
形
態
や
由
来
に
つ
い
て
カ
ン
ト
研
究
者
以
外
に
は
必
ず
し
も
十
分
前
知
識
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
最
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
こ
の
点
に
関
し
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
0
2
ω
℃
o
馨
ニ
ヨ
ニ
B
と
は
、
「
遺
稿
偏
あ
る
い
は
「
遺
作
扁
と

い
う
意
味
の
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
関
し
て
は
、
具
体
的
に
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
第
二
｝
、
二
二
巻
の
全
体
、

計
一
二
六
〇
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
収
め
ら
れ
て
い
て
、
編
集
者
に
よ
っ
て
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ら
れ
た
特
定
の
手
稿
群
を
指
す
用
語
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
季
稿
群
は
ま
っ
た
く
未
整
理
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
再
構
成
す
る
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
一
応
カ
ン
ト
自
身
の
プ

ラ
ン
と
見
る
べ
き
も
の
は
残
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
実
は
そ
れ
は
雑
多
な
内
容
の
一
部
と
し
か
対
応
し
て
い
な
い
。
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
膨

大
な
数
の
断
片
を
組
み
合
わ
せ
て
復
元
し
よ
う
と
し
て
も
、
ど
こ
か
ら
取
り
付
く
べ
き
か
さ
え
も
明
ら
か
で
な
い
点
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど

パ
ス
カ
ル
の
『
パ
ン
セ
』
に
も
似
た
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
カ
ン
ト
が
な
く
な
っ
た
の
は
一
八
〇
四
年
で
あ
る
が
、
こ
の
手
稿
が

こ
の
、
○
薯
ω
弓
。
ω
身
ヨ
鑑
ヨ
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
全
貌
が
よ
う
や
く
日
の
目
を
見
た
の
は
～
九
三
六
年
か
ら
三
八
年
頃
か
け
て
で
あ

る
。
一
三
〇
年
余
と
い
う
、
こ
の
異
常
な
遅
延
の
背
後
に
あ
る
な
か
な
か
興
味
ぶ
か
い
事
情
（
所
有
者
の
頻
繁
な
変
遷
と
訴
訟
沙
汰
そ
の
他
）

に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
最
終
的
編
集
者
で
あ
る
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
レ
…
マ
ン
○
Φ
鴎
舞
9
ぴ
①
ぴ
蔭
口
。
§
の
序
文
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
ほ
か
な
い
。

　
手
稿
の
形
態
は
、
大
き
な
紙
を
八
つ
折
り
に
し
て
計
一
六
薗
と
し
た
形
態
の
原
稿
を
、
全
体
が
＝
二
の
「
コ
ン
ヴ
ォ
ル
ー
ト

（團

ｭ
O
昌
く
〇
一
鐸
叶
）
扁
（
封
筒
、
束
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
グ
ル
…
プ
に
分
け
て
収
め
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
元
来
は
そ
れ
ぞ
れ
が

内
容
的
ま
た
は
執
筆
時
期
に
対
応
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
状
は
ま
っ
た
く
混
乱
し
て
い
て
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
は
っ
き
り
し

た
内
容
的
統
一
を
も
っ
て
は
い
な
い
（
た
だ
し
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
性
格
の
違
い
は
認
め
ら
れ
る
）
。
成
立
時
期
は
一
七
九
六
年
か
ら
一
八
〇

三
年
ま
で
と
推
定
さ
れ
、
特
に
一
七
九
八
、
九
九
年
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
言
っ
て
、
こ
の
点
で
実
際
に
、
七
四
、
五
歳
、
す
な
わ
ち



晩
年
の
カ
ン
ト
の
哲
学
的
努
力
の
現
場
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
も
っ
と
も
興
味
が
あ
る
点
は
、
こ
の
草
稿
群
の
公
刊
が
こ
れ
ほ
ど
に
遅
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
草
稿
群
が

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事

実
そ
の
も
の
で
あ
る
。
『
パ
ン
セ
』
の
場
合
、
パ
ス
カ
ル
自
身
に
よ
っ
て
「
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
論
」
と
い
う
明
確
な
枠
組
み
が
与
え
ら
れ

て
い
て
、
性
格
と
使
命
が
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
パ
ス
カ
ル
没
後
数
年
で
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
人
々
は
最
初
の
版
本
を
出
す

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
○
薯
ω
o
o
ω
巳
B
¢
ヨ
全
体
の
性
格
付
け
に
対
す
る
鍵
は
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
形
で
は

与
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
と
も
と
○
窟
ω
℃
o
ω
ε
ヨ
環
日
が
、
「
キ
リ
ス
ト
教
の
弁
証
論
」
の
よ
う
な
一
般
的

な
課
題
で
は
な
く
、
も
っ
と
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
に
固
有
な
、
特
殊
な
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
鍵
は
カ
ン
ト

自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
余
人
に
は
そ
れ
と
し
て
気
付
か
れ
な
か
っ
た
、
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
○
℃
窪
ω
弓
。
甲

巳
B
ニ
ヨ
は
カ
ン
ト
哲
学
を
カ
ン
ト
ま
で
の
哲
学
史
と
結
び
つ
け
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
た
努
力
な
の
で
あ
り
、
○
陰
ω
O
o
ω
巳
9
⊆
ヨ
を
抜

き
に
し
た
か
た
ち
で
完
成
形
態
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
自
体
が
源
流
と
な
っ
た
そ
れ
以
後
の
哲
学
史
の
流
れ
に
身
を
浸

し
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
さ
し
あ
た
り
理
解
し
が
た
い
使
命
を
担
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
の
死
後
す
ぐ
に
現
れ
た
最
初
の
伝
記
が
す
で
に
、
最
晩
年
の
カ
ン
ト
の
発
言
と
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
は
そ
の
時
点
で
自
分
が
進
め

て
い
た
仕
事
を
極
め
て
重
要
な
も
の
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
残
さ
れ
た
遺
稿
の
実
情
は
極
め
て
混
沌
た
る
も
の

で
あ
り
、
直
ち
に
カ
ン
ト
自
身
の
発
言
を
裏
書
す
る
も
の
と
は
事
え
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
○
℃
坐
り
。
ω
ε
露
g
目
の
解
釈
と
評
価
の
歴

史
に
お
い
て
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
よ
う
に
頭
か
ら
遺
稿
の
価
値
を
否
定
す
る
見
方
が
ま
ず
台
頭
し
た
。
遺
稿
の
公
刊
を
志
し

た
人
々
も
、
こ
の
よ
う
な
極
熱
に
は
反
適
し
つ
つ
も
、
自
ら
も
決
し
て
手
稿
の
内
容
に
つ
い
て
明
晰
な
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
以
前
に
こ
の
手
稿
を
取
り
上
げ
た
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ソ
ガ
ー
は
、
ま
っ
た
く
劉
の
二
冊
の
著
作
、

す
な
わ
ち
、
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行
」
と
「
神
、
世
界
、
人
闘
に
関
す
る
超
越
論
哲
学
の
最
高
点
」
と
い
う

カ
ン
ト
の
《
○
℃
∬
ω
℃
O
ω
け
二
屑
P
自
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

＝
一
三
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二
四

二
冊
の
書
物
を
手
稿
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
前
提
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
「
二
戸
下
説
N
≦
蝕
－
芝
①
二
介
8
び
Φ
ω
①
」
と
呼
ば
れ
る
）
。

　
本
稿
の
テ
ー
マ
は
実
は
こ
の
点
、
つ
ま
り
○
℃
¢
。
。
O
o
ω
讐
巴
償
ヨ
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
狙
い
は
何
だ
っ
た
か
、
と
い
う
問
題
の
確
定
と
関
係

し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
に
お
い
て
○
陰
ω
や
。
ω
讐
ヨ
億
目
が
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
も
つ
性
格
と
使
命
を
明
ら
か
に
し

て
こ
の
草
稿
の
カ
ン
ト
解
釈
上
で
も
ち
得
る
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
哲
学
史
上
の
位
置
を
確
定
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
し
て

カ
ン
ト
の
○
筐
ω
O
o
ω
ε
8
彊
露
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
主
賓
っ
て
十
分
に
哲
学
史
上
の
位
置
を
要
求
す
る
資
格
を
持
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ア
カ
デ
、
・
・
i
版
全
集
に
お
け
る
全
貌
の
公
開
が
　
九
三
六
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
で
あ
る
以
上
、
○
署
ω
弓
。
ω
ε
ヨ
g
ヨ
の
本
格
的
な
研

究
は
そ
れ
以
降
に
な
る
が
、
実
は
、
そ
の
後
も
必
ず
し
も
た
だ
ち
に
活
発
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
八
　
年
現
在
で
作
成
さ
れ
た

0
2
ω
℃
o
ω
9
5
⊆
ヨ
に
関
す
る
研
究
文
献
の
霞
録
は
わ
ず
か
に
五
四
点
を
含
む
に
過
ぎ
ず
、
う
ち
一
九
三
六
年
以
降
分
も
わ
ず
か
に
二
五
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
し
か
し
近
年
、
よ
う
や
く
事
情
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
近
年
に
な
っ
て
、
こ
の
手
稿
の
抜
粋
が
外
国
語
に
翻
訳
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
先
鞭
を
つ
け
た
フ
ラ
ン
ス
語
訳
（
一
九
五
〇
）
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
語
訳
（
一
九
六
三
）
の
あ
と
、
ス
ペ
イ
ン
語
訳

（一

續
ｪ
三
）
、
フ
ラ
ン
ス
語
新
訳
（
一
九
八
六
）
と
続
い
て
、
　
九
九
三
年
に
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
英
訳
カ
ン
ト
選
集
の
中
で
初
の
英

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
を
踏
ま
え
て
、
研
究
文
献
も
各
国
に
お
い
て
徐
々
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
状
況
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
現
状
を
言
え
ば
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
手
稿
の
性
格
付
け
と
い
う
も
っ
と
も
基
本
的
な
点
に
関
し
て
さ
え
、
依
然
と
し
て
共
通

認
識
が
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
番
ホ
ッ
ト
な
議
論
は
こ
の
点
を
巡
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
各

国
の
研
究
者
が
入
り
乱
れ
て
基
本
的
な
問
題
に
関
し
て
か
な
り
水
準
の
高
い
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
○
饗
ω
O
o
馨
三
ゴ
銀
6
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

究
の
現
段
階
で
あ
る
、
と
見
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
以
下
、
○
℃
諺
覧
。
ω
葺
き
諺
を
O
P
と
略
称
す
る
）
。

　
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
研
究
動
向
に
就
い
て
簡
単
に
紹
介
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
が
、
な
ぜ
、
さ
ら
に
別
の
観
点
が
必
要
だ
と
考
え
る
の
か
、



論
じ
た
い
。

二

　
こ
の
手
稿
の
公
刊
が
こ
れ
ほ
ど
遅
延
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
当
初
、
そ
の
作
業
に
携
わ
っ
た
返
た
ち
が
、
こ
の
手
稿
の
性
格
を
臆
断

し
て
、
手
稿
中
に
繰
り
返
し
現
わ
れ
る
タ
イ
ト
ル
の
ご
と
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行

（下

o
O
σ
興
α
q
雪
ぴ
q
＜
8
山
興
ヨ
Φ
富
9
誘
凶
ω
o
ぴ
魯
》
三
磐
ひ
q
ω
α
q
「
雪
色
①
匙
9
Z
簿
母
≦
一
ω
ω
窪
ω
o
げ
摂
津
N
貫
℃
ξ
ω
節
）
」
を
、
こ
の
手
稿
全
体
を
ま
と

め
る
た
め
の
鍵
と
し
て
利
用
し
た
、
そ
し
て
そ
れ
で
押
し
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。　

こ
の
種
の
解
釈
の
代
表
者
と
し
て
は
、
著
名
な
カ
ン
ト
学
者
で
あ
る
エ
ー
リ
ヒ
・
ア
デ
ィ
ケ
ス
国
訓
。
げ
諺
象
。
冨
ω
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
デ

ィ
ケ
ス
は
そ
の
著
囚
鋤
簿
ω
○
署
ω
弓
。
ω
ε
ヨ
⊆
ヨ
四
聖
α
q
①
の
け
色
一
汁
§
α
げ
2
洋
Φ
幹
（
お
ト
。
O
）
に
お
い
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
以
前
に
独
自
に
こ
の

手
稿
を
調
査
し
、
内
容
を
分
析
し
た
。
そ
の
成
果
で
あ
る
こ
の
大
著
で
は
も
っ
ぱ
ら
こ
の
手
稿
中
の
自
然
哲
学
的
な
内
容
、
す
な
わ
ち
、
運

動
力
（
び
Φ
≦
Φ
ひ
q
Φ
巳
①
囚
＆
津
①
）
、
輔
翼
（
≦
讐
ヨ
①
ω
8
臨
団
）
、
エ
ー
テ
ル
（
》
窪
9
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
超
越
論
哲
学
一

般
に
か
か
わ
る
内
容
を
豊
富
に
含
ん
だ
第
一
及
び
第
七
コ
ン
ヴ
ォ
ル
ー
ト
は
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
、
自
己
触
発
（
m
W
Φ
＝
り
ω
け
餌
｛
臨
Φ
一
く
け
一
〇
コ
）
、

物
自
体
θ
営
α
q
睾
ω
8
ロ
）
神
（
O
o
ε
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
批
判
期
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
は
ア
デ
ィ
ケ
ス
自
身
の
非
常
に
特
異
な
カ
ン
ト
解
釈
で
あ
る
「
二
重
触
発
論
θ
o
署
①
玉
津
Φ
ア
鋤
○
器
δ
ξ
Φ
）
」
と
い

う
説
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
い
う
読
み
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
触
発
論
が
カ
ン
ト
解
釈
上
、
言
わ
ば
樹
を
見
て

森
を
見
な
い
解
釈
の
代
表
例
と
い
う
位
置
を
占
め
た
の
で
、
ア
デ
ィ
ケ
ス
が
O
P
に
お
い
て
こ
れ
を
読
み
取
っ
た
こ
と
は
、
O
P
に
深
入
り

す
る
こ
と
自
体
が
標
準
的
な
カ
ン
ト
解
釈
の
た
め
に
は
危
険
を
招
く
結
果
を
も
た
ら
す
か
の
よ
う
な
先
入
見
と
用
心
を
研
究
者
の
間
に
生
ん

で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
《
○
蒙
ω
娼
。
ω
ε
B
¢
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

＝
一
五
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の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
扱
い
方
の
結
果
と
し
て
、
ア
デ
ィ
ケ
ス
の
書
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
受
け
取
る
印
象
は
、
O
P
の
物
理
学
に
か
か

わ
る
内
容
は
ま
っ
た
く
歴
史
的
な
興
味
し
か
有
せ
ず
、
ま
た
超
越
論
哲
学
一
般
に
か
か
わ
る
部
分
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
未
完
成
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
教
説
か
ら
の
ズ
レ
が
も
っ
ぱ
ら
注
目
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
ま
ず
現
れ
た
こ
と
は
、
O
P
を
カ
ン
ト
研
究
上
の
言
わ
ば
困
り
も
の
と
し
て
印
象
付
け
、
研
究
者
が
や
や
も
す

れ
ば
O
P
を
敬
遠
す
る
と
い
う
結
果
を
生
ん
だ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
同
じ
く
こ
の
よ
う
な
、
O
P
に
お
い
て
自
然
哲
学
的
内
容
を
重
視
す
る
立
場
の
、
近
年
最
も
重
要
な
成
果
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
マ

ン
ζ
一
〇
冨
9
寄
δ
α
筥
彗
の
函
謹
直
弩
α
9
Φ
図
x
簿
9
ω
o
δ
⇔
o
①
ω
（
一
Φ
旨
）
に
含
ま
れ
た
O
P
関
係
部
分
で
あ
ろ
う
。
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、

従
来
先
入
見
と
な
っ
て
い
た
よ
う
な
物
理
学
で
は
な
く
、
意
外
に
も
化
学
の
新
し
い
成
果
、
異
体
的
に
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
以
降
に
現
わ

れ
た
、
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
ェ
に
よ
る
化
学
の
体
系
化
に
カ
ン
ト
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
O
P
に
お
い
て
注
目
す
べ
ぎ
点
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
実
証
的
に
論
じ
て
い
る
。
物
理
学
の
場
合
に
比
べ
て
、
よ
り
新
し
い
科
学
的
成
果
を
カ
ン
ト
が
晩
年
に
お
い
て
な
お
吸
収
し
対
応
し
て

い
る
現
場
を
示
す
も
の
と
し
て
O
P
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
が
彼
の
も
た
ら
し
た
斬
新
な
洞
察
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、

当
然
な
が
ら
、
O
P
と
時
代
的
に
ラ
ヴ
ォ
ワ
ジ
ェ
の
仕
事
に
先
立
つ
『
純
粋
理
性
批
判
輪
そ
の
も
の
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。
O
P
は
カ
ン
ト
の
衰
え
な
い
知
的
関
心
と
粘
り
強
い
思
考
力
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
主
著
と
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の

で
あ
る
か
と
い
う
点
は
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
他
方
、
自
然
科
学
と
は
別
の
面
に
注
目
し
て
、
O
P
研
究
に
お
い
て
戦
後
非
常
に
早
い
時
期
に
独
創
的
な
成
果
を
挙
げ
て
い
た
の
が
イ
タ

リ
ア
の
ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
マ
チ
ュ
ウ
≦
簿
○
風
○
駕
黛
・
簿
δ
蟷
で
あ
る
。
マ
チ
ュ
ウ
は
O
P
を
関
係
付
け
る
べ
き
カ
ン
ト
の
著
作
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
で
は
な
く
『
判
断
力
批
判
』
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
い
四
隷
。
ω
o
｛
貯
嘗
霧
8
巳
①
暮
雪
Φ
巴
．
《
○
宮
ω
覧
。
ω
ε
ヨ
瓢
罎
》
島
澱
磐
μ
お
㎝
。
。
）
。

す
な
わ
ち
、
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
十
分
に
解
決
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
ま
た
カ
ン
ト
自
身
も
そ
う
判
断
し
た
有
機
体
○
学

びq

｡
田
ω
ヨ
器
の
問
題
こ
そ
が
O
P
の
中
核
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
実
際
に
O
P
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
『
判
断
力
批
判
』
を
超
え
た
解
決
を



提
出
し
て
い
る
と
マ
チ
ュ
ウ
は
見
る
の
で
あ
る
。
マ
チ
ュ
ウ
の
研
究
は
　
九
八
九
年
に
独
吟
が
出
て
、
よ
う
や
く
世
界
の
カ
ン
ト
研
究
者
の

間
に
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
ド
イ
ツ
語
圏
で
の
O
P
研
究
に
は
刺
激
を
与
え
て
い
る
（
囚
鋤
耳
ω
0
2
ω
O
o
む
。
窪
日
二
β
剃
り
。
。
㊤
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

そ
れ
に
基
づ
く
イ
タ
リ
ア
語
新
版
　
じ
．
O
O
鐸
ω
娼
。
ω
貯
ヨ
¢
B
臼
囚
鋤
更
し
㊤
露
）
。

　
そ
し
て
今
後
標
準
的
な
解
釈
と
い
う
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
版
英
訳
選
集
で
O
P
の
英
訳
を

担
当
し
た
エ
ッ
ケ
ル
ト
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
国
。
路
費
「
α
「
ω
け
興
の
、
囚
器
代
。
。
句
営
巴
ω
旨
夢
①
臨
ω
（
昏
。
O
O
O
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
書
は
O
P

を
扱
っ
た
英
語
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
上
記
の
諸
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
O
P
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
た

し
か
に
比
較
的
マ
イ
ナ
ー
な
特
殊
問
題
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
時
間
の
経
過
と
と
も
に
自
ず
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
、

時
間
・
空
間
の
本
性
、
観
念
論
の
論
駁
、
有
機
体
を
経
て
神
の
問
題
へ
と
、
超
越
論
哲
学
全
体
の
主
要
問
題
を
考
え
直
し
、
体
系
化
す
る
こ

と
へ
と
導
か
れ
た
の
だ
と
い
う
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
O
P
を
な
ん
ら
か
の
特
定
の
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
著

作
の
た
め
の
準
備
及
び
そ
の
他
の
雑
然
と
し
た
寄
せ
集
め
、
と
い
う
伝
統
的
な
描
像
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
O
P
の
全
体

を
満
遍
な
く
取
り
扱
う
こ
と
こ
そ
が
自
然
な
態
度
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
か
ら
は
出
て
く
る
。
今
後
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
こ
の
研
究
を
模
範

に
し
て
、
O
P
を
、
晩
年
の
カ
ン
ト
に
よ
る
批
判
哲
学
の
諸
問
題
の
、
一
応
展
開
を
終
え
た
後
の
境
地
で
の
、
自
由
な
再
検
討
の
結
果
を
示

す
文
書
と
し
て
、
こ
だ
わ
り
な
く
個
々
の
論
点
に
分
解
し
た
う
え
で
取
り
上
げ
る
研
究
が
輩
出
す
る
こ
と
と
予
想
さ
れ
る
。

　
こ
の
解
釈
が
も
た
ら
し
た
自
由
な
視
点
の
持
つ
利
点
を
承
認
し
つ
つ
も
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
飽
き
足
り
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
こ
の
解
釈

で
は
O
P
は
言
わ
ば
カ
ン
ト
晩
年
の
研
究
ノ
ー
ト
に
還
元
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
O
P
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
そ
の
「
実
験
」
的
性

格
だ
（
ト
ゥ
シ
ュ
リ
ン
グ
）
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
現
在
の
O
P
研
究
の
到
達
点
を
示
す
、
も
っ
と
も
進
ん
だ
見
地
だ
と
見
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
O
P
の
実
情
は
「
カ
ン
ト
は
着
眼
点
に
基
づ
き
、
多
少
構
想
を
修
正
し
な
が
ら
い
く
つ
か
の
草
案
を
試
み
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
ど
れ
も
が
途
中
で
途
切
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
カ
ン
ト
は
諦
め
な
い
。
ま
た
新
し
く
筆
を
起
こ
す
。
し
か
し
そ
れ
も
続
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
タ
ン
タ
ロ
ス
の
苦
し
み
を
反
覆
し
て
い
く
う
ち
に
、
さ
す
が
の
カ
ン
ト
も
『
入
は
私
を
子
供
と
し
て
取
り
扱
っ
て
く
れ
な
け
れ

カ
ン
ト
の
《
○
薯
ω
O
o
ω
ε
ヨ
¢
讐
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

二
七
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ば
な
ら
な
い
』
と
い
う
ほ
ど
に
老
い
て
し
ま
う
」
、
と
わ
が
国
に
お
い
て
O
P
に
も
つ
と
も
早
く
注
目
し
た
高
坂
正
顕
が
描
き
出
し
た
通
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

で
あ
り
、
挫
折
し
た
試
み
の
集
積
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
自
分
の
哲
学
を
体
系
化
し
、
完
成
し
よ
う
と
い
う
書
物
の
た

め
の
準
備
労
作
な
の
で
あ
り
、
研
究
ノ
ー
ト
と
は
性
格
を
異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
O
P
に
お
い
て
著
し
い
の
は
、
か
つ
て

の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
ま
ず
注
霞
さ
れ
た
自
然
学
上
の
個
別
問
題
の
具
体
化
で
あ
る
と
同
蒋
に
、
そ
の
正
反
対
の
方
向
へ
の
試
み
、
す
な

わ
ち
、
「
超
越
論
哲
学
の
最
高
点
扁
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
行
錯
誤
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
O

P
解
釈
は
こ
の
点
を
充
分
に
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
由
に
書
き
進
め
ら
れ
た
研
究
ノ
ー
ト
で
は
な
く
、
言
い
か
え
る
と
、
い
ま

だ
未
知
の
素
材
を
実
験
に
よ
っ
て
探
求
す
る
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
段
階
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
確
固
た
る
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
反
復
し

て
試
み
ら
れ
て
い
る
そ
の
体
系
化
と
完
成
の
遂
行
と
し
て
、
雷
わ
ば
パ
ー
ツ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
完
成
品
が
は
じ
め
て
姿
を
現
わ
す
ア
セ
ン

ブ
リ
ー
段
階
と
い
う
相
の
も
と
に
O
P
を
、
し
か
も
そ
の
微
に
入
り
細
を
う
が
っ
た
具
体
化
の
実
行
の
跡
を
も
捨
て
ず
に
、
捉
え
る
道
が
求

め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
O
P
に
関
す
る
諸
解
釈
は
、
噸
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
関
係
を
捨
象
す
る
か
、
も
し
く
は
、
晩
年
の
カ
ン
ト
が
一
七
八

一
年
な
い
し
八
七
年
の
所
説
か
ら
ど
の
よ
う
に
偏
籍
し
て
い
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど

理
論
的
に
最
も
興
味
あ
る
内
容
は
『
純
粋
理
性
批
判
輪
と
か
か
わ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
い
う
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
見
解
は

そ
の
限
り
で
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
O
P
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
と
の
か
か
わ
り
は
再
検
討
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
『
純
粋
理
性
批
糊
』
の
く
完
成
＜
o
一
す
託
§
α
q
＞
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
、
兄
る

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
う
理
解
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
O
P
全
体
の
性
格
が
定
ま
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
O
P
に
お
け
る
、
『
純
粋
理

性
批
判
瞼
と
重
な
っ
た
論
題
は
、
再
検
討
や
再
考
な
い
し
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
の
毒
し
い
世
代
の
哲
学
と
の
対
話
や
影
響
と
い

う
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
『
純
粋
理
性
批
判
鰍
と
　
体
化
し
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
蝕
が
そ
の
方
法
的
限
定
の
故
に
説
け
な
か
っ
た
事
柄
を

〈
正
面
か
ら
〉
な
い
し
く
正
式
に
V
、
積
極
的
に
詳
論
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
観
点
か
ら
こ
そ
、
活
き
て
く
る
と
考
え
る
の



で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
枠
の
中
で
は
で
き
な
か
っ
た
、
し
か
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
く
完
成
V
と
し
て
は
よ
う

や
く
説
く
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
段
階
を
迎
え
た
、
あ
る
く
構
造
〉
と
そ
の
く
構
造
〉
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
事
態
が
言
わ
ば
主
役
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
O
P
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
、
そ
の
導
体
摺
に
お
け
る
〈
実
在
的
な
も
の
〉
へ
の
動
き
、
つ
ま
り
、
「
自
然

学
の
形
而
上
学
的
始
原
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行
」
に
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
、
「
移
行
◎
ぴ
Φ
蹟
き
ゆ
q
」
の
問
題
全
体
の
背
後
に
据
え
ら
れ

て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
カ
ン
ト
の
批
判
前
期
以
来
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
「
形
而
上
学
に
現
実
世
界
を
い
か
に
し
て
持
ち
込
む
か
」
と
表
現
で
き
る
問
題
が

あ
る
。
著
作
と
し
て
は
『
負
量
の
概
念
』
（
一
七
六
三
）
や
『
神
の
現
実
存
在
の
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
（
一
七
六
三
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
に
否
定
面
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
の
問
題
に
、
超
越
論
哲
学
の
立
場
か
ら
最
終
的
解

答
を
与
え
て
い
る
の
が
O
P
で
あ
り
、
O
P
の
課
題
は
こ
の
解
答
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
地
点
を
超
越
論
哲
学
の
「
最
高
点
（
α
Φ
甚
α
o
環
堵

勺
§
葬
）
」
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行
」
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ

の
「
最
高
点
」
で
あ
り
、
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
原
理
か
ら
物
理
学
へ
の
移
行
」
と
い
う
特
殊
な
移
行
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
最

高
点
に
遡
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
ゆ
え
に
、
O
P
に
お
い
て
は
「
最
高
点
」
の
表
示
と
具
体
化
の
徹
底
が
、
つ
ま
り
抽
象
化
と
旦
ハ
体
化
の
両

極
が
岡
時
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

以
下
、
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
を
題
材
に
し
て
、
こ
の
点
を
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
O
P
と
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
点
か
ら
考
え
よ
う
。

第
一
コ
ソ
ヴ
ォ
ル
ー
ト
に
は
次
の
よ
う
な
断
片
が
含
ま
れ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
《
O
鴇
ω
℃
o
ω
ε
ヨ
¢
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

一
二
九
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一
三
〇

　
　
　
　
　
［
第
一
コ
ン
ヴ
ォ
ル
ー
ト
、
第
四
ボ
ー
ゲ
ン
、
第
四
ペ
ー
ジ
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神

　
理
性
は
神
の
理
念
で
な
に
を
思
考
す
る
か
P

　
す
べ
て
を
知
り
、
す
べ
て
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
善
な
る
こ
と
を
欲
す
る
存
在
（
最
高
存
在
）
（
最
高
知
性
）
（
最
高
善
）
最
高
の
叡

智
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
義

　
私
が
神
の
概
念
の
も
と
で
思
考
す
る
も
の
。
最
高
の
完
全
性
の
存
在
。
す
べ
て
を
知
り
す
べ
て
を
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
自
己
意

識
の
う
ち
に
人
格
性
を
含
み
（
最
高
存
在
、
最
高
知
性
、
最
高
善
）
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
製
作
者
で
あ
る
存
在
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
。
す
べ
て
の
事
物
と
自
己
を
神
に
お
い
て
直
観
す
る
と
い
う
お
そ
る
べ
き
理
念
は
超
越
的
で
あ
り
、
単
に
超
越
論
的
か
つ

内
在
的
・
客
観
的
で
は
な
い
（
そ
れ
自
体
）
。

　
問
い
。
神
と
世
界
は
と
も
に
ひ
と
つ
の
体
系
を
構
成
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
結
合
の
理
説
が
主
観
的
に
体
系
的
な
の
か
。

　
原
期
、
定
理
、
課
題
、
そ
し
て
帰
結
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
理

　
神
の
概
念
は
道
徳
的
劉
実
践
的
理
性
の
原
理
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間
的
義
務
の
認
識
を
神
の
命
令
と
み
な
す
こ
と
。

　
超
越
論
哲
学
は
理
性
に
お
け
る
主
観
的
な
る
も
の
か
ら
、
つ
ま
り
、
総
合
的
原
理
の
自
発
性
か
ら
、
理
念
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
超
越

論
的
観
念
論
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
理

　
人
間
の
う
ち
に
は
活
動
的
な
、
し
か
し
超
感
性
的
な
原
理
が
存
在
し
、
こ
の
原
理
は
自
然
と
世
界
の
鼠
果
性
か
ら
独
立
し
て
自
然
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
現
象
を
規
定
し
、
自
由
と
呼
ば
れ
る
。

　
こ
の
箇
所
は
O
P
で
は
珍
し
く
な
い
様
式
の
一
例
と
し
て
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
批
判
書
を
カ
ン
ト
哲
学
そ
の
も
の
と
し
て
考

え
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
も
の
は
か
な
り
の
驚
き
を
感
じ
る
筈
で
あ
る
。
何
よ
り
、
言
わ
ば
雰
囲
気
が
一
変
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
端
的

に
「
神
」
と
い
う
語
が
ま
ず
最
初
に
表
題
と
し
て
出
さ
れ
た
後
で
、
定
義
・
公
理
・
定
理
と
い
う
よ
う
な
、
ど
の
公
刊
著
作
で
も
カ
ン
ト
が

使
っ
た
こ
と
の
な
い
叙
述
の
ス
タ
イ
ル
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
風
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
風

で
あ
り
、
実
際
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
扱
い
方
も
後
述
す
る
よ
う

に
非
常
に
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
定
義
・
公
理
・
定
理
の
内
容
そ
の
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
式

に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
最
高
知
性
」
を
は
じ
め
と
す
る
神
に
つ
い
て
の
定
義
自
体
は
原
則
と
し
て
ラ
テ
ン
語
で
持
ち

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
極
め
て
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
独
創
性
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
と
こ
ろ
が
公
理
及
び
定
理
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
道
徳
的
実
践
的
理
性
」
と
か
「
活
動
的
な
、
し
か
し
超
感
性
的

な
原
理
」
と
い
う
用
語
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
カ
ン
ト
哲
学
独
自
の
見
地
に
移
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
ち
ら
で
は
『
実

践
理
性
批
判
』
な
い
し
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
と
連
続
的
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
内
容
面
で
は
伝
統
的

な
い
し
、
批
判
書
を
踏
ま
え
て
い
て
、
形
式
面
で
は
面
目
を
一
呈
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
O
P
の
状
況
は
な
に
を
も
の
が
た
る
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
こ
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
伝
統
的
な
定
義
と
ま
っ
た
く
カ
ン
ト
的
な
概
念
と
が
連
結
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始

め
た
い
。
実
は
こ
の
よ
う
な
連
結
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
す
く
な
く
と
も
試
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
O
P
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の

カ
ン
ト
哲
学
上
の
位
置
あ
る
い
は
使
命
を
象
徴
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
の
意
味
は
、

カ
ン
ト
が
「
批
判
囚
田
下
障
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
書
物
に
お
い
て
は
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
言
わ
ば
自
ら
禁
じ
て
い
た
、

端
的
な
言
葉
、
即
ち
「
神
O
o
暮
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
連
結
は
、
定
義
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
平
凡
な
、

カ
ン
ト
の
《
O
O
二
ω
唱
。
ω
窪
ヨ
ニ
日
》
の
哲
学
史
的
位
㎜
直
に
つ
い
て

；
二
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こ
こ

言
わ
ば
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
、
具
体
的
な
も
の
を
批
判
哲
学
の
理
論
的
な
概
念
で
裏
打
ち
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て

逆
に
高
度
に
抽
象
的
だ
っ
た
批
判
哲
学
が
血
肉
を
得
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
共
有
さ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
を
自
ら
も
ま
た
語
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
翻
っ
て
、
定
義
は
批
判
哲
学
の
う
ち
に
お
い
て
も
活
か
さ
れ
る
場
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
こ

の
よ
う
な
接
合
を
試
み
て
い
る
カ
ン
ト
の
意
図
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
O
P
と
は
ま
ず
囚
藁
婆
と
い
う
作
業
が

終
わ
っ
た
後
で
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
初
め
て
許
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
超
越
論
哲
学
の
具
体
化
、
あ
る
い
は
〈
現
実
へ
の
復
帰
〉
が

達
成
さ
れ
る
段
階
を
示
す
と
雷
え
る
。

　
こ
れ
が
内
容
面
で
あ
る
。
次
に
形
式
面
の
意
味
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
的
秩
序
を
カ
ン
ト
が
採
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
形
式
面
か
ら
も
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
O
P
の
超
越
論
哲

学
上
の
位
置
を
鮮
明
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
来
カ
ン
ト
は
哲
学
に
お
い
て
数
学
的
方
法
を
模
倣
す
る
こ
と
を
批
判

し
て
い
た
。
こ
れ
は
批
判
前
期
か
ら
批
判
期
を
通
じ
て
か
わ
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
突
然
幾
何
学
的
秩
序
に
頼
っ
た
叙
述
方
式
が
採

用
さ
れ
る
こ
と
は
大
き
な
変
化
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
数
学
的
方
法
批
判
に
は
前
提
が
あ
っ
た
。
カ
ン
ト

は
批
判
前
期
、
　
一
七
六
三
年
の
論
文
『
形
而
上
学
と
道
徳
神
学
に
お
け
る
判
明
性
の
研
究
喚
に
お
い
て
、
哲
学
に
数
学
的
方
法
を
持
ち
込
む

こ
と
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
前
提
も
ま
た
圖
時
に
明
示
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
、
哲
学
は
未
だ
幾
何
学
的
秩
序
に
よ
る

叙
述
の
段
階
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
幾
何
学
的
秩
序
に
あ
た
る
雷
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
の
が
、
「
綜
合
ω
醤
夢
Φ
俄
ω
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
未
だ
そ
れ
に
達
し
な
い
現
段
階
の
哲
学
に
固
有
の
方
法
と
し
て
対
比
的
に
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
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れ
て
い
る
の
が
、
讐
分
析
》
惹
ぢ
臨
ω
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
両
者
は
二
者
択
一
で
は
な
く
、
対
を
成
し
て
完
成
す
べ
き
二
つ
の

段
階
と
し
て
カ
ン
ト
で
は
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
輪
と
い
う
書
物
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
、
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
、
批
判
を
あ
く
ま
で
も
準
備
作
業
と
し
て
考
え
て
い

た
こ
と
を
示
す
箇
所
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
開
葺
節
と
竃
①
塗
℃
｝
遷
ω
貯
（
孕
婦
費
，
と
ω
㎞
簿
①
〉
と
い
う
対
比
で
語
ら
れ
て
い
る



箇
所
も
あ
れ
ば
、
諺
雷
9
。
蔓
臨
ω
と
ω
醤
昏
Φ
ω
δ
と
い
う
対
を
借
り
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
甲
8
量
感
蔓
（
と
ω
誘
8
ヨ
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
れ
ぽ
、
さ
ら
に
は
鳥
○
ひ
q
口
証
け
δ
o
げ
Φ
ω
＜
興
賦
導
①
⇔
（
こ
の
場
合
は
O
o
α
q
琶
p
鉱
ω
営
器
と
の
対
比
で
）
が
形
而
上
学
に
と
っ
て
必
然

的
な
方
法
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
O
P
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
的
な
い
し
総
合
的
な
方
法
の
採
用
は
、
大
き

な
変
更
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
ま
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
予

定
さ
れ
、
志
向
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

四

　
そ
れ
で
は
次
に
、
超
越
論
哲
学
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
く
転
回
V
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
何
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

O
P
を
理
解
す
る
う
え
で
の
ヴ
ァ
イ
タ
ル
な
点
が
、
O
P
を
、
全
体
と
し
て
捉
え
た
カ
ン
ト
哲
学
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
成
立
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
問
題
は
、
件
の
O
P
が
成
立
す
る
段
階
を
ど
こ
と
し
て
国
定
す

る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
が
ふ
た
た
び
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
表
裏
一
体
を
な
す
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
点

を
示
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
は
こ
と
か
か
な
い
が
、
代
表
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
引
用
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
立

　
　
　
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
可
能
で
あ
る
経
験
の
対
象
に
お
い
て
外
感
の
普
遍
的
な
客
観
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
（
国
ω
①
首
ω
け
耳
Φ
貯
餌
軍

　
　
α
q
Φ
導
Φ
ヨ
Φ
ω
0
9
色
容
似
9
ゆ
Φ
お
同
ω
冒
隣
①
餌
づ
仙
Φ
ヨ
○
①
α
q
Φ
コ
ω
鐙
出
山
①
禦
コ
興
巴
一
Φ
ぎ
田
α
ひ
q
躍
。
げ
Φ
昌
国
臥
9
。
冒
¢
昌
α
q
）
、
諸
経
験
（
複
数
で
）
に
つ
い

　
　
て
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
諸
知
覚
の
集
積
（
諺
ぴ
q
σ
q
貝
Φ
α
q
鋤
け
）
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
諸
知
覚
は
、
一
な
る
経
験
の
全
体
の
う
ち

　
　
に
お
い
て
理
性
概
念
に
よ
っ
て
（
そ
れ
ゆ
え
ア
プ
リ
オ
リ
に
）
一
な
る
経
験
に
対
す
る
（
塁
国
ぎ
興
国
鳳
魯
『
琶
α
q
）
そ
の
多
様
の
統
一
の

　
　
形
式
的
原
理
に
し
た
が
っ
て
汎
質
的
に
自
己
の
元
で
結
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
考
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
（
物
質
の
運
動
諸
力
そ
の
も
の
に

　
　
関
す
る
）
与
え
ら
れ
た
表
象
の
結
合
の
形
式
の
主
観
約
原
理
は
質
料
（
こ
れ
ら
の
運
動
出
力
そ
の
も
の
）
に
先
行
す
る
。

カ
ン
ト
の
《
○
窟
ω
O
o
ω
ε
ヨ
鱈
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

＝
壬
二



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
八
号

＝
二
四

　
　
　
客
観
的
に
は
た
だ
ひ
と
つ
の
経
験
の
み
が
存
在
し
（
Φ
ω
翼
9
董
良
く
雪
目
円
言
Φ
間
ほ
餌
ξ
§
ゆ
q
）
、
す
べ
て
の
知
覚
は
、
諸
知
覚
の
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
対
的
全
体
と
い
う
捏
造
さ
れ
た
の
で
は
な
く
与
え
ら
れ
た
体
系
の
う
ち
に
あ
る
。

　
「
定
立
日
ゴ
Φ
ω
一
ω
」
と
し
て
、
外
観
の
一
般
的
客
観
は
唯
一
の
可
能
的
経
験
の
対
象
に
お
い
て
存
在
す
る
、
と
い
う
命
題
が
据
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
部
分
で
は
、
諸
経
験
と
複
数
が
あ
り
得
る
意
味
で
の
「
経
験
」
は
い
ま
だ
経
験
と
い
わ
れ
る
資
格
を
も
た
ず
、

実
は
単
に
諸
知
覚
の
集
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
注
意
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
〈
勝
義
の
経
験
は
唯
一
的
で
あ
り
、
個
々
の
知

覚
と
は
区
別
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
V
と
い
う
論
点
は
O
P
全
体
に
渡
っ
て
、
し
か
も
つ
ね
に
根
本
的
事
実
と
い
う
資
格
を
与
え
ら
れ
て
、
古

し
く
登
場
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
点
を
強
調
す
る
た
め
に
ほ
と
ん
ど
常
に
、
経
験
の
前
に
冠
せ
ら
れ
た
Φ
ヨ
①
と
い
う
語
を
大
文
字
の

図
貯
①
に
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
が
従
来
は
体
系
化
志
向
が
表
に
出
て
く
る
O
P
固
有
の
特
殊
な
論
点
で
あ
る
か
の
よ
う

に
取
り
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
も
つ
カ
ン
ト
解
釈
上
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
覇
』
に
お
い
て
は
①
ぎ
Φ
を
大
文
字
に
す
る
と
い
う
措
置
は
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
こ
の
こ
と
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
未
だ
α
o
ひ
q
ヨ
簿
δ
。
げ
に
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
で
は
な
く
、
反
対
に
、
そ
の
事
実
が
分
析
に
よ
っ
て
逐
次

発
見
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
実
際
に
こ
の
事
実
は
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

資
格
に
お
い
て
す
で
に
充
分
に
語
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
演
繹
論
で
は
、
「
唯
　
の
時
間
と
空
間
が
存
在

す
る
よ
う
に
、
唯
一
の
経
験
が
存
在
す
る
」
跨
H
お
と
論
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
「
知
覚
の
全
面
的
で
総
合
的
な
統
一
が
ま
さ
し
く
経
験
の

形
式
を
形
成
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、
す
で
に
経
験
と
知
覚
と
の
区
別
が
こ
こ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
と
も
に
、

こ
の
区
溺
が
、
超
越
論
的
統
覚
の
発
見
に
至
る
、
い
わ
ゆ
る
三
段
の
総
合
を
受
け
て
そ
の
探
求
が
見
出
し
た
事
態
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
が
そ
こ
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
べ
き
位
置
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
こ
の
区
別
の
果
た
す
役
割
の
重
要
さ
と

い
う
点
に
お
い
て
も
す
で
に
O
P
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
命
題
は
す
ぐ
に
「
唯
一
の
可
能
的
経
験

一
般
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
諸
島
約
は
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
諸
制
約
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
へ
と
展
開
さ
れ
、
さ
ら
に
す
ぐ
続
け
て
、



カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
そ
の
も
の
に
対
す
る
方
針
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
「
唯
一
の
可
能
的
経
験
に
お
け
る
思
考
の
諸
制
約
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
（
「
唯
一
の
可
能
的
経
験
に
お
け
る
ぎ
Φ
営
Φ
目
琶
α
σ
q
目
O
ゴ
Φ
昌
国
隊
簿
げ
毎
昌
α
q
」
は
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
と
い
う
長
い
方
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
な
ら
ぽ
、
一
七
八
一
年
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
は
充
分
に
こ
の
事
態
の
持
つ
言
わ
ば
「
公
理
」
的
な
位
置
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と

が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
文
脈
に
埋
没
す
る
こ
と
も
可
能
な
、
そ
し
て
現
行
の
邦
訳
で
は
特
劉
の

場
合
を
除
き
、
特
に
訳
出
す
る
必
要
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
Φ
言
Φ
と
い
う
言
葉
に
、
重
要
な
、
む
し
ろ
論
証
上
決
定
的
な
意
味
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
遡
っ
て
確
定
す
る
の
が
、
O
P
に
お
け
る
こ
の
創
○
α
q
B
鋤
口
ω
o
ぽ
な
大
文
字
の
用
法
で
あ
る
、
と
い
う
関
係
が
O
P
と

『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
間
に
は
成
立
し
て
い
る
。

　
実
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
唯
一
の
経
験
」
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
精
査
す
る
な
ら
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い

て
、
原
則
論
や
弁
証
論
に
も
か
な
り
頻
繁
に
登
場
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
原
則
論
と
弁
証
論
で
は
そ
の
役
割
が
転
換
し
て
い
る
と
い
う
、
O

P
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
興
味
ぶ
か
く
な
る
事
態
さ
え
も
起
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
演
繹
論
や
原
則
論
で
は
、
「
唯
一
の
経
験
」

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
原
則
を
内
在
化
し
て
取
り
込
む
た
め
の
原
動
力
で
あ
り
、
反
対
に
弁
証
論
で
は
仮
象
（
神
と
い
う
仮
象
に
関
し
て
）
を
経

験
か
ら
弾
き
出
す
た
め
の
藍
子
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
Φ
⇔
ω
ω
q
ヨ
ヨ
ニ
ヨ
と
い
う
伝
統
的
な
神
の
定
義
が
ま
さ
し
く
『
純
粋

理
性
批
判
』
の
弁
証
論
の
、
同
じ
「
超
越
論
的
理
想
」
章
に
お
い
て
、
現
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
仮
象
と
し
て
、
そ
の
形
而
上

学
か
ら
の
弾
き
出
し
と
そ
の
仮
象
と
し
て
の
成
立
の
所
以
が
説
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
概
念
と
し
て
、
つ
ま
り
言
わ
ば
敵
役
と
し
て
、
現
わ

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

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
弁
証
論
を
裏
返
し
に
し
た
も
の
が
O
P
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
仮
象
で
は
な
く
、
正
し
く
解
釈
さ
れ
た
事
態
が
、
O
P
に
お
い
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
先
に
見
た
、
O
P
と
い
う
段
階
を
可
能
に
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
「
綜
合
」
と
し
て
の
、
α
o
ひ
Q
B
讐
δ
o
げ
な
段
階
を

可
能
に
す
る
転
回
点
は
、
O
P
で
大
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
「
唯
一
の
（
可
能
的
）
経
験
」
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

カ
ン
ト
の
《
○
蜜
ω
℃
o
ω
ε
ヨ
ニ
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

；
一
五
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は
さ
ら
に
O
P
に
お
け
る
今
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
り
特
徴
で
も
あ
る
、

「
移
行
」
）
と
い
う
テ
ー
マ
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

＝
一
一
六

〈
現
実
性
へ
の
超
越
論
的
接
近
V
　
（
カ
ン
ト
自
身
の
言
葉
で
い
う
と
、

五

　
こ
の
問
題
を
見
る
た
め
に
、
別
の
箇
所
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
実
在
は
汎
通
的
規
定
だ
Φ
×
帥
簿
①
暮
冨
①
簿
。
ヨ
鼠
ヨ
。
斜
月
塵
Φ
8
羅
鼠
⇔
簿
δ
と
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
は
雷
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
に
し
て
同
値
的
な
概
念
の
関
係
と
し
て
、
逆
に
、
汎
青
玉
規
定
は
実
在
で
も
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
こ
の
ラ
テ
ン
語
の
命
題
、
と
い
う
よ
り
、
そ
の
主
述
逆
転
命
題
、
す
な
わ
ち
「
汎
通
的
規
定
は
実
在
で
あ
る
o
B
鉱
ヨ
。
甲

山
象
興
ヨ
ぎ
p
賦
。
Φ
馨
Φ
臨
珍
①
蒼
黒
」
を
O
P
に
お
い
て
多
用
し
て
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
が
言
う
、
も
と
の
命
題
の
意
味
は
、
実
在
す
る
の
は
個

物
で
あ
り
、
個
物
が
個
物
で
あ
っ
て
一
般
者
で
は
な
い
の
は
、
複
数
の
も
の
に
当
て
は
ま
る
一
般
者
と
は
違
っ
て
、
個
物
は
、
自
己
に
し
か

当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
完
全
に
、
残
る
く
ま
な
く
限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
O
P
に
お

い
て
こ
れ
を
逆
転
し
て
、
「
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
実
在
す
る
」
と
い
う
形
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
〈
汎
通
的
に
規
定
さ

れ
て
い
る
も
の
〉
の
概
念
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
も
主
張
で
き
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
概
念
か
ら
存
在
を
演
繹
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
存
在
は
レ
ア

ー
ル
な
述
語
で
は
な
い
」
と
言
い
、
存
在
論
的
証
明
を
否
定
し
た
批
判
前
期
及
び
『
純
粋
理
性
批
判
睡
の
カ
ン
ト
と
は
ま
っ
た
く
励
人
の
観

が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
こ
そ
カ
ン
ト
だ
と
捉
え
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
衝
撃
的
な
主
張
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。　

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
、
そ
う
な
る
の
か
、
と
い
う
根
拠
が
次
の
論
述
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
思
考
さ
れ
た
全
面
的
規
定
は
与
え
ら
れ
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
無
限
な
経
験
的
規
定
へ
と
拡
散
す
る



　
　
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
経
験
か
ら
も
導
出
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
経
験
自
体
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
可
能
的
経
験
の
唯
一
の
対
象
と
い

　
　
う
概
念
に
お
い
て
の
み
、
外
官
の
対
象
に
対
し
て
総
合
的
に
で
は
な
く
同
一
律
に
従
っ
て
分
析
的
に
客
観
的
実
在
性
は
、
こ
の
全
面
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
規
定
を
必
然
的
に
認
め
ら
れ
る
の
だ
。

　
つ
ま
り
、
汎
通
的
規
定
が
客
観
的
実
在
性
を
意
味
す
る
と
い
う
考
え
方
は
ヴ
ォ
ル
フ
流
の
形
而
上
学
が
考
え
て
い
る
概
念
的
な
形
態
に
お

い
て
は
成
立
し
え
ず
（
批
判
前
期
か
ら
の
一
貫
し
た
カ
ン
ト
の
批
判
点
）
、
可
能
的
経
験
と
そ
の
唯
一
の
対
象
と
い
う
カ
ン
ト
の
考
え
に
お
い

て
初
め
て
〈
汎
通
的
に
規
定
さ
れ
た
概
念
〉
と
い
う
も
の
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
樹
立
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
概
念
か
ら
分
析
的
に
、

雷
い
換
え
る
と
、
演
繹
的
に
、
客
観
的
実
在
性
を
導
出
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
汎
通
的
規
定
と
い
う
概
念
を
ヴ
ォ
ル
フ
の

場
合
の
よ
う
な
論
理
学
的
意
義
か
ら
全
体
的
経
験
へ
の
個
々
の
諸
経
験
の
内
在
と
い
う
意
味
に
言
わ
ば
換
骨
奪
胎
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
、

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
し
た
が
っ
て
で
き
得
れ
ば
リ
サ
イ
ク
ル
を
図
る
べ
き
由
緒
あ
る
ラ
テ
ン
語
命
題
を
、
自
己
の
哲
学
を
語
る
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

武
器
と
し
て
取
り
返
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
〈
可
能
的
経
験
と
そ
の
対
象
が
全
面
的
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
存
在
を
分
析
的
に
導
出
で
き
る
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と

は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
を
教
え
る
の
が
、
「
公
理
》
×
δ
目
」
と
題
さ
れ
た
別
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
理

　
　
　
主
観
的
に
見
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
た
だ
ひ
と
つ
の
外
的
経
験
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
だ
ひ
と
つ
の
空
間
が
存
在
す
る
か
ら
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
空
間
を
占
有
し
た
り
充
た
し
た
り
す
る
物
質
の
諸
運
動
力
は
相
互
に
普
遍
的
な
動
的
結
合
の
う
ち
に
あ
り
、
客
観
的
に
そ
れ
ら
の
体

　
　
系
を
構
成
す
る
。
こ
の
体
系
は
経
験
的
に
経
験
か
ら
成
立
す
る
の
で
は
な
く
（
嵐
。
簿
Φ
ヨ
ロ
三
ω
9
鎧
ω
山
興
じ
弓
珠
蝉
鐸
§
α
q
）
、
ア
プ
リ
オ

　
　
リ
に
一
な
る
経
験
の
概
念
か
ら
（
鋤
冒
δ
ユ
禦
ω
色
①
巳
b
u
Φ
ひ
q
巴
賦
｛
山
2
竃
α
ひ
q
汗
冥
①
詳
田
コ
目
切
猟
Q
ξ
§
α
q
）
成
立
す
る
、
諸
運
動
力
の
一

カ
ン
ト
の
《
O
O
煮
ω
℃
O
ω
け
¢
b
P
億
日
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

＝
二
七
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＝
二
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
な
る
絶
対
的
全
体
の
現
存
在
を
す
で
に
そ
の
概
念
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
空
聞
を
占
有
し
あ
る
い
は
満
た
す
物
質
の
運
動
力
は
相
互
に
普
遍
的
動
的
結
合
関
係
を
持
ち
、
客
観
的
に
一
つ
の
体
系
を
な

し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
体
系
は
経
験
的
に
経
験
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
く
コ
な
る
経
験
」
の
可
能
性
V
の

概
念
か
ら
生
じ
、
諸
運
動
力
の
唯
一
の
絶
対
的
全
体
の
現
存
在
を
既
に
そ
の
概
念
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ
で
運
動
力
の
体
系
の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
現
存
在
、
つ
ま
り
客
観
的
実
在
性
は
さ
ら
に
コ

な
る
経
験
」
の
可
能
性
に
リ
ン
ク
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
逆
に
「
一
な
る
経
験
」
の
可
能
性
は
「
物

質
の
諸
運
動
力
」
の
槽
互
的
な
動
的
結
合
関
係
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
可
能
的
経
験
と
そ
の
対
象
が
全
面
的
に
規
定
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
点
も
ま
た
、
実
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
す
で
に
確
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
第
一

版
の
演
繹
論
の
箇
所
に
お
い
て
、
「
た
だ
一
つ
の
経
験
が
存
在
す
る
㎏
と
い
う
事
態
を
説
明
し
て
カ
ン
ト
は
「
た
だ
一
つ
の
経
験
に
お
い
て

は
、
す
べ
て
の
知
覚
が
全
面
的
で
法
則
的
な
α
霞
。
び
ひ
q
響
ひ
q
お
§
魁
ひ
q
①
ω
Φ
汁
N
琶
農
戯
連
関
を
な
す
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
》
目
O
と
付
け

加
え
て
い
た
。
こ
の
事
態
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
原
則
論
、
特
に
「
知
覚
の
類
推
」
と
し
て
さ
ら
に
翼
体
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
具
体
化

の
度
合
い
が
最
終
的
に
達
し
た
段
階
が
、
O
P
に
お
け
る
「
物
質
の
運
動
力
の
体
系
篇
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
こ
の
O
P
の
段
階
で
カ
ン
ト
は
、
上
述
の
よ
う
な
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
雷
わ
ぽ
営
℃
一
向
。
諄
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
く
可

能
で
あ
る
も
の
が
、
そ
の
可
能
で
あ
る
あ
り
方
の
力
に
よ
っ
て
、
同
時
に
そ
の
実
在
性
を
分
析
的
に
導
出
さ
れ
得
る
の
だ
V
、
と
い
う
論
理

と
し
て
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
純
粋
理
性
批
判
睡
で
は
そ
れ
と
し
て
正
面
か
ら
は
説
き
得
な
か
っ
た
論
点
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
、
こ
の
論
理
は
「
存
在
は
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
は
な
い
」
を
含
め
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
全
行
論
が
そ
れ
を
目
指
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
結
論
と
し
て
持
ち
、
し
か
し
あ
く
ま
で
も
含
意
す
る
に
と
ど
め
る

は
か
な
か
っ
た
論
理
を
今
や
正
面
か
ら
の
べ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



　
先
に
引
用
し
た
箇
所
の
少
し
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
ラ
テ
ン
語
で
、
〈
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
存
在
へ
と
帰
結
す
る
こ
と

は
有
効
で
あ
る
鋤
唱
。
ω
ω
①
9
匹
①
ω
ω
Φ
〈
巴
Φ
什
0
8
ω
①
ρ
二
Φ
葺
壁
V
と
書
か
れ
た
上
で
、
こ
れ
は
こ
こ
で
、
ま
た
こ
の
ケ
ー
ス
だ
け
雷
い
う
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

だ
と
念
を
押
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
通
、
人
口
に
膳
卸
し
て
い
る
の
は
、
〈
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
存
在
を
帰
結
す
る
こ
と
は
無
効
で
あ

る
9
。
娼
○
ω
ω
①
幾
Φ
ω
ω
Φ
8
熱
く
巴
簿
o
o
コ
ω
Φ
ρ
二
Φ
昌
瓢
鋤
V
と
い
う
こ
れ
と
は
逆
の
意
味
の
命
題
で
あ
り
、
こ
の
逆
命
題
は
ご
く
常
識
的
な
、
言
わ

ば
陳
腐
な
命
題
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
同
じ
よ
う
な
、
カ
ン
ト
に
よ
る
常
識
的
な
定
式
の
意
図
的
な
逆
転
が
衝

撃
と
挑
発
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
「
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
「
可
能
性
」
の
あ

り
方
が
こ
こ
で
は
す
で
に
超
越
論
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
可
能
で
あ
る
」
こ
と
は
こ
こ
で
は
、
も
は
や
も
と
の
定
式

の
場
合
と
は
違
っ
て
、
個
々
の
事
象
に
関
し
て
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
切
の
現
実
的
な
も
の
の
前
提
で

あ
る
と
い
う
意
味
と
位
置
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
遡
れ
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
確
定
さ
れ
た
、
超
越
論
的
演
繹
と
そ

の
成
果
、
つ
ま
り
超
越
論
的
演
繹
の
水
準
に
ま
で
リ
ン
ク
が
届
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
逆
転
が
言
わ
ば
体
系
的
に
支
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
＞
o
o
ω
ω
Φ
巴
Φ
ω
ω
Φ
＜
巴
Φ
け
8
湯
Φ
ρ
⊆
①
簿
這
と
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
以
来
の
超
越
論
哲
学
の
論
理
自
体
が
、

紹
葺
げ
簿
δ
o
げ
に
、
つ
ま
り
「
綜
合
」
の
見
地
か
ら
見
ら
れ
た
時
に
取
る
く
正
式
の
V
形
態
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
く
O
P
の
段
階
に
お
け
る
超
越
論
哲
学
の
論
理
V
を
集
約
的
に
示
し
て
い
る
、
今
ひ
と
つ
の
ラ
テ
ン
語
表
現
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

只
。
「
圏
蝉
創
鉾
①
ω
ω
Φ
憎
魚
（
形
相
が
も
の
の
存
在
を
与
え
る
）
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。
こ
の
表
現
も
ま
た
ス
コ
ラ
以
来
の
共
通
財
産
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
（
し
か
し
典
型
的
に
は
ス
ア
レ
ス
以
後
と
さ
れ
て
い
る
）
、
カ
ン
ト
は
や
は
り
O
P
で
こ
れ
を
全
面
的
に
活
用
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
で
は
h
霞
ヨ
餌
は
も
は
や
「
形
相
」
で
は
な
く
「
形
式
」
で
あ
っ
て
、
超
越
論
哲
学
の
営
為
は
『
純
粋
理
性
批

判
』
以
来
、
理
論
哲
学
・
実
践
哲
学
の
両
面
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
形
式
閃
。
「
8
」
の
洗
い
出
し
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
の
形
式
は
一
般
的
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
反
省
概
念
の
多
義
性
」
の
章
で
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
可
能
性
の
制
約

と
い
う
役
割
を
果
た
し
得
る
、
つ
ま
り
、
質
料
に
先
行
し
得
る
「
形
式
」
で
あ
る
。
経
験
の
可
能
性
の
制
約
が
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能

カ
ン
ト
の
《
O
O
¢
ω
娼
O
o
Q
け
二
嵩
P
q
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

；
一
九
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一
四
〇

性
の
制
約
で
あ
る
、
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
繰
り
返
さ
れ
る
根
本
命
題
で
言
う
、
「
碧
羅
じ
ご
Φ
臼
置
ぴ
q
§
ひ
q
」
が
具
体
的
に
は
「
形
式
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
は
、
直
観
の
形
式
と
し
て
の
空
間
と
時
間
、
思
考
の
形
式
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
段
階
で
は
、
対
象
の
可
能
性
の
「
制
約
」
と
し
て
、
言
わ
ば
遡
っ
て
分
析
的
に
突
き
止
め
ら
れ
た
到
達
点
と
い
う

地
位
で
現
わ
れ
る
は
か
な
か
っ
た
「
形
式
」
が
、
O
P
の
段
階
で
は
、
先
ほ
ど
か
ら
冤
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
く
逆
転
V
が
お
こ
な
わ
れ

て
、
出
発
点
と
い
う
役
割
に
お
い
て
現
わ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
が
、
h
霞
B
p
鳥
鉾
①
ω
ω
①
お
一
と
い
う
命
題
の
O
P
で
の
大
活
躍
を
説
明
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

言
い
換
え
る
と
、
こ
の
命
題
は
、
事
態
と
し
て
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
あ
の
有
名
な
命
題
と
同
じ
こ
と
を
、
た
だ
し
逆
方
向
か
ら
述
べ

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
O
P
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
表
裏
一
体
を
な
し
、
し
た
が
っ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
構
造
と
狙
い
を
よ
り
明
晰
な
ら
し
め
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
役
割
を
よ
く
落
し
て
い
る
の
は
、
O
P
に
お
け
る
「
形
式
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
場
合
の
よ
う
に
、
一
つ
ず
つ
ス
テ
ッ
プ
を
追
っ
て
感
性
の
、
あ
る
い
は
思
考
の
、
「
形
式
」
が
取
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
言
わ

ば
一
気
に
「
形
式
」
そ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
特
定
の
認
識
能
力
の
形
式
で
は
な
く
、
形
式
そ
の
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
の
見
方
で
は
、
O
P
こ
そ
は
そ
れ
を

語
る
こ
と
が
可
能
な
段
階
な
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
実
は
こ
の
よ
う
な
、
つ
ま
り
O
P
的
な
、
「
形
式
砿
の
捉
え
方
が
『
純
粋
理
性
批

凋
幅
の
遣
り
方
に
対
し
て
持
つ
優
位
性
す
ら
も
認
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
、
具
体
的
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
流
の
遣
り
方
が
そ
の
や
り
方
の
故
に
生
み
出
す
難
点
と
し
て
旛
摘
さ
れ
る
或
る
点
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
『
純
粋
理
性
批
判
睡
で
は
、
直
観
の
形
式
と
思
考
の
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
取
り

出
さ
れ
る
結
果
、
両
者
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
言
わ
ば
二
次
的
な
問
題
が
生
じ
、
そ
こ
で
両
者
の
媒
介
の
た
め
に
図
式
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

ω
o
ン
⑦
ヨ
簿
酢
一
ω
親
署
と
い
う
章
が
窮
余
の
一
策
と
し
て
挿
入
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
理
解
と
批
判
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
感
性
の
形
式
と
悟
性
の
形
式
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
、
ま
た
、
ま
っ
た
く
輝
国
に
取
り
出
さ
れ



て
積
み
上
げ
ら
れ
る
観
を
呈
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
あ
た
か
も
直
観
の
形
式
の
み
で
対
象
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
し
ま
う

の
に
、
す
ぐ
に
思
考
の
形
式
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
演
繹
さ
れ
て
、
結
局
、
第
二
の
形
式
も
ま
た
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
対
象
の
成
立
が
あ

る
よ
う
に
考
え
直
さ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
り
、
第
一
の
形
式
の
意
味
が
ぼ
や
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
O
P
の
遣
り
方
で
は
こ
の
よ
う
な
難
点
と
批
判
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
O
P
で
は
直
観
の
形
式
も
思
考
の
形
式
も
、
先
ほ
ど
来
の
意
味

で
の
「
唯
一
の
（
可
能
的
）
経
験
」
の
う
ち
に
言
わ
ば
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
究
極
の
形
式
と
い
う
役
割
を
、
隔
。
吋
ヨ
鋤

α
讐
Φ
ω
ω
Φ
肘
色
の
噛
霞
B
鋤
と
し
て
の
、
こ
の
意
味
で
の
「
経
験
」
が
果
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
対
象
の
可
能
性
を
制
約
す
る
そ

の
形
式
と
い
う
、
言
わ
ば
論
理
的
関
係
が
、
O
P
で
は
そ
の
団
。
村
ヨ
p
が
「
唯
一
の
（
可
能
的
）
経
験
」
で
あ
り
、
こ
こ
の
経
験
は
そ
の
う

ち
に
包
括
さ
れ
る
と
い
う
、
言
わ
ば
存
在
論
的
な
構
造
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
く
分
析
〉
と
い
う

方
法
で
目
指
し
て
い
た
目
的
地
も
実
は
こ
の
構
造
の
解
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
〈
分
析
V
的
に
、
論
理
的
な
制
約
関
係
が
次
々
と
積
み
重
ね

ら
れ
、
し
た
が
っ
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
諸
形
式
間
の
媒
介
と
い
う
問
題
が
さ
ら
に
現
れ
る
と
い
う
論
理
学
的
な
事
態
で
は
な
く
（
図
式

論
！
）
、
全
体
と
し
て
の
経
験
が
個
々
の
経
験
を
言
わ
ば
一
気
に
予
約
す
る
と
い
う
存
在
論
的
な
事
態
と
し
て
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
狙
っ

て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
が
同
時
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
あ
る
」
と
い
う
関
係
が
、
O
P
で
は
ま
っ
た

く
ス
ト
レ
ー
ト
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

占IN

こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
最
後
の
論
点
に
た
ど
り
着
い
た
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
の
超
越
論
的
観
念
論
に
従
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
神
に
お
い
て
直
観
す
る
。
定
言
命
法
は
最
高
の
、
命
令
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
私
の
外
な
る
実
体
を
前
提
と
し
な
い
。
そ
れ
は
私
の
理
性
の
う
ち
に
あ
る
。

こ
の
わ
ず
か
三
行
の
断
片
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
さ
ぎ
ほ
ど
か
ら
見
て
き
た
よ
う
に
O
P
の
主
役
で
あ
る
企
な

カ
ン
ト
の
《
○
℃
蝿
ω
唱
O
ω
ε
ヨ
ニ
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

一
四
一
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る
経
験
〉
は
そ
の
個
々
の
経
験
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
と
そ
の
属
性
な
い
し
様
態
と
の
関
係
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
公
刊
著
作
に
お
い
て
は
当
時
危
険
思
想
家
と
見
ら
れ
て
い
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
を
出
す
こ
と
に
は
極

め
て
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
は
っ
き
り
と
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
超
越
論
的
観
念
論
に
従
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
神
に
お
い
て

直
観
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
で
の
、
「
定
言
命
法
は
私
の
外
に
あ
る
至
高
の
命
令
す
る
実
体
を
前
提
せ
ず
、
私
の
理
性
の
う

ち
に
存
し
て
い
る
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
カ
ン
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
関
係
を
カ
ン
ト
自
身
の
眼
を
通
し
て
知
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
明
ら
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
と
の
接
近
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
超
越
論
的
観
念
論
」
と
い
う

表
現
は
出
て
く
る
は
ず
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
し
か
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
先
に
引
用
し
た
箇
所
で
の
言
及

に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
万
物
と
自
己
を
神
に
お
い
て
直
観
す
る
」
も
の
と
し
て
「
お
そ
ろ
し
い
」
考
え
方
な
の
で
あ
る
。
神
へ
の
直

接
的
な
包
摂
、
神
の
う
ち
へ
の
個
物
と
人
格
の
融
解
、
こ
れ
は
な
ん
と
し
て
も
カ
ン
ト
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
接
近
が
同
時
に
要
求
す
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
面
の
圓
避
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
カ
ン
ト
は
ど
の
よ
う
に
し
て
團
避
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
先
ほ
ど
来
引
用
を
重
ね
て
き
た
フ
レ
ー
ズ
は
「
一
な
る
経
験
」
な
い
し
「
唯
　
の
経
験
」
、
お
よ
び
「
可
能
的
経
験
」
だ
っ
た
。

　
鍵
は
「
可
能
的
扁
に
あ
る
。
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
「
可
能
的
経
験
」
と
カ
ン
ト
は
雷
う
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
唯
一
の
経
験
が
個
々
の
経

験
を
う
ち
に
含
む
そ
の
仕
方
が
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
仕
方
、
す
な
わ
ち
、
直
接
的
な
、
い
う
な
ら
ぽ
逃
げ
場
の
な
い
実
在
的
な
包
摂
関
係
に
な
る

こ
と
を
圓
避
す
る
た
め
に
、
件
の
「
唯
一
の
経
験
」
に
対
し
、
「
可
能
的
」
と
い
う
様
根
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
可
能
的
経
験
は
、
実
在
的

に
で
は
な
く
、
正
に
可
能
的
に
、
し
か
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
存
在
の
仕
方
が
有
り
得
る
こ
と
に
こ
そ
、
「
形
式
」

が
質
料
に
対
し
て
先
行
的
に
有
り
得
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
凋
断
」
の
存
立
の
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ア

プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
」
の
必
然
性
と
普
遍
妥
当
性
は
こ
の
根
源
的
な
可
能
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

「
可
能
性
」
と
い
う
様
相
の
根
源
化
が
カ
ン
ト
の
企
図
に
と
っ
て
、
い
い
か
え
る
と
超
越
論
哲
学
そ
の
も
の
の
成
否
に
と
っ
て
、
決
定
的
な



も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
個
物
と
人
格
を
レ
ア
ー
ル
な
実
在
す
る
実
体
の
様
態
鼠
。
含
ω
に
賊
め
る
こ
と

な
し
に
、
し
か
も
、
「
形
式
」
と
し
て
の
全
体
、
つ
ま
り
「
可
能
的
経
験
」
の
う
ち
へ
と
予
め
内
在
さ
せ
る
こ
と
、
こ
こ
に
こ
そ
カ
ン
ト
の

哲
学
的
努
力
が
存
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、
「
神
」
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
も
「
実
践
理
性
」
の
媒
介
を
経
て
ば
じ
め
て
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
の
対
象
と
な
る
と
い
う
点
で
、
カ
ン
ト
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
接
近
し
つ
つ
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
は
一
線
を
画
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ

る
。
O
P
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
接
近
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
全
一
的
実
体
と
類
比
的
で
あ
る
も
の
が
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
究
極

に
も
見
え
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
。
カ
ン
ト
は
O
P
に
お
い
て
ま
さ
し
く
形
而
上
学
の
歴
史
に
自
ら
を
位
置
付
け
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
よ
う
な
形
而
上
学
の
世
界
が
な
ぜ
カ
ン
ト
の
最
終
目
的
地
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
、
こ
の
形
而
上
学
の
世
界
が
一
つ
の
制
度
で
あ
り
、
言
わ
ば
公
共
の
場
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
批
判
の
あ
ま
り
に
も
独
創
的
な
ネ

オ
ロ
ジ
ズ
ム
の
独
我
論
的
世
界
か
ら
、
手
垢
の
付
い
た
、
し
か
し
共
有
さ
れ
る
世
界
へ
と
カ
ン
ト
は
敢
え
て
歩
み
出
た
の
で
あ
る
。
そ
の
凡

庸
性
と
手
垢
の
付
き
具
合
に
お
い
て
、
形
而
上
学
の
世
界
は
す
で
に
共
有
さ
れ
た
、
共
通
語
の
世
界
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
分
の
固
有
語
を

翻
訳
し
て
、
共
通
語
の
世
界
へ
と
出
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
哲
学
の
最
終
形
態
と
し
て
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
最
後
ま
で
追
求
さ
れ
た
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
体
系
性
に
範
を
仰
い

だ
「
学
」
の
た
め
の
基
盤
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
的
実
体
に
類
比
的
な
も
の
を
自
己
の
立
場
に
お
い
て
手
中
に
収
め
、
し
か
も
そ
れ
を
伝
統
的
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

つ
ま
り
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
学
的
公
用
語
を
用
い
て
語
る
こ
と
だ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
三
批
判
書
期
の
独
創
性
を
そ
の
ま
ま
哲
学
史
と
い
う

公
共
の
場
に
お
い
て
誰
に
で
も
理
解
さ
れ
得
る
言
葉
で
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
O
P
は
カ
ン
ト
を
哲
学
史
の
系
譜
の
う
ち
に
新
し
い
仕
方
で
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
O
P
の
含
む
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
の
う
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
関
心
が
あ
る
部
分
と
し
て
も
ご
く
一
部
に
触
れ
え
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
稿
は
こ
こ
で
筆
を
置
く
こ

と
に
し
た
い
。カ

ン
ト
の
《
○
薯
ω
℃
○
ω
ε
∋
賃
ヨ
》
の
哲
学
史
的
位
置
に
つ
い
て

一
四
三
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注

（
1
）
　
因
み
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
暁
は
、
最
初
、
○
℃
①
鑓
弓
。
ω
昏
環
讐
p
⇒
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
書
と
し
て
、
そ
の
他
の
著
作
と
共
に
出
版
さ
れ
た
。

言
い
換
え
る
と
、
こ
の
種
の
タ
イ
ト
ル
は
完
成
し
た
著
作
を
も
指
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
の
手
稿
群
に
対
し
て
O
℃
話
ロ
。
ω
貯
ヨ
餐
ゴ
と
い

　
う
命
名
を
行
っ
た
の
は
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
…
で
あ
る
。
内
容
の
完
成
度
の
高
さ
を
フ
ァ
イ
ヒ
ソ
ガ
ー
が
評
骸
し
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）
　
≧
窮
蟻
①
諺
一
著
｝
霧
α
q
聾
げ
①
む
ご
9
器
”
ψ
誤
国
鳥
。
。
ρ
以
下
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
巻
数
と
ペ
ー
ジ
の
み
を
示
す
。

（
3
）
　
Z
O
窮
げ
肖
σ
罵
O
財
q
轟
瞭
O
餌
」
コ
く
置
8
鳳
O
目
塗
三
〇
瓢
（
鋤
。
霞
帥
臼
）
”
瞬
餌
箕
．
○
箪
あ
O
O
曾
窪
葺
日
舞
堕
一
〇
〇
◎
心
に
よ
る
。

（
4
）
　
フ
ラ
ン
ス
語
新
訳
は
、
牢
磐
ゆ
○
δ
竃
自
。
H
受
、
イ
タ
リ
ア
語
訳
は
く
馨
。
ユ
。
竃
9
。
窪
陶
①
二
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
閃
鑑
×
○
碁
器
に
よ
る
ス
ペ

　
イ
ソ
語
訳
は
次
注
に
挙
げ
た
プ
ラ
ン
ト
の
論
文
で
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

（
5
）
　
こ
の
よ
う
な
研
究
の
進
展
の
な
か
で
嚢
然
な
が
ら
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
O
P
の
編
集
に
関
し
て
厳
し
い
批
判
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
注

　
（
6
）
に
挙
げ
た
論
文
集
に
寄
せ
ら
れ
た
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
ト
の
論
文
丙
銀
詳
ω
＜
o
門
p
⇒
吾
㊦
㌣
㊦
コ
N
毎
5
C
げ
2
，
ぴ
q
讐
嶺
く
O
コ
胤
。
冠
．
．
竃
ぐ
う
3
℃
該
・
ω
騨
§
一
『

　
℃
7
賓
ω
無
誉
勺
脱
○
げ
δ
ヨ
①
島
興
濁
＆
叶
圃
9
ρ
を
参
照
（
ω
●
摩
雪
）
。
プ
ラ
ン
ト
は
O
P
と
い
う
呼
称
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
マ
チ
ュ
ウ
は
同

　
慨
し
て
い
な
い
（
＜
ひ
q
r
＜
剛
馨
。
ユ
。
ζ
飴
け
『
δ
二
＝
℃
鴨
①
噛
露
営
9
お
巴
一
”
①
象
N
凶
。
轟
。
騨
巴
㌶
護
9
◎
．
”
、
ぎ
い
、
O
℃
鶴
ω
一
）
O
ω
け
ニ
ヨ
葺
5
島
閑
騨
箒
ρ
℃
’
一
昏
。
）
。
ブ
ラ
ン
ト
の
提

　
案
は
、
結
局
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
以
来
の
○
薯
ω
℃
o
ω
葺
ヨ
F
暮
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
付
与
自
体
を
ミ
ス
ジ
ー
デ
ィ
ソ
グ
な
も
の
と
見
な
し
て
、
手
稿
群
か

　
ら
O
ぴ
ゆ
雪
雲
ぴ
q
く
。
雛
号
弓
竃
簿
2
∪
ξ
ω
幹
順
法
Z
簿
嚢
N
貫
勺
ξ
ω
穿
に
か
か
わ
る
も
の
だ
け
を
純
化
抽
出
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に

　
対
し
、
ア
カ
デ
ミ
…
版
の
編
集
方
針
は
、
全
コ
ン
ヴ
ォ
ル
…
ト
の
中
身
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
印
刷
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、
パ
ス
カ

　
ル
の
『
パ
ン
セ
㎞
の
編
集
史
を
思
わ
せ
る
事
情
が
現
わ
れ
て
い
る
。
＜
笹
こ
び
。
銭
の
い
p
身
心
銭
ご
斜
甲
H
凶
ω
8
騨
①
焦
Φ
。
。
℃
O
湧
⑥
o
。
。
伍
。
℃
p
。
ω
O
巴
（
容
ま
山
ゆ
給
γ

　
（
勺
繊
，
旦
お
黛
）
。

（
6
）
　
マ
チ
ュ
ウ
の
書
の
出
版
が
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
一
九
八
九
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
○
℃
霧
℃
o
ω
ε
ヨ
鐸
ご
に
関
す
る
研
究
会
の
報
告
が
、

　
譲
①
『
鋤
ρ
銃
ぴ
q
O
ひ
q
Φ
ぴ
㊦
深
く
。
コ
閃
。
鴨
濡
雪
沁
ぱ
．
℃
露
δ
ω
o
鳳
誌
①
じ
ご
鋤
匹
罵
○
ヨ
σ
≡
，
α
自
一
⊂
σ
①
鴨
ひ
q
費
目
．
¢
馨
Φ
二
二
〇
剛
岩
渇
ひ
q
O
雛
N
葺
∋
ω
鷺
欝
≦
o
一
．
評
囲
ヨ
ヨ
讐
扁
二
駄
溶
9
。
三
ρ
一
㊤
鎗

　
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）
　
門
高
坂
正
顕
著
作
集
」
第
二
巻
蹟
「
著
作
集
第
二
巻
に
つ
い
て
偏
（
一
九
六
四
）
。

（
8
）
じ
σ
9
い
。
ど
ω
ふ
ρ

（
9
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
＝
七
六
五
…
一
七
六
六
年
度
冬
学
期
の
講
義
内
容
予
告
駄
が
非
常
に
興
味
深
く
、
ま
た
明
晰
で
あ
る
。
く
箪
”
切
9
押
ω
’



　
ω
8
．

（
1
0
）
　
b
σ
山
．
認
”
ω
●
＄
H
．

（
1
1
）
　
じ
σ
α
．
b
。
ド
ω
■
①
8
●

（
1
2
）
　
じ
u
9
じ
。
押
ψ
O
O
ρ

（
1
3
）
　
こ
の
汎
通
的
規
定
の
考
え
方
が
カ
ン
ト
の
周
辺
で
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
Ω
o
薦
δ
　
日
。
器
財
　
瞬
①
ヨ
Φ
謬
ユ

　
ヨ
簿
。
α
o
H
o
α
q
圃
α
Φ
ヨ
簿
鉱
一
ω
凶
9
8
閑
四
簿
創
巴
嵩
蒔
㎝
巴
一
刈
①
o
。
（
日
。
塞
ぎ
ρ
一
〇
綬
Σ
戸
一
綬
が
実
例
を
挙
げ
て
論
証
し
て
い
る
。

（
！
4
）
　
ご
ご
9
卜
。
b
。
℃
ω
．
O
H
O
．

（
1
5
＞
　
b
σ
ρ
悼
押
ω
●
謬
ピ

（
1
6
）
　
b
u
◎
い
。
紳
ω
9
窃
紹
．

（
1
7
）
　
ζ
胃
圃
○
○
鋤
簿
9
。
コ
。
い
o
B
び
費
q
ρ
い
鋤
琉
。
誘
5
鋤
。
｝
6
只
只
目
．
Φ
ω
ω
魯
Φ
巴
δ
o
o
ω
Φ
（
竃
臨
餌
p
9
一
㊤
㊤
α
）
は
こ
の
命
題
を
手
が
か
り
に
し
て
ス
ア
レ
ス
、
ラ

　
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
カ
ン
ト
と
い
う
系
譜
を
探
り
当
て
て
い
る
。

（
1
8
）
　
こ
れ
が
最
も
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
岩
崎
武
雄
の
カ
ン
ト
解
釈
及
び
批
判
で
あ
る
。
私
は
カ
ン
ト
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
即
し
て
読

　
む
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
批
評
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
。
問
題
は
、
そ
れ
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
物
の

採
用
し
た
方
法
が
言
わ
ば
不
可
避
的
に
も
た
ら
し
た
制
約
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
不
整
合
が
あ
ま
り
に
も
目
に
付
き
や
す
い
こ
と
は
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ

　
っ
て
も
ま
た
自
覚
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
、
と
い
う
観
点
の
必
要
性
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
が
O
P
に
お
い
て
整
合
的
に
考
え
る
観

　
点
を
準
備
し
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
b
σ
ρ
b
。
卜
。
”
ω
．
ま
．

（
2
0
）
　
実
は
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
努
力
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
す
で
に
開
始
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー

　
に
関
し
て
は
、
す
で
に
ト
ネ
リ
が
カ
ン
ト
は
あ
え
て
遡
っ
て
一
七
世
紀
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
雲
形
而
上
学
の
述
語
を
大
量
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
を

　
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
猟
9
・
9
働
q
o
ユ
ρ
窪
磐
ω
N
Φ
民
①
障
け
巴
”
≧
蜀
貯
巳
め
U
一
跨
Φ
評
艶
（
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
（
＜
α
q
r
O
δ
蓋
開
○
↓
8
⑦
葺
．
、
U
器

　
芝
δ
鮎
Φ
鑓
無
δ
ぴ
Φ
コ
馳
興
α
2
一
霧
。
び
1
震
剛
ω
8
け
駐
日
ω
0
7
Φ
⇒
6
興
ヨ
ヨ
。
一
〇
ひ
q
δ
σ
Φ
＝
（
鋤
9
妻
餌
訂
Φ
諺
里
山
興
国
暮
ω
酔
Φ
げ
⊆
出
α
q
創
Φ
円
丙
目
圃
匹
（
山
興
器
ヨ
Φ
⇒
＜
Φ
導
二
毛
け
．
げ

　
ぎ
》
『
o
窯
く
注
同
b
ご
の
鋤
q
「
凶
睦
の
ひ
q
①
ω
〇
三
〇
簿
ρ
一
×
”
一
㊤
①
《
℃
や
b
。
ω
も
。
山
お
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ふ
く
た
に
・
し
げ
る
　
京
都
大
学
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学
院
文
学
研
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科
助
教
授
／
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近
世
哲
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史
）
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ン
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mental　states　is　likely　to　be　actively　based　in　the　left　DLPFC　in　HSS．

ロ　の

Uber　den　philosophiegeschichtlichen　Ort　des
　　　　　　　　　　　　　OPus　Postzamum　Kants

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shigeru　FuKUTANI

Associate　Professor　of　the　History　of　Modern　European　Philosophy

　　　　　　　　　　　　　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　In　der　Literatur　tiber　das　OPzts　Postumi・em　lmmanuel　1〈ants　herrscht　weitgehend

Ratlosigkeit．　Die　Aussagen　von　augezeiclmeten　Forscher　sind　kontrar　und　unver－

einbar　（z．　B．　Vittorio　iMathieu，　Reinhardt　Brandt　und　Eckart　Fdrster）．

　　Aber　stimrnen　bisherige　lnterpretationen　darin　tiberein，　daB　das　OPzrs　Postumum

sei　eine　Fortsetzung　der　kritischen　Philosophie　in　ihrem　Fachgebiet　（MetaPlzysdsclze

A7・施η鰐ノ’iinde　deγ　Nat～tn｛ノissenschaft　oder　．1〈γz”読　def’　Urteilskフ’aLfi），　d．　i．　meta－

physica　specialis．　Der　Verfasser　dieses　Aufsatzes　vertritt　dagegen　eine　Ansicht，

da3　das　OP2ts　Postttmum　ist　die　eigentliche　Vollendung　der　1〈ritischen　Philosophie，

d．　i．　metaphysica　generalis．

　　Die　Absicht　dieser　Ausfuhrungen　geht　dahin，　das　OPzts　Postttmu7n　Kants　aus　dem

Gesamtkontext　der　neuzeitlichen　Metaphysikgeschichte　auszulegen　und　auf　diese

VLreise　das，　was　er　fUr　ein　genaueres　Versttindnis　der　1〈antischen　Philosophie

beitragt，　in　seiner　Eigenart　deutlich　werden　zu　lassen．　Aus　diesem　Grunde　cler

Verfasser　versucht　die　Endgestalt　der　kantischen　Philosophie　zu　rekonstruieren，

die　als　synthetische　Metaphysik　auftreten　kdnnen．
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