
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・認
識
論
は
ど
こ
へ
ゆ
く
？

在

と

認

識

論

我
々
が
人
に
何
か
を
教
え
る
と
き
我
々
の
目
の
前
に
存
在
し
て

い
る
の
は
知
識
を
収
納
す
る
器
で
は
な
く
生
き
た
人
間
で
あ
る
。

我
々
の
「教
え
る
」
の
結
果
そ
の
人
間
に
生
じ
る
「知
る
」
は
必

ず
そ
の
人
間
の
「生
き
る
」
の
中
に
置
か
れ
る
。
も
し
我
々
が
同

じ
人
を
あ
る
期
間
教
え
続
け
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
人
の
生
を
「知

る
こ
と
」
を
通
じ
て
変
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
教
師
に
と
っ

て
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
他
方
我
々
が
一人
の
人
間
と
し
て
何
か
を
知
る
場
合

に
も
、
我
々
が
そ
れ
に
気
付
く
か
否
か
に
よ
ら
ず
、
そ
の
一‐知
る
」

が
我
々
の
生
を
ど
の
よ
う
に
変
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す

る
。
更
に
我
々
が
如
何
に
生
き
る
か
に
つ
い
て
を
考
え
る
と
き
、

何
を
ど
の
様
に
知
れ
ば
い
い
の
か
は
避
け
る
こ
と
に
で
き
な
い
問

題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
有
効
に
考
え
る
た
め
に
も

「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
は
必
要

鬼

界

彰

夫

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「知
る
こ
と
」
が
も
た
ら
し
う
る
も
の

（職
、
金
銭
、
名
誉
、
権
力
、
友
人
、
等
）
と
「生
き
る
こ
と
」

の
関
係
で
は
な
く
、
「生
き
る
こ
と
」
の
中
に
「知
る
こ
と
」
そ

の
も
の
が
如
何
に
存
在
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
間
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
は
す
べ
て
の
知
ろ

う
と
す
る
人
、
教
え
よ
う
と
す
る
人
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
問
題
に
つ
い
て
有
効
に
考
え
る
こ
と

は
我
々
に
と
っ
て
困
難
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
よ

り
先
ず
こ
の
問
題
を
扱
う
べ
き
学
問
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
と
い
う
主
題
に
は
次
の
三
つ
の
学
、

あ
る
い
は
学
群
が
関
与
し
て
い
る
‥
「生
き
る
こ
と
」
一般
に
関

す
る
学
と
し
て
の
生
物
学
、
人
間
の
「生
き
る
こ
と
」
に
関
す
る

学
と
し
て
の
倫
理
学
、
認
知
科
学
・哲
学
的
認
識
論
等
「知
る
こ

と
」
に
関
す
る
学
群
と
し
て
の
知
識
学
。
し
か
し
こ
の
い
ず
れ
も

「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
を
固
有
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
「学
問
の
細
分
化
」
が
も
た
ら
す
困
難
で
は
な
い
。
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そ
う
で
あ
る
な
ら
細
分
化
さ
れ
た
諸
学
を
再
統
合
す
れ
ば
い
い
わ

け
だ
が
、
問
題
は
、
我
々
に
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
で
の
こ

れ
ら
二
つ
の
学
（群
）
は
そ
れ
ら
を
一
つ
に
統
合
す
る
こ
と
を
想

像
す
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
位
互
い
に
離
れ
て
い
る
と
い
う
点

に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
考
で
は
、
何
故
生
き
る
こ
と
と
知
る

こ
と
の
関
係
が
我
々
か
ら
遠
ぎ
か
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え

な
が
ら
、
こ
の
関
係
を
我
々
に
と
っ
て
見
え
や
す
く
す
る
一
つ
の

視
点
を
提
示
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
再
提
示
・紹
介
し
て
み
た

い
。

２

結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
、
実
は
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」

を
直
裁
に
扱
っ
た
書
物
が
す
で
に
存
在
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
全
十
巻
で
あ
る
。
改
め
て
言
う
ま
で

も
な
い
が
こ
れ
は
人
間
的
生
に
お
け
る
最
高
善
と
し
て
の
「幸
優

に
関
す
る
書
物
で
あ
り
、
読
者
が
か
か
る
生
を
送
る
た
め
に
そ
れ

が
何
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
第
六
巻
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
理
論
知
（エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）、
制
作
知
（テ
ク
ネ
ー
）、
実

践
知
（プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
）
等
種
々
の
知
識
に
つ
い
て
論
述
し
た
う

え
で
（
一―
一
一章
）、
人
間
的
生
に
お
け
る
「知
る
こ
と
」
の

意
味
を
述
べ
て
い
る
（
〓
一―
一三
章
）。
こ
こ
で
は
生
き
る
こ

と
と
知
る
こ
と
の
関
係
は
極
め
て
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
後
に
論
じ
る
よ
う
に
或
る
観
点
（即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
観
点
）
か
ら
す
れ
ば
人
間
の
生
き
方
に
関
す
る
書
物
の
な
か
に

知
識
に
関
す
る
一巻
が
こ
の
よ
う
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
に
は
明
白
な
必
然
性
が
あ
る
。
し
か
し
勇
気
、
節
制
、
愛
と

い
っ
た
「徳
」
と
並
ん
で
現
代
の
用
語
で
言
え
ば
「科
学
」
や

「技
術
」
に
相
当
す
る
も
の
が
「人
間
の
生
き
方
」
と
言
う
観
点

か
ら
一緒
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
構
成

は
我
々
に
或
る
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
科
学
・技
術
に
関
し
て
我
々
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
倫
理
的
な

論
述
と
は
「そ
れ
ら
を
如
何
に
用
い
る
べ
き
か
」、
「そ
れ
ら
を
所

有
す
る
も
の
は
如
何
に
行
動
す
べ
き
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

専
ら
そ
れ
ら
の
有
用
性
・有
害
性
に
関
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
知
識
の
価
値
と
言
え
ば
通
常
そ
の
有
用
性
の
こ
と

で
あ
り
、
知
識
そ
れ
自
身
は
価
値
的
に
中
立
な
物
と
見
な
さ
れ
て

い
る
。
知
識
と
価
値
（行
為
）
が
分
離
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
述
の
二
つ
の
学
の
統
合
が
極
め
て
考
え
に
く
か
っ
た
理
由
や
、

「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い

る
理
由
が
こ
の
知
識
と
価
値
（行
為
）
の
分
離
と
係
わ
っ
て
い
る

こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
が
こ
こ
で
直

面
し
て
い
る
問
題
を
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
が
別
個
の
問
題
と
混

同
じ
な
い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
知
識
と

行
為
の
分
離
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
「理
論
と
実
践
」
を
媒
介
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し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
伝
統
が
あ
る
Ｊ
そ
こ
で
志
向
さ
れ
て
い

る
の
は
人
間
の
生
の
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
知
識
を
そ
の
元
の

場
所
に
戻
そ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
我
々
の
今
の
関
心

と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
伝
統
に
よ
れ
ば
知
識
が
生

と
再
結
合
さ
れ
る
の
は
知
識
が
人
間
の
社
会
的
実
践
と
い
う
形
を

と
り
、
そ
の
こ
と
の
よ
っ
て
人
間
の
生
を
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
知
識
の
価
値
は
そ
れ
が

行
為
を
通
じ
て
生
に
も
た
ら
す
結
果
に
よ
っ
て
計
ら
れ
、
知
識
そ

れ
自
身
が
生
に
対
し
て
持
つ
価
値
は
そ
も
そ
も
問
題
と
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
こ
こ
で
求
め
て
い
る
も
の
は
「理
論

と
実
践
」
と
い
う
問
題
群
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
我
々
の
直
面
し

て
い
る
問
題
は
知
識
と
行
為
の
分
離
に
直
接
係
わ
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
近
代
の
哲
学
に
お
い
て
知
識
と
い
う
主
題
が
占
め
て

き
た
特
別
な
地
位
に
係
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
知
識
と
行
為
の

分
離
と
は
こ
の
源
泉
か
ら
派
生
す
る
も
う
一
つ
の
結
果
で
あ
る
と

我
々
は
考
え
る
。

デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
近
代
の
哲
学
は
「知
識
」
に
関
す
る
言
説

と
し
て
の
認
識
論
に
「あ
ら
ゆ
る
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
と
論
述

の
基
礎
」
と
い
う
地
位
を
与
え
て
き
た
。
近
代
の
哲
学
に
と
っ
て

知
識
は
す
べ
て
に
先
立
ち
す
べ
て
が
そ
こ
に
根
ざ
す
体
系
上
の
特

別
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
的
始
原
で
あ
る
。
我
々
が
「生

き
る
」
と
い
う
場
で
の
知
識
の
本
来
の
位
置
を
見
い
だ
そ
う
と
す

る
時
に
遭
遇
す
る
困
難
は
知
識
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
大
き
な
役
割

と
深
く
係
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
哲
学
の
始
原
と
い

う
点
に
関
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
我
々
の
間
に
は
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
哲
学
に
お
い
て
近
代
哲
学

の
「知
識
」
が
担
っ
た
よ
う
な
戦
略
的
な
意
味
を
与
え
た
テ
ー
マ

は
「存
在
」
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
や
我
々
に
と
っ
て
の
「第
一

哲
学
」２
が
認
識
論
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ

て
の
そ
れ
は
「存
在
を
存
在
と
し
て
研
究
し
、
ま
た
こ
れ
に
自
体

的
に
属
す
る
も
の
ど
も
を
研
究
す
る
一
つ
の
学
「
、
即
ち
「存
在

論
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
の
直
面
し
て
い
る
困
難
は
認
識
論

に
基
づ
く
哲
学
と
存
在
論
に
基
づ
く
哲
学
の
差
に
結
び
付
い
た
も

の
で
あ
る
。

認
識
論
を
そ
の
基
礎
と
す
る
近
代
哲
学
の
こ
の
在
り
方
を
『哲

学
と
自
然
の
鏡
』４
（
一九
七
七
）
に
お
い
て
体
系
的
に
批
判
し

た
の
が
Ｒ
．
ロ
ー
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
彼
は
単
に
近
代
的
な
哲
学
を

批
判
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
彼
自
身
が
こ
れ
ま
で
実
践
し
て
き
た

そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
の
哲
学
の
廃
絶
を
宣
言
ｏ実
行
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
だ
け
に
彼
の
議
論
と
実
践
は
分
析
哲
学
と
呼
ば
れ
て
き

た
英
米
の
現
代
哲
学
に
修
復
不
可
能
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
我
々
に
と
っ
て
興
味
が
あ
る

の
は
彼
が
も
た
ら
し
た
哲
学
の
変
貌
で
は
な
く
近
代
哲
学
に
対
し
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て
彼
が
下
し
た
診
断
で
あ
る
。

『哲
学
と
自
然
の
鏡
』
で
展
開
さ
れ
て
い
る
ロ
ー
テ
ィ
ー
の
思

想
に
は
二
つ
の
座
標
軸
が
在
る
と
い
っ
て
よ
い
。
一
つ
は
彼
が
デ
ュー

イ
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
も
う
ひ
と

つ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
由
来
す
る
西
洋
哲
学
史
に
関
す
る
或
る
見

方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
者
は
異
な
っ
た
起
源
を
持
ち
な
が
ら
も
あ

る
内
的
な
連
関
を
持
っ
て
い
る
。
ロ
ー
テ
ィ
ー
が
規
定
す
る
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
は
、
認
識
の
確
実
性
や
正
当
化
は
人
間
と
（人

間
か
ら
は
独
立
し
た
）
実
在
と
の
関
係
に
係
わ
る
事
柄
で
は
な
く
、

社
会
的
な
人
間
の
相
互
行
為
に
係
わ
る
事
柄
だ
と
い
う
考
え
で
あ

る
５０
そ
れ
は
量
子
力
学
が
真
で
あ
る
と
は
物
質
が
現
実
に
そ
の

理
論
の
描
く
よ
う
に
在
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実

に
我
々
が
暮
ら
す
社
会
の
手
続
き
・制
度
・慣
習
を
通
じ
て
そ
の

理
論
が
真
と
判
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
他
方

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
由
来
す
る
西
洋
哲
学
史
解
釈
と
は
、
プ
ラ
ト
ン

以
来
西
洋
哲
学
は
視
覚
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
基
づ
い
て
知
識
と
い
う

も
の
を
理
解
し
て
き
た
、
と
い
う
見
解
で
あ
る
６
０
視
覚
メ
タ
フ
ァ
ー

に
基
づ
く
と
は
、
知
る
こ
と
を
何
か
対
象
を
見
る
こ
と
で
あ
る
と
、

あ
る
い
は
実
在
を
自
分
の
心
と
い
う
鏡
に
映
し
だ
す
こ
と
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
流
の
解
釈
が

妥
当
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
テ
イ
ー
が
そ
の
下
に
集
ま
ろ
う

と
し
て
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
マ
ル
ク
ス
に
発
す
る
伝
統
と
並

ん
で
、
視
覚
メ
タ
フ
ァ
ー
に
支
配
さ
れ
て
き
た
西
洋
哲
学
の
伝
統

か
ら
の
大
き
な
離
脱
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
座
標

軸
が
構
成
す
る
平
面
の
上
に
ロ
ー
テ
ィ
ー
は
、
デ
カ
ル
ト
に
始
ま

リ
カ
ン
ト
に
よ
り
完
成
さ
れ
、
更
に
今
世
紀
理
論
実
証
主
義
へ
と

受
け
継
が
れ
て
き
た
近
代
哲
学
の
流
れ
を
「認
識
論
と
し
て
の
哲

学
」
と
し
て
批
判
的
に
位
置
づ
け
る
。
そ
こ
で
ロ
ー
テ
ィ
ー
が
試

み
る
の
は
一切
の
学
の
基
礎
と
し
て
の
認
識
論
と
い
う
近
代
哲
学

の
営
み
そ
の
も
の
の
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
具

体
的
に
は
近
代
の
認
識
論
的
哲
学
を
可
能
と
し
て
き
た
二
つ
の
根

本
的
な
前
提
を
攻
撃
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
攻
撃
の
武

器
と
し
て
ロ
ー
テ
ィ
ー
が
用
い
る
の
が
セ
ラ
ー
ズ
と
ク
ワ
イ
ン
と

い
う
二
人
の
現
代
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
の
業
績
で
あ
る
７
０
セ
ラ
ー

ズ
と
ク
ワ
イ
ン
は
共
に
「認
識
論
と
し
て
の
哲
学
」
の
現
代
版
と

も
言
え
る
分
析
哲
学
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

ヘ
の
大
き
な
傾
斜
を
持
ち
つ
つ
活
動
し
て
き
た
。
ロ
ー
テ
ィ
ー
が

援
用
し
て
い
る
議
論
は
彼
ら
の
多
く
の
業
績
の
中
で
も
最
も
影
響

力
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
或
る
意
味
で
は
分
析
哲
学
と
い
う
伝

統
の
消
滅
を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
ー
テ
ィ
ー
が
攻
撃
す
る
第
一
の
前
提
は
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
精
神
に
と
っ
て
精
神
自
身
の

活
動
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
己
認
識
は
一

切
の
知
識
を
そ
の
う
え
に
築
き
う
る
哲
学
の
絶
対
的
始
原
で
あ
る
。
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か
か
る
精
神
の
自
己
認
識
を
象
徴
す
る
も
の
が
デ
カ
ル
ト
の
「我

思
う
、故
に
、我
在
り
」で
あ
る
。
現
代
の
分
析
哲
学
に
お
い
て
そ

れ
は
各
人
が
自
分
の
生
の
感
覚
の
報
告
に
対
し
て
持
つ
認
識
論
上

の
特
権
的
権
威
と
い
う
姿
で
登
場
す
る
。
セ
ラ
ー
ズ
が
攻
撃
し
た

の
は
自
己
認
識
の
も
つ
こ
の
哲
学
上
の
特
権
的
な
地
位
で
あ
る
‥

彼
は
精
神
の
自
己
認
識
の
形
而
上
学
的
確
実
性
を
「所
与
の
神
話
」

と
呼
ん
だ
。
も
っ
と
も
セ
ラ
ー
ズ
は
我
々
が
持
つ
こ
う
し
た
感
覚

や
体
験
の
存
在
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
れ
ら
に
与
え

ら
れ
た
「無
条
件
に
他
の
知
識
を
基
礎
付
け
る
」
と
い
う
役
割
を

否
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
セ
ラ
ー
ズ
が
展
開
し
た
の
は
、
或

る
体
験
を
知
識
だ
と
し
て
特
徴
付
け
る
と
は
そ
れ
を
記
述
す
る
こ

と
で
は
な
く
言
語
に
媒
介
さ
れ
た
正
当
化
に
関
す
る
論
理
空
間
に

そ
れ
を
位
置
付
け
る
事
だ
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
セ
ラ
ー
ズ
の

こ
の
議
論
は
知
識
と
い
う
も
の
を
言
語
を
介
し
た
社
会
的
な
相
互

行
為
の
中
に
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
ロ
ー
テ
ィ
ー

の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
重
要
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に

そ
れ
は
個
々
の
知
識
の
評
価
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の

で
な
く
言
語
を
介
し
た
他
の
知
識
と
の
関
係
に
よ
る
、
と
い
う
ク

ワ
イ
ン
と
も
共
通
す
る
全
体
主
義
的
知
識
観
を
内
包
し
て
い
る
。

近
代
の
認
識
論
的
哲
学
の
第
二
の
前
提
と
は
カ
ン
ト
に
由
来
し

分
析
哲
学
へ
と
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
直
観
―
概
念
、
総
合
的
―

分
析
的
、
世
界
（対
象
）
―
言
語
（意
味
）
と
い
っ
た
三
分
法
の

哲
学
的
意
味
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
知
識
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
基
礎
付
け
と
い
う
カ
ン
ト
以
来
の
認
識
論
的
哲
学
の
営
み

は
こ
れ
ら
の
三
分
法
を
前
提
と
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
各
対
の
第
一

項
が
経
験
的
に
知
ら
れ
経
験
的
科
学
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で

あ
る
の
に
対
し
、
第
二
項
は
経
験
的
認
識
に
先
立
ち
認
識
を
可
能

と
さ
せ
る
先
験
的
な
枠
組
み
に
係
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
前
提
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
第
二
項
を
分
析
し
す
べ
て
の
知
識
を

基
礎
付
け
る
こ
と
が
哲
学
固
有
の
任
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
第
二
項
の
存
在
こ
そ
カ
ン
ト
以
来
の
認

識
論
を
中
心
と
す
る
職
業
的
哲
学
の
存
在
を
可
能
に
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「経
験
主
義
の
二
つ
の
ド
グ
マ
号
に
お
い
て

ク
ワ
イ
ン
が
認
識
論
的
全
体
主
義
に
基
づ
い
て
展
開
し
た
こ
れ
ら

の
二
分
法
に
対
す
る
攻
撃
は
「認
識
論
と
し
て
の
哲
学
」
の
可
能

性
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
と
い
う
極
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
ｌｏ。
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
は
数
学
や
論

理
学
と
自
然
科
学
の
相
異
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
ア
ポ
ス
テ
リ

オ
リ
な
認
識
、
必
然
的
真
理
と
偶
然
的
真
理
と
い
っ
た
質
的
絶
対

的
な
も
の
で
は
な
く
、
改
訂
可
能
性
に
関
す
る
程
度
の
差
に
過
ぎ

ず
、
そ
れ
ら
は
一体
と
な
り
人
間
の
知
識
を
構
成
し
て
お
り
そ
こ

に
明
確
な
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
カ
ン
ト
流
の
認
識
論
的
哲
学
は
人
間
の
認
識
が
二
つ
の
異

質
な
部
分
に
裁
然
と
分
割
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
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き
た
の
だ
か
ら
、
ま
さ
に
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
は
そ
の
生
命
線
を
ね

ら
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

セ
ラ
ー
ズ
と
ク
ワ
イ
ン
の
重
要
な
、
そ
し
て
余
り
に
も
有
名
な

こ
れ
ら
の
議
論
に
対
す
る
評
価
は
こ
こ
で
は
控
え
よ
う
。
し
か
し

彼
ら
の
議
論
と
は
別
の
根
拠
か
ら
、
そ
れ
ら
が
確
立
し
よ
う
と
し

た
結
論
の
妥
当
性
を
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
彼
ら
が
導
き

だ
し
た
結
論
と
は
認
識
の
哲
学
的
研
究
は
「無
条
件
に
他
を
基
礎

付
け
る
」
と
い
う
特
権
的
な
地
位
を
持
た
な
い
し
持
つ
必
要
も
な

い
と
い
う
事
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
結
論
を
知
識
の
健
全
化
と
し

て
歓
迎
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。と
い
う
の
も
近
代
哲
学
の
「知
識

に
関
す
る
基
礎
学
」
と
い
う
自
己
イ
メ
ー
ジ
は
知
識
を
生
と
い
う

そ
の
本
来
の
居
場
所
か
ら
は
ぎ
取
り
、
そ
の
本
性
と
は
無
縁
な
た

だ
晴
れ
が
ま
し
い
ば
か
り
の
場
所
に
無
理
に
据
え
付
け
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
知
識
は
次
第
に
生
気
を
失
い
自
分
の
位
置

す
ら
見
失
う
ま
で
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
の
哲
学
と
は
知
識

か
ら
血
液
を
抜
き
取
る
死
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
、

し
か
し
な
が
ら
ク
ワ
イ
ン
ー
ロ
ー
テ
イ
ー
的
な
哲
学
の
終
焉
に
よ
っ

て
哲
学
に
起
因
す
る
「知
識
」
を
巡
る
全
て
の
問
題
が
解
決
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
知
識
に
取
り
付
い
た
哲
学
に
由
来
す

る
亡
霊
が
、
「基
礎
学
と
し
て
の
哲
学
」
と
い
う
哲
学
像
が
解
体

し
て
し
ま
っ
た
今
も
尚
「存
在
」
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「生

き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係
が
我
々
に
見
え
に
く
い
と
い
う

の
は
こ
の
亡
霊
の
「存
在
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
我
々
が
な
す
べ
き
な
の
は
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
哲
学
に
も

う
一度
死
の
宣
告
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
必
要
な
の
は
認
識
論

的
哲
学
が
我
々
の
知
識
に
残
し
た
負
の
遺
産
、
す
な
わ
ち
知
識
に

染
み
付
い
た
死
臭
の
根
源
を
探
り
出
し
取
り
除
く
こ
と
で
あ
る
。

認
識
論
を
中
心
と
す
る
近
代
哲
学
に
対
す
る
ロ
ー
テ
ィ
ー
の
診

断
が
正
し
い
と
し
て
、
彼
の
議
論
全
体
は
我
々
に
ど
の
よ
う
な
道

を
示
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「認
識
論
と
し
て
の
哲
学
」
に

対
し
て
彼
が
示
す
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ

る
。
し
か
し
す
で
に
「理
論
と
実
践
」
に
関
し
て
述
べ
た
の
と
同

様
の
理
由
で
我
々
は
こ
の
道
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
ー

の
プ
ラ
グ
マ
デ
ィ
ズ
ム
は
「知
識
」
を
「社
会
的
な
正
当
化
の
手

続
き
を
経
て
信
ず
る
べ
き
も
の
と
認
定
さ
れ
た
も
の
」
と
同
一視

す
る
。
そ
し
て
こ
の
手
続
き
を
ロ
ー
テ
ィ
ー
は
漠
然
と
「対
話
」

と
呼
ぶ
が
そ
れ
は
現
実
に
は
熾
烈
な
「論
争
」
に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て
ロ
ー
テ
ィ
ー
自
身
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
拡
張
す
る
な
ら
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
ヘ
の
移
行
と
は
「見
る
こ
と
と
し
て
の
知
識
」
か

ら
「論
破
し
説
得
す
る
こ
と
し
て
の
知
識
」
へ
の
移
行
と
い
っ
て

い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
知
識
に
と
っ
て
は
も
う
一
つ
の
死

へ
の
道
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
生
へ
の
道
に
見
え
る
の
は
、
合

理
性
と
真
理
の
差
異
、
信
じ
る
こ
と
と
知
る
こ
と
の
差
異
に
目
を

つ
ぶ
る
者
に
と
っ
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
「も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と
」
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を
人
間
は
信
じ
易
い
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
人
に
何
か
を
信
じ
さ
せ

よ
う
よ
す
る
と
き
も
っ
と
も
ら
し
い
話
を
す
る
。
し
か
し
も
っ
と

も
ら
し
い
話
の
或
る
も
の
は
真
実
だ
が
、
或
る
も
の
は
真
実
で
は

な
い
。
そ
れ
は
詐
欺
と
い
う
悪
が
存
在
し
う
る
た
め
で
は
な
く
、

い
か
な
る
場
合
に
も
人
間
は
邪
悪
な
意
図
な
く
も
っ
と
も
ら
し
い

話
や
説
明
を
造
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「最
良
の
諸
盟

と
い
う
も
の
は
そ
れ
自
身
で
は
真
理
へ
の
道
標
と
し
て
の
価
値
を

持
た
な
い
。
他
方
真
理
の
描
写
が
常
に
「も
っ
と
も
ら
し
い
」
と

は
限
ら
な
い
。
と
り
わ
け
予
め
我
々
が
知
っ
て
い
る
こ
と
が
限
ら

れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
。
自
分
の
知
る
真
実
を
あ
り
の

ま
ま
に
語
る
人
間
が
常
に
信
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
合
理
性

と
真
理
、
信
じ
る
こ
と
と
知
る
こ
と
は
全
く
異
な
っ
た
領
域
に
存

在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
同
一視
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
イ
ズ
ム

と
は
真
理
と
知
識
を
入
と
人
の
間
の
対
話
と
論
争
に
解
消
す
る
事

で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
、
見
る
こ
と
よ
り
も
話
し
言
い
負
か
す
こ

と
を
好
む
人
間
を
産
み
出
す
に
過
ぎ
な
い
。

と
す
れ
ば
近
代
哲
学
に
対
す
る
ロ
ー
テ
ィ
ー
の
批
判
的
な
議
論

は
そ
の
妥
当
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
「哲
学
を
や
め
よ
」、
「認
識
論

を
や
め
よ
」
と
い
う
す
で
に
無
用
と
な
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
以
外
に

は
我
々
に
伝
え
る
こ
と
を
持
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に

考
え
る
人
も
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
私
は
別
の
可
能
性
が
見
い
だ

せ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
ロ
ー
テ
ィ
ー
の
議
論
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
認
識
論
的
近
代
哲
学
そ
の
も
の
で

は
な
く
そ
れ
を
一
つ
の
種
と
し
て
含
む
類
で
あ
る
と
い
う
可
能
性

で
あ
る
。
そ
の
場
合
こ
の
「類
」
と
は
非
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲

学
、
即
ち
知
識
に
固
有
の
存
在
を
認
め
る
哲
学
の
総
体
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
ー
が
根
本
的
な
二
者
択
一を
迫
っ
て
い

る
次
の
一節
は
、
種
と
し
て
の
近
代
哲
学
と
類
と
し
て
の
非
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
哲
学
の
二
重
性
が
ロ
ー
テ
ィ
ー
に
は
全
く
知
ら
れ

な
い
ま
ま
に
姿
を
現
し
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
間
は
、
結
局
次
の
よ
う
な
間
に
帰
着
す
る
―

我
々
は
「人
間
の
知
識
の
本
性
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
、
人

間
の
相
互
行
為
の
特
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
研
究
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
は
存
在
論

的
な
基
礎
付
け
（人
間
存
在
に
つ
い
て
の
特
殊
哲
学
的
な
語

り
方
を
含
む
）
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
か
。
我
々
は
「Ｓ

は
ｐ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
・
・
・と
い
う
命
題
を
、

Ｓ
の
報
告
が
彼
の
仲
間
の
間
で
持
っ
て
い
る
地
位
に
つ
い
て

の
べ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
主
観
と
客

観
と
の
間
の
関
係
、
す
な
わ
ち
自
然
と
そ
の
鏡
と
の
間
の
関

係
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
な
の
か
。１２

こ
こ
で
ロ
ー
テ
ィ
ー
は
二
つ
の
選
択
肢
を
繰
り
返
し
三
度
に
わ
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た
っ
て
提
示
し
て
い
る
。
三
度
目
の
そ
れ
で
は
明
ら
か
に
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
と
近
代
の
認
識
論
的
哲
学
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
「主
観
」、「客
観
テ
』は
認
識
論
的
哲
学
固
有
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

だ
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
最
初
の
そ
れ
で
は
第
二
の
選
択
肢
が
異

な
っ
た
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。そ
こ
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
「知
識
の
本
性
の
研
究
に
当
た
っ
て
存

在
論
的
な
基
礎
付
け
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
哲
学
」で
あ
る
１３
ｏ

こ
の
「存
在
論
的
基
礎
付
け
」
と
い
う
言
葉
を
そ
の
本
来
の
意

味
に
解
釈
す
る
な
ら
そ
れ
は
「諸
存
在
の
中
に
い
か
に
知
識
と
い

う
存
在
を
位
置
づ
け
る
か
」
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
そ
こ
に
は
様
々
な
可
能
性
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
近
代

の
認
識
論
的
哲
学
が
採
用
し
た
知
識
の
存
在
論
的
位
置
づ
け
は
そ

の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
我
々
の
前
に
現
わ
れ
た
知
識
の
存
在
論
的
位
置
づ
け

と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
我
々
の
問
題
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
近
代
哲
学
固
有
の
知
識
の
存
在
論
的
位
置
づ
け
と
は

何
か
、
そ
れ
は
何
故
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係
を
見

え
に
く
く
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な

「知
識
の
存
在
論
的
位
置
づ
け
」
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
改
め
て

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

我
々
は
知
識
が
近
代
哲
学
の
絶
対
的
始
原
で
あ
る
と
述
べ
た
。

こ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
に
先
だ
っ
て
最
も
確
実
に
知
ら
れ
る
も
の

が
知
識
自
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
哲
学
に

お
け
る
知
識
の
認
識
論
上
の
位
置
を
述
べ
て
は
い
る
が
、
そ
の
存

在
論
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
近

代
の
認
識
論
的
哲
学
が
諸
存
在
の
中
の
ど
こ
に
知
識
を
位
置
づ
け

た
の
か
を
改
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「存
在
」
と
い

う
も
の
が
近
代
の
認
識
論
的
哲
学
の
体
系
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
き
た
の
か
を
問
う
事
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
の
形
而

上
学
に
お
け
る
知
識
の
存
在
論
上
の
位
置
を
探
る
こ
と
に
し
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
そ
の
形
而
上
学
を
根
源
的
な
懐
疑
か
ら
始
め
る
、

す
な
わ
ち
「少
し
で
も
不
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
」１４

を
疑
う
こ
と
か
ら
彼
の
哲
学
的
思
考
が
始
ま
る
の
だ
が
、
こ
の

「す
べ
て
の
も
の
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
は
、
今
迄

自
分
が
真
だ
と
見
な
し
て
き
た
諸
命
題
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
は
「２
＋
３
＝
５
」
と
い
っ
た

命
題
さ
え
も
そ
れ
が
偽
で
は
な
い
か
と
疑
お
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
真
に
根
底
的
な
懐
疑
と
は
こ
れ
ま
で
信
じ
て
き
た
命
題
が

偽
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
疑
う
こ
と
に
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
は
存
在
そ
の
も
の
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
デ
カ
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ル
ト
は
「神
は
、
大
地
も
、
天
空
も
、
延
長
す
る
事
物
も
、
形
状

も
、
大
き
さ
も
、
場
所
も
、
全
く
何
一
つ
と
し
て
存
在
し
な
い
よ

う
に
、そ
れ
で
い
て
そ
れ
ら
す
べ
て
が
、現
在
と
た
が
う
事
な
く
存

在
し
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
」１５

と
い
う
疑
い
を
抱
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
地
球
や
太
陽
と

い
っ
た
個
々
の
存
在
者
に
つ
い
て
そ
れ
が
本
当
は
存
在
し
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
と
疑
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「物
体
」、
フ
と
、

「大
き
さ
」、
「場
所
」
と
い
っ
た
存
在
の
類
そ
の
も
の
実
在
性
を

疑
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
と
は
、
そ
れ
ら
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
各
々
に
つ
い
て
そ
れ
に
属
す
る
或
る
も
の
が
存
在
す

る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な

い
こ
と
が
ど
う
違
う
の
か
を
自
分
が
果
た
し
て
知
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
と
い
う
疑
い
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「物
体
」
と
い
う
も

の
が
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
知
る
者
は
、
ど
の
物
体

が
本
当
に
存
在
し
ど
れ
が
存
在
し
な
い
の
が
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
存
在
を
疑
う
と
は
、
何
か
が
存
在
す

る
と
い
う
い
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
自
分
は
何
も
知
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
い
な
の
で
あ
る
。

か
か
る
疑
い
を
形
而
上
学
の
起
点
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
々

の
存
在
の
意
味
を
一旦
白
紙
に
解
消
し
何
か
は
っ
き
り
し
た
源
泉

か
ら
改
め
て
存
在
の
意
味
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
根
源
的
な
懐
疑
に
始
ま
る
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
は
一

見
す
る
と
認
識
の
原
理
に
関
す
る
学
説
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
認
識

論
の
様
に
見
え
る
が
、
実
は
認
識
の
諸
原
理
を
確
立
す
る
と
同
時

に
存
在
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
複
雑
な
過
程
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
デ
カ
ル
ト
は
我
々
に
最
も
確
実
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
何
か
に

つ
い
て
語
り
な
が
ら
同
時
に
「存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」、

「何
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
存
在
す
る
の
か
」
を
示
し
て
ゆ
く
。

デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
と
は
認
識
論
の
背
後
か
ら
密
か
に
存
在
論

を
導
入
す
る
過
程
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
微
妙
な
過
程
に
関

し
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
「存
在
」
と
、
何
か
に
つ
い

て
そ
の
何
か
が
「存
在
す
る
」
と
い
う
風
に
述
べ
ら
れ
る
「存
在
」

を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
我
々
が
デ
カ
ル
ト
の
存
在
論

を
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
た
だ
後
者
か
ら
の
み
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
お
け
る
存
在
論
と
は
語
ら

れ
ず
た
だ
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
存
在
論
で
あ
り
、
存
在
観
ど
言
っ

た
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
前
者
は
一見
す
る
と
デ
カ
ル
ト
が
自
ら
の
存
在
論
を

伝
統
的
な
用
語
を
用
い
て
主
題
的
に
語
っ
て
い
る
過
程
の
ご
と
く

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
用
語
と
は
「実
体
」、
「属
性
」、

「様
態
」
と
い
っ
た
遠
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
発
し
中
世
哲
学
か

ら
受
け
継
が
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
主
と
し
て
神
を
巡
る
議

論
に
お
い
て
導
入
さ
れ
る
１６
０
確
か
に
そ
れ
ら
は
「実
体
に
は
神
、

精
神
、
物
体
の
三
つ
が
あ
る
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
用
い
ら
れ
、
デ
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カ
ル
ト
の
存
在
論
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
そ

こ
で
語
ら
れ
る
の
は
種
々
の
存
在
の
間
の
形
式
的
な
関
係
に
過
ぎ

ず
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
意
味
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
神
、
精
神
、
物
体
と
い
っ
た
二
つ
の
実
体
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
そ
れ
が
「存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
と
き
そ
れ
が
何
を
意

味
す
る
の
か
は
こ
う
し
た
用
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
は
さ
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
「実
体
と
は
、
存
在
す
る
た
め
に
他
の
い
か
な
る
も

の
を
も
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
存
在
す
る
も
の
」１７
と

定
義
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
「他
の
も
の
を
必
要
と
せ
ず
に
存
在
す

る
」
と
言
わ
れ
る
も
の
に
と
っ
て
存
在
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
が
示
さ
れ
な
い
た
め
、
「実
体
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
の

「存
在
す
る
こ
と
」
の
意
味
に
つ
い
て
我
々
は
何
も
知
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
端
的
に
言
え
ば
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
デ
カ
ル
ト

の
思
想
に
内
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
固
有
の
存

在
観
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
時
に
こ
れ
ら
の
存
在
論

上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
来
の
意
味
、
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
お
け
る
意
味
を
デ
カ
ル
ト
が
理
解
す
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
形
而
上
学
で
認
識
論
を
公
然
と
語
る
一方
で
、
デ
カ
ル
ト

は
「あ
る
」、
「存
在
す
る
」
と
い
う
表
現
を
様
々
な
存
在
者
に
つ

い
て
繰
り
返
し
用
い
る
こ
と
に
よ
り
「存
在
」
の
様
々
な
意
味
を

編
み
上
げ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
の
存
在
論
は
徐
々
に
そ

の
姿
を
現
す
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
「あ
る
」
の
種
々
の
意
味

は
最
終
的
に
、
０
「思
惟
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「存
在
す
る

こ
と
」、
②
「思
惟
す
る
存
在
者
の
内
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
」

と
い
う
意
味
で
の
「存
在
す
る
こ
と
」、
０
以
上
二
つ
の
意
味
で

存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
存
在
者
に
対
し
て
「
・
・
ｏ
の
原
因
で
あ

る
」
又
は
「
・
・
・
に
似
て
い
る
」
と
い
う
関
係
を
持
つ
と
い
う

意
味
で
の
「存
在
す
る
こ
と
」、
の
二
つ
へ
と
収
敷
し
て
ゆ
く
。

①
の
意
味
で
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
精
神
あ
る
い
は
そ

の
活
動
と
し
て
の
思
惟
（感
覚
、
意
志
を
含
む
）
で
あ
る
。
精
神

に
と
っ
て
存
在
す
る
と
は
思
惟
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の

よ
う
に
規
定
さ
れ
る
限
り
で
の
精
神
と
は
活
動
で
あ
り
、
し
か
も

そ
の
対
象
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
活
動
で
あ
る
。
し
か
し
デ

カ
ル
ト
の
存
在
論
に
お
け
る
精
神
は
同
時
に
場
所
と
し
て
の
性
格

も
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
精
神
は
そ
れ
に
つ
い
て
「
・
ｏ
ｏ
の

う
ち
に
観
念
が
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
存
在
で
も
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
活
動
と
場
所
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
併
せ
持

つ
デ
カ
ル
ト
の
精
神
は
他
の
一切
の
存
在
の
意
味
が
そ
れ
の
存
在

と
の
関
係
か
ら
派
生
す
る
と
い
う
意
味
で
デ
カ
ル
ト
存
在
論
２
列

本
存
在
‐８
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

存
在
論
で
個
体
実
体
が
担
っ
た
役
割
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
の
意
味
で
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
も
の
は
「観
念
」
の
名
で

呼
ば
れ
る
。
「精
神
の
内
で
出
会
わ
れ
る
」
と
は
「対
象
と
し
て
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精
神
の
活
動
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
内
剛
剤
劉
ご
呼
べ
る
だ
ろ
う
。
内
的
存
在
は
基
本
存
在

と
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
関
係
存

在
で
あ
る
。
③
の
意
味
で
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
は
神
と
物

体
で
あ
る
。
神
は
精
神
の
存
在
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

物
体
は
（延
長
の
）
観
念
に
似
て
お
り
同
時
に
精
神
の
様
々
な
観

念
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
存
在
す
る
と
い
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
デ
カ
ル
ト
自
身
が
語
る
存
在
論
に
お
い
て
神
は
単
な
る
精
神

の
存
在
の
原
因
で
は
な
く
、
物
体
も
観
念
と
の
関
係
に
お
い
て
の

み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
存
在
の
一切
の
意
味
を
棄

却
し
、
自
己
の
思
惟
作
用
の
実
在
の
確
実
性
か
ら
す
べ
て
の
存
在

の
意
味
を
導
こ
う
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
密
か
な
手
続
き
に
忠
実
で

あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
お
け
る
神
と
物
体

の
存
在
の
意
味
が
精
神
の
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
存
在
配
置
に
あ
っ

て
「知
る
こ
と
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
場
所
は
思
惟
活
動
を

お
い
て
は
な
い
。
し
か
も
思
惟
活
動
の
様
々
な
様
態
の
中
で
「知

る
」
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
中
核
を
占
め
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
お
け
る
知
識
の
存
在
論
的
位
置

は
「基
本
存
在
の
中
核
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
存
在
論

的
な
配
置
に
あ
っ
て
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
と
い
う
問
題

は
一種
転
倒
し
た
姿
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
元
々
我
々
は
こ
の

問
題
を
生
き
る
こ
と
の
中
に
い
か
に
知
る
こ
と
が
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
し

今
「知
る
こ
と
」
が
基
本
存
在
で
あ
り
他
の
一切
の
存
在
が
そ
れ

と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
「あ
る
」
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
問
題
は
い
か
に
し
て
知
る
こ
と
に
対
し
て
生
き
る
こ
と
を
位
置

づ
け
る
か
と
い
う
形
を
取
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の

存
在
論
の
ど
こ
に
「生
き
る
」
は
配
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「生

き
る
」
は
一種
の
活
動
で
あ
る
か
ら
占
め
る
べ
き
位
置
は
思
惟
活

動
の
そ
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「生
き
る
」
が
人
間
と

あ
ら
ゆ
る
生
き
る
存
在
に
共
通
の
活
動
で
あ
る
の
に
対
し
思
惟
活

動
は
人
間
と
他
の
生
物
を
隔
て
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ

て
そ
れ
を
思
惟
活
動
の
一部
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
デ
カ
ル

ト
の
存
在
配
置
に
は
或
る
種
の
人
間
中
心
主
義
が
込
め
ら
れ
て
お

り
そ
れ
が
「生
き
る
」
を
そ
れ
が
入
り
う
る
唯
一
の
場
所
で
あ
る

基
本
存
在
か
ら
排
除
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
デ
カ
ル
ト
的
な
存
在
配
置
の
持
つ
第
一
の
問
題
点
が
あ

る
。
そ
も
そ
も
懐
疑
を
決
意
し
自
己
と
向
き
合
っ
た
デ
カ
ル
ト
が

出
会
っ
た
活
動
は
本
当
に
「思
う
」
だ
っ
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
「生
き
る
」
あ
る
い
は
「生
き
て
い
る
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
あ
る
い
は
生
き
る
こ
と
の
一
つ
の
形
と
し
て
の
「思
う
」

で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
「生
き
る
」
か
ら
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「我
あ
り
」
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
デ

カ
ル
ト
の
存
在
配
置
の
み
な
ら
す
「思
惟
」、
「精
神
」、
「理
性
」

と
い
っ
た
知
的
存
在
・活
動
を
基
本
存
在
と
す
る
す
べ
て
の
存
在

配
置
に
対
し
て
常
に
抱
か
ぎ
る
を
得
な
い
疑
間
で
あ
る
。
そ
れ
は

そ
も
そ
も
「理
性
」
と
そ
の
活
動
は
生
き
る
こ
と
な
く
存
在
し
う

る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

コ
イ

ト

「我
思
う
、
故
に
、
我
あ
り
」
が
意
味
す
る
の
は
、
「思
う
」

こ
と
が
「あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
最
も
本
源
的
な
意
味
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
意
味
を
与
え
る
デ
カ
ル
ト

の
存
在
論
の
第
一原
理
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
は
生
き
も
の
の
一

種
で
あ
り
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
生
き
る
と
い
う
活
動
の
一形

態
で
あ
り
「考
え
る
」
こ
と
も
例
外
で
は
な
い
。
我
々
の
存
在
の

源
泉
は
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
在
る
と
は
生
き
る

こ
と
で
あ
る
。
仮
に
「我
思
う
、
故
に
、
我
あ
り
」
だ
と
し
て
も

そ
れ
は
「思
う
」
こ
と
が
「生
き
る
」
こ
と
の
一形
態
で
あ
る
か

ら
に
過
ぎ
な
い
。
孤
立
し
た
「思
う
」
が
、
即
ち
「生
き
る
」
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
「思
う
」
が
「あ
る
」
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る

と
こ
と
に
デ
カ
ル
ト
の
存
在
論
に
お
け
る
「生
き
る
」
と
「知
る
」

の
転
倒
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
我
々
が
引
き
継
い
で
い
る
第

一
の
負
の
遺
産
な
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
的
な
存
在
配
置
の
第
二
の
問
題
点
は
そ
れ
が
単
一
の

活
動
を
基
本
存
在
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
上
で
述
べ
た
知
性

に
偏
重
し
た
存
在
配
置
の
問
題
は
「思
う
」
を
「生
き
る
」
に
置

き
換
え
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「生
き

る
」
と
い
う
活
動
は
生
き
物
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
生
き
物

の
基
本
的
な
あ
り
方
と
は
多
数
性
と
分
散
性
で
あ
る
、
す
な
わ
ち

つ
ね
に
多
数
の
生
き
物
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
と
い

う
の
が
生
き
物
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
存
在

論
に
お
い
て
何
か
単
一の
存
在
も
し
く
は
活
動
が
基
本
存
在
と
な

り
、
「あ
る
」
こ
と
の
一切
の
意
味
が
そ
の
存
在
と
の
関
係
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
生
き
物
の
あ
り
方
と
大
き
く
食
い
違

う
も
の
な
の
で
あ
る
。
或
る
生
き
物
が
存
在
す
る
と
は
、
そ
れ
が

何
か
単
一
の
生
き
た
存
在
の
源
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
こ
の
単
一
の
存
在
と
い
う
の
が
一個
の
個
体
で
あ
れ
、

一
つ
の
群
れ
や
種
で
あ
れ
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
単
中
心

的
存
在
論
は
生
き
物
と
「生
き
る
」
こ
と
の
姿
を
ゆ
が
め
る
も
の

で
あ
る
。

以
上
の
分
析
が
我
々
の
当
面
の
問
題
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
有
効

か
は
、
デ
カ
ル
ト
的
な
知
識
の
存
在
論
的
位
置
が
ど
れ
だ
け
近
代

の
認
識
論
的
哲
学
全
体
に
妥
当
し
、
ど
れ
ほ
ど
我
々
に
遺
産
と
し

て
受
け
継
が
れ
て
い
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
こ
た

え
る
際
に
我
々
が
何
よ
り
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
過

度
の
単
純
化
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
い
て
そ
の
知
識
の

存
在
論
的
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
も
し
ロ
ー
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テ
ィ
ー
が
示
し
た
哲
学
史
的
議
論
が
或
る
程
度
の
妥
当
性
を
持
つ

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
た
知
識

の
存
在
論
的
位
置
が
な
ん
ら
か
の
形
で
我
々
に
ま
で
手
渡
さ
れ
て

き
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関
係

を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
と
想
定
し
て
も
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
か
か
る
想
定
を
し
た
う
え
で
、
ア

リ
ス
テ
テ
レ
ス
に
よ
る
知
識
の
存
在
論
的
配
置
の
我
々
に
と
っ
て

の
意
味
を
探
る
べ
く
も
う
一度
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
戻
る

こ
と
に
し
よ
う
。４

先
に
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
対
し
て
我
々
が
抱
い
た
当
惑

は
今
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
書
物
で
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
幸
福
な
人
間
的
生
の
た
め
に
必
要
な
種
々
の
徳
目
を
列

挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
勇
気
、
節

制
、
正
義
、
愛
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
ら
に
混
じ
っ
て
種
々

の
知
識
や
認
識
作
用
も
幸
福
の
実
現
の
た
め
に
必
要
な
一種
の
徳

と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
我
々
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
勇

気
と
知
識
の
間
に
は
存
在
論
上
の
決
定
的
な
差
が
存
在
す
る
。
勇

気
と
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
人
間
の
生
と
結
び
付
い
て
お
り
、
人

間
の
生
と
切
り
離
さ
れ
た
勇
気
そ
の
も
の
と
い
っ
た
も
の
は
意
味

が
な
い
し
存
在
し
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
知
識
、
よ
り
正
確
に

言
え
ば
認
識
作
用
は
そ
れ
を
通
じ
て
一切
の
学
が
打
ち
立
て
ら
れ

る
べ
き
土
台
で
あ
る
。
知
識
は
何
よ
り
も
先
ず
真
理
と
そ
の
把
握

と
の
関
係
に
お
い
て
意
味
を
持
ち
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
人
間
の
幸
福
と
い
う
観
点
か
ら
知
識
や
認
識
作
用
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
応
用
に
過
ぎ
ず
そ
れ
自
身
の
本
性

に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
の
よ
う
な
構
成
を
持
つ
書
物
は
哲
学
の
書
と
い
う
よ
り
は

「い
か
に
生
き
る
べ
き
か
」
と
い
う
目
的
の
た
め
に
様
々
な
分
野

の
知
見
を
寄
せ
集
め
た
実
用
書
で
は
な
い
の
か
と
い
う
不
信
感
が

生
ず
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
的
配
置
を
無
視
し
て
『ニ

コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
眺
め
れ
ば
こ
の
よ
う
に
映
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
こ
の
書
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
と
深
く
結
び
付

い
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
現
に
あ
る
よ
う
な
構
成
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「勇
気
」
と
「知
識
」
が
同
時
に
倫
理

学
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
ら
が
と
も
に
「性
向

（ヘ
ク
シ
ス
と
‐９
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
同
じ
存
在
の
類
に
属
し
、

し
か
も
存
在
論
上
の
価
値
を
持
つ
「器
量
（ア
レ
テ
ー
と
２０と
呼

ば
れ
る
特
別
な
種
類
の
性
向
（ヘ
ク
シ
ス
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
性

向
（ヘ
ク
シ
ス
）
は
そ
れ
自
身
で
独
立
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な

く
最
も
根
源
的
な
意
味
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
実
体
に
宿
る
諸

存
在
の
一
つ
で
あ
る
。
性
向
を
宿
す
よ
う
な
実
体
が
魂
（ピ
ュ
シ
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ケ
ー
）２‐
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
魂
と
は
生
き
物
が
生
き
物
と
し
て

存
在
す
る
（＝
生
き
る
）
た
め
の
原
理
と
し
て
の
完
成
さ
れ
た
能

力
（エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
ヽ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
勇
気
と
知
識
と

い
う
我
々
に
と
っ
て
は
異
質
な
存
在
が
生
き
物
の
魂
を
介
し
て
結

合
さ
れ
る
と
共
に
諸
存
在
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た

諸
存
在
の
配
置
に
対
応
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
」、
『霊
魂
論
』、
『形
而
上
学
』
（Ｚ
巻
、
Ｈ
巻
、
θ
巻
）

と
い
う
相
互
に
密
接
に
関
連
し
た
書
物
を
著
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
現
代
で
い
う
倫
理
学
、
生
物
学
＋
心
理
学
、
哲
学
的
存

在
論
、
に
対
応
す
る
が
、
我
々
に
と
っ
て
は
全
く
分
裂
し
て
い
る

こ
れ
ら
の
学
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
一
つ
の
連
続
体
を

構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
学

が
「認
識
論
」
と
い
う
方
法
論
上
の
共
通
の
土
台
の
上
に
建
て
ら

れ
な
が
ら
も
内
容
的
結
び
付
き
を
欠
く
の
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
存
在
論
と
い
う
共
通
の
背
景
を
持
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

我
々
に
と
っ
て
極
め
て
示
唆
的
な
の
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
い
ず

れ
も
知
識
そ
れ
自
身
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

知
識
と
い
う
テ
ー
マ
は
そ
の
存
在
論
上
の
位
置
に
応
じ
て
こ
れ
ら

の
三
書
の
各
所
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
知
識
論
の

学
に
お
け
る
配
置
そ
の
も
の
が
諸
存
在
に
お
け
る
知
識
の
位
置
を

一不
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
一方
・で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
知

識
を
主
題
化
し
た
書
物
、
我
々
の
用
語
で
認
識
論
と
呼
び
う
る
よ

う
な
書
物
を
著
し
て
い
る
。
そ
れ
が
『分
析
論
後
書
』
で
あ
る
。

し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
学
の
な
か
で
の
こ
の
書
物
の
意
味

は
「
一切
の
学
を
基
礎
付
け
る
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ

の
書
物
は
「
一コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
で
列
挙
さ
れ
た
い
く

つ
も
の
知
識
の
一種
で
あ
る
論
証
的
知
識
（エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）

に
関
し
て
そ
れ
が
何
で
あ
り
そ
れ
を
う
る
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば

い
い
か
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
の
日
か
ら
見
れ
ば
そ
れ

は
一種
の
「科
学
方
法
論
」
で
あ
り
、
他
を
基
礎
付
け
る
学
の
様

に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
知
識
の
存
在
、
す
な
わ
ち
存
在

の
中
の
知
識
の
位
置
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
い
く
つ
も

あ
る
知
識
の
中
の
一
つ
を
別
個
に
論
じ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
或
る

意
味
で
は
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
の
小
さ
な
一章
（第

五
章
）
に
対
す
る
膨
大
な
注
釈
な
の
で
あ
る
２３
ｏ

こ
う
し
た
存
在
論
上
の
諸
配
置
の
中
に
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

を
も
う
一度
置
き
直
し
て
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
に
つ
い

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
何
を
述
べ
よ
う
と
し
た
の
か
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
論
考
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
一コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
は
「ど
の
よ
う
な
術
も
ど
の
よ
う
な

論
究
も
、
行
為
も
選
択
も
み
な
同
じ
よ
う
に
、
或
る
ひ
と
つ
の
善

い
も
の
を
目
ざ
ｔ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」
２４
と
い
う
有
名
な
一

節
に
始
ま
る
。
あ
ら
ゆ
る
実
践
的
学
に
は
目
的
と
し
て
目
指
さ
れ
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る
固
有
の
善
が
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
識
観
が
こ
う

し
て
冒
頭
で
提
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
様
々
な
善
の
或
る
も
の
は

他
の
善
を
実
現
す
る
た
め
に
目
指
さ
れ
る
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て

の
善
の
中
に
は
或
る
序
列
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
序
列
の
最
高
位

に
位
置
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
他
の
全
て
の
善
が
そ
れ
の
実
現
の

た
め
に
目
指
さ
れ
る
の
に
対
し
て
そ
れ
自
身
は
た
だ
そ
れ
自
身
の

た
め
に
の
み
目
指
さ
れ
る
よ
う
な
善
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
人
間
的
最
高
善
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「幸
福
」
と
呼
ぶ
。

そ
し
て
幸
福
を
目
的
と
す
る
の
が
政
治
術
で
あ
り
、
「倫
理
学
」

と
は
個
人
の
行
為
に
か
か
わ
る
そ
の
基
礎
分
野
で
あ
る
。
存
在
論

的
立
場
か
ら
こ
の
「幸
福
」
が
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
の
が

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
第
一巻
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
い
て
「生
き
る
こ
と
と
知
る
こ
と
」
の
関

係
と
い
う
我
々
の
関
心
に
と
っ
て
最
も
係
わ
り
の
あ
る
の
は
第
六

巻
と
並
ん
で
こ
の
第
一巻
な
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一巻
で
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
「幸
福
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
際
の
指

導
的
思
想
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「だ
が
最
高
善
を
幸
福
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
万
人

の
意
見
の
一致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
、
そ
れ
が

何
で
あ
る
か
を
も
っ
と
は
っ
き
り
述
べ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
人
間
の
働
き
（エ
ル
ゴ
ン
）
の
な
に
で
あ
る

か
が
把
握
さ
れ
れ
ば
お
そ
ら
く
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
笛
吹
き
や
彫
像
作
り
や
す
べ
て
の
職
人
に
お
い
て
は
、

ま
た
一般
に
或
る
働
き
や
行
為
を
も
つ
人
に
お
い
て
は
、
そ

の
「善
さ
」や
「う
ま
さ
」は
そ
の
働
き
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
人
間
に
お
い
て
も
、
も
し
も
人
間
が
或
る
働
き

を
も
つ
か
ぎ
り
こ
れ
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。」２５

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
根
本
思
想
を
我
々
に
と
っ
て

極
め
て
誤
解
し
や
す
い
形
で
述
べ
て
い
る
。
特
に
「職
人
」
が
引

合
に
出
さ
れ
て
い
る
た
め
に
陥
り
や
す
い
誤
解
と
は
、
人
間
を
始

め
と
す
る
諸
存
在
が
道
具
や
職
業
の
よ
う
に
或
る
特
定
の
目
的
の

た
め
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「す
べ
て
の
事

物
が
（そ
の
存
在
と
は
別
の
）
な
ん
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
存
在

し
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
「目
的
論
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
こ
こ

で
表
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
思
想
は
目
的
論
で
は
な
い
。
こ
こ

で
表
現
さ
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
は
「目
的
」
と
係

わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
言
わ
ん
と
す
る
の
は
「す
べ
て
が

な
ん
ら
か
の
目
的
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
「す
べ
て
の
存
在
に
と
っ
て
そ
の
存
在
が
存
在
の
目
的
で

あ
る
」
と
い
う
事
で
あ
る
。
道
具
が
誰
か
に
使
わ
れ
る
た
め
に
存

在
し
て
い
る
の
は
道
具
存
在
が
「使
わ
れ
る
こ
と
」
だ
か
ら
、
す

な
わ
ち
道
具
が
道
具
と
し
て
存
在
す
る
と
は
使
わ
れ
る
こ
と
だ
か
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ら
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
何
ら
か
の
自
分
以
外
の
目
的
の
た

め
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
道
具
の
目
的
は
道
具
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
道
具
存
在
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

同
様
に
人
間
と
い
う
存
在
が
存
在
す
る
目
的
は
人
間
存
在
そ
の
も

の
で
あ
る
。
上
の
一節
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
よ
う
と
し
て

い
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
存
在
す
る
そ
の
目
的
と
し
て
の
存

在
と
は
そ
の
存
在
固
有
の
「働
き
（エ
ル
ゴ
ン
と
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
い
う
な
ら
人
間
存
在
と
は
人
間

固
有
の
「働
き
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
固
有
の
「働
き
」
と

は
何
か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
一度
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存

在
論
の
根
幹
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
は
二
つ
の
柱
が
あ
る
。
第
一は

『範
疇
論
」
で
規
定
さ
れ
た
１０
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
そ
の
核
心
は
、
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
存
在
は
す
べ
て
個
体
実

体
の
そ
れ
に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「形
而
上
学
』
Ｚ

巻
で
展
開
さ
れ
る
。
第
二
の
柱
は
『形
而
上
学
』
θ
巻
で
展
開
さ

れ
て
い
る
能
力
／
可
能
態
（デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
と
活
動
／
現
実
態

（エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
に
関
す
る
理
論
で
あ
り
、
実
体
の
存
在
そ
の

も
の
は
そ
れ
が
持
つ
完
成
さ
れ
た
能
力
（エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
の

活
動
・現
実
化
に
由
来
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
の
問
題
に

関
連
す
る
の
は
こ
の
第
二
の
柱
で
あ
り
、
上
で
「働
き
（エ
ル
ゴ

ン
）」
と
呼
ば
れ
た
も
の
は
「形
而
上
学
』
θ
巻
で
言
う
「活
動
」

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
此
処
で
問
題
と
な
る
の
は
人
間
の

「完
成
さ
れ
た
能
力
」
と
は
何
か
で
あ
る
。
こ
の
間
に
答
え
る
た

め
に
は
先
ず
人
間
が
い
か
な
る
存
在
の
類
に
属
す
る
の
か
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
が
属
す
る
存
在
の
類
と
は
「生
き
物
」
で

あ
る
。
そ
し
て
生
き
物
を
生
き
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
「完
成
さ

れ
た
能
力
」
と
は
「魂
」
で
あ
り
魂
の
活
動
／
現
実
態
が
「生
き

る
」
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「生
き
物
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
存
在
論
の
第
二
の
柱
２
が
意
味
す
る
の
は
「生

き
るも
のど
も
にと
っては生
き
る
こと
があ
る
こと
であ
る「

と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。

人
間
を
人
間
と
し
て
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
そ
の
完
成
さ
れ
た

能
力
（エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
と
し
て
の
人
間
の
魂
の
存
在
で
あ
り
、

人
間
の
魂
が
存
在
す
る
と
は
そ
れ
が
活
動
し
現
実
化
す
る
こ
と
、

即
ち
人
が
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
魂
は
人
的
生

き
物
の
魂
と
し
て
様
々
な
能
力
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
あ
る
も
の

は
全
て
の
生
き
物
に
共
通
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
動
物
に
共
通
で

あ
り
、
あ
る
も
の
は
人
間
に
固
有
で
あ
る
。
人
が
生
き
る
と
は
こ

れ
ら
全
て
が
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「人
間
の
働
き
」

と
呼
ば
れ
た
の
は
人
間
固
有
の
能
力
を
伴
っ
た
魂
の
活
動
で
あ
る
。

こ
の
人
間
固
有
の
能
力
が
「ロ
ゴ
ス
」
あ
る
い
は
「魂
の
ロ
ゴ
ス

を
持
つ
部
分
」
で
あ
る
。
上
で
引
用
し
た
一節
が
意
味
す
る
の
は

幸
福
と
は
人
間
の
魂
の
或
る
種
の
固
有
の
活
動
、
す
な
わ
ち
ロ
ゴ

-17-



ス
を
伴
っ
た
魂
の
或
る
種
の
活
動
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
魂
に

宿
る
こ
れ
ら
の
能
力
は
等
し
く
性
向
と
い
う
存
在
の
類
に
属
す
る

が
、
性
向
の
中
で
も
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
「ア
レ
テ
ー
」
と
呼
ぶ
ぉ
。
幸
福
と
は
単
な
る
人
間
の
魂
の
活

動
で
は
な
く
、
人
間
の
魂
の
ア
レ
テ
ー
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

魂
の
活
動
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
幸
福
を
探
究
す
る
学
と
し
て

の
倫
理
学
は
、
人
間
の
魂
が
い
か
な
る
能
力
を
持
ち
そ
こ
に
は
ど

の
よ
う
な
ア
レ
テ
ー
が
あ
る
の
か
と
い
う
研
究
に
他
な
ら
ず
、
こ

こ
に
『霊
魂
論
」
と
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
が
密
接
に
関
連
し

て
い
る
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
魂
の
ア
レ
テ
ー
が
ひ

と
つ
ひ
と
つ
探
究
さ
れ
て
行
く
途
上
で
様
々
な
形
の
「知
る
」
活

動
能
力
が
人
間
の
魂
固
有
の
ア
レ
テ
ー
と
し
て
出
会
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
魂
は
「ロ
ゴ
ス
を
持
つ
部
分
」
と
「ロ

ゴ
ス
を
持
た
な
い
部
分
」
を
持
ち
、
後
者
の
ア
レ
テ
ー
が
「人
柄

（エ
ー
ト
ス
）
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
勇
気
や
節
制

で
あ
り
、
前
者
の
ア
レ
テ
ー
「思
考
の
働
き
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
」

と
呼
ば
れ
る
理
論
知
や
実
践
知
等
の
「知
る
」
能
力
な
の
で
あ
る
。

我
々
が
最
初
に
注
目
し
た
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
第
六
巻
と

は
こ
の
「思
考
の
働
き
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
」
に
関
す
る
巻
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
倫
理
学
の
書
の
一部
と
し
て
「知
識
」
に
関

す
る
こ
の
一巻
が
存
在
す
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の

「思
考
の
働
き
と
し
て
の
ア
レ
テ
ー
」
こ
そ
人
間
固
有
の
ア
レ
テ
ー

で
あ
り
、
人
間
の
生
を
人
間
の
生
と
し
て
人
間
の
最
高
善
と
し
て

の
幸
福
を
実
現
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ら
が
様
々
な
外
的
善
を
も
た
ら
す
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

「生
き
る
」
に
と
っ
て
の
そ
れ
ら
の
意
味
が
か
か
る
結
果
・産
物

に
あ
る
の
で
は
な
く
知
る
諸
能
力
の
活
動
自
身
に
あ
る
こ
と
は
最

早
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
存
在
な
の

で
あ
る
。
人
間
が
あ
る
と
は
、
そ
し
て
人
が
生
き
る
と
は
そ
れ
ら

が
活
動
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

人
間
の
存
在
と
し
て
の
か
か
る
「知
る
」
活
動
に
ど
の
よ
う
な

多
様
性
が
あ
る
の
か
、
コ
一コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
の
第
六
巻
は
そ

れ
に
つ
い
て
の
最
良
の
入
門
書
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

注
１
　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「伝
統
」
は
マ
ル
ク
ス
に
始
ま
る
も

の
で
あ
る
。
「フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
ー
」。
こ

の
伝
統
に
属
す
る
現
代
の
試
み
の
代
表
が
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
そ

れ
で
あ
る
。
奥
山
他
訳
『認
識
と
関
心
』
未
来
社
、
「”
Ｎ８
１

↓　
¨
１
８
ど

２
　
デ
カ
ル
ト
『哲
学
の
原
理
』、
仏
訳
者
へ
の
手
紙
、
小
林
・

平
松
訳
、
朝
日
出
版
社
、フ
器
ｏ

３

『形
而
上
学
』
Ｆ
巻
、
第
１
章
、い８
露
８
。

４
　
野
家
監
訳
『哲
学
と
自
然
の
鏡
』
産
業
図
書
。
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５
　
前
掲
書
、「「・卜Ｒ
Ｉ
Ｐ
お
〇Ｉ
Ｆ

６
　
前
掲
書
、
「「・ドコ
ー
ド

７
　
一一つ
の
前
提
と
そ
れ
に
対
す
る
セ
ラ
ー
ズ
、
ク
ワ
イ
ン
の
議

論
に
つ
い
て
は
前
掲
書
第
四
章
を
見
よ
。

０９，国ｒ”０い【いｏ一∽ヨ”　”●０　一ゴΦ　”ｒ”】ｏ∽ｏｏコЧ
ｏ「りＳ̈
コ』ョ】●
コ■Ｆ∽Φ【‐

口”『∽
∽ｇ
§
５

，　
」や
当
８
ｏミｏお
Ｑ
餞
一
詢
ｏｏミいヽ
”̈
いＯｏ∞Φく３
１
，

一九
九
一　
。

９
ヽ^↓モ
０
∪
ｏ̈
ヨ
”∽
ｏい
日日

，
『い０お
８
¨̈〓
■
・０
●す
ｏ
■
８
ミ

ｏ
」Ｆ
ヽ
８
ｒ
ど
」ミ
ｔ
Ｓ
ｓＳ
目
用
零
”
”
”
ｏメ
一九
六
三

１０
　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
意
義
に
ロ
ー
テ
ィ
ー
が
始
め
て

気
づ
い
た
訳
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
ク
ワ
イ
ン
は
そ
う
し
た
意

図
を
も
っ
て
「二
つ
の
ド
グ
マ
」
を
書
い
た
の
で
あ
り
、
「自

然
化
さ
れ
た
認
識
論
」
で
は
哲
学
の
終
焉
を
明
示
的
に
宣
言
し

て
い
る
。
（画
ｏい∽８
８
０】０”Ч
Ｚ
蹂
日
”ご
＆
】．
〓
ヨ
・０
」”３

０３ざ
ｏヽ」
８
ヽ
”
ざヽ
いご
」こ
壁
ミ
０
いき
≧
げ
∽Ｓ
■
８
ξ
ヨ
いざ

Ｓ
ヽ
Ｌ
九
六
九
。
「哲
学
の
終
焉
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
し
て

ロ
ー
テ
ィ
ー
が
新
た
に
も
た
ら
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

ク
ワ
イ
ン
自
身
は
実
行
で
き
な
か
っ
た
こ
の
宣
言
を
実
践
し
た

こ
と
で
あ
る
。

Ｈ

『哲
学
と
自
然
の
鏡
』
の
ロ
ー
テ
ィ
ー
を
動
機
づ
け
て
い
る

の
は
「認
識
論
と
し
て
の
哲
学
」
の
持
つ
堪
え
難
い
死
臭
に
対

す
る
嫌
悪
観
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の

感
情
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
も

の
で
あ
る
。

・
ウ
イ
リ
ア
ウ
・ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
「頭
の
は
げ
た
若
い
哲
学

博
士
達
の
陰
気
な
気
性
」
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
る
。

「彼
ら
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
お
互
い
に
退
屈
し
あ
っ
て
い
る
。

『フ
ィ
ロ
ソ
フ
イ
カ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
』
や
何
か
に
〈参
考
書

目
〉
を
い
っ
ぱ
い
詰
め
込
ん
だ
う
ん
ざ
り
す
る
よ
う
な
文
献

報
告
を
書
い
て
い
る
が
、
彼
ら
は
〈美
学
〉
と
〈認
識
払υ

を
混
同
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。」
（ロ
ー
テ
ィ
ー
、
前
掲

書
、
フ
トミ
）
ｏい卜
８
）

‐２
　
前
掲
書
、
「”
一８
１
８
Ｆ

‐３
　
こ
の
対
比
は
「知
識
か
ら
固
有
の
存
在
を
は
く
奪
す
る
哲
学
」

と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
固
有
の
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
浮

か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
効
用
も
持
っ
て
い
る
。

‐４

『哲
学
の
原
理
』
第
一部
、
ｏ
Ｆ

‐５

『省
察
』
第
一省
察
、
所
訳
、
白
水
社
、
フ
〓
。

‐６

『省
察
』
第
二
省
察
、『哲
学
の
原
理
』第
一部
・
ｏ
ｏ
望
―
認
ｏ

‐７
　
『哲
学
の
原
理
』
第
一部
・
ゆ
望
ｏ

‐８
　
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
言
葉
本
来
の
意
味
で
「実
体
」
と
呼
ぶ
に

最
も
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
に
お
い

て
こ
の
語
が
違
っ
た
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
別
の
言
葉
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を
使
わ
ぎ
る
を
得
な
い
。

‐９

「性
向
（ヘ
ク
シ
ス
と
は
「持
つ
（エ
ケ
イ
ン
と
と
い
う

動
詞
に
由
来
し
「実
体
」
の
或
る
持
続
的
な
状
態
を
表
わ
し
、

「所
有
」、
「所
有
態
」、
等
と
も
訳
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

存
在
論
に
お
け
る
そ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
『範
疇
論
』
第
８

章
、
『形
而
上
学
』
Ａ
巻
、
第
２０
章
を
参
照
。
「
ヘ
ク
シ
ス
」
の

ラ
テ
ン
訳
が
ざｏい計
お
、で
あ
る
。

２０

「ァ
レ
テ
ー
」
は
「徳
」、
「卓
越
」
等
と
も
訳
さ
れ
る
。
「ア

レ
テ
ー
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
存
在
と
価
値
を
結
合

す
る
鍵
で
あ
る
。
そ
の
規
定
に
つ
い
て
は
『ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
第
１
巻
・
１３
章
、
第
２
巻
・
１
１
７
章
、
を
参
照
。

２‐
　
「魂
」
の
存
在
論
的
規
定
に
つ
い
て
は
『霊
魂
払直
第
２
巻
・

１
１
２
章
、
『形
而
上
学
』
θ
巻
・
２
章
、
を
参
照
。

２

「
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
」
に
関
し
て
は
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な

い
用
語
上
の
複
雑
な
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
０

単
に
何
か
に
な
る
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
可
能
態
（た

と
え
ば
子
供
は
将
軍
の
可
能
態
で
あ
る
）
と
も
、
②
現
実
の

活
動
と
し
て
の
現
実
態
（例
え
ば
将
軍
に
よ
る
現
実
の
戦
闘
指

揮
）
と
も
区
別
さ
れ
る
、
０
す
で
に
形
成
さ
れ
て
お
り
い
つ

で
も
現
実
化
で
き
る
活
動
能
力
（例
え
ば
現
実
の
将
軍
が
も
つ

能
力
）
を
意
味
す
る
。
『霊
魂
論
』
第
２
巻
ｏ
４
章
参
照
。

２３

『分
析
論
後
書
』
第
２
巻
・第
３３
章
で
は
知
識
に
対
し
て
よ

り
包
括
的
な
論
述
を
す
べ
き
場
所
と
し
て
自
然
学
と
と
も
に
倫

理
学
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
８
３
１
８
ｏ

２４
　
卜Ｒ
ドユ
ー
ド

２５
　
一８
び
Ｎ
ｌ
お
ｏ

２６
　
θ
巻
の
議
論
は
「生
き
物
」
に
限
定
せ
れ
た
も
の
で
は
な
い

が
、
能
カ
ー
活
動
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
の
第
２

の
柱
は
「生
き
物
」
と
い
う
存
在
の
類
を
そ
の
主
要
な
標
的
に

し
た
も
の
で
あ
る
。

２７

『霊
魂
論
』、
第
２
巻
・第
４
章
、
含
３
〓
ｏ

田
　
コ
一コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
１
巻
・第
１３
章
、
ぃぃ８
≧
Ｐ

（き
か
い
　
あ
き
お
　
筑
波
大
学
）

-20-―


