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「カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
」

は
じ
め
に

カ
ン
ト
哲
学
を
形
容
す
る
い
く
つ
か
の
言
葉
の
な
か
に

「超
越
論
的
観
念
論
」
が
あ
る
。
観
念
論
と
自
ら
名
の
る
こ

と
で
他
の
観
念
論
と
同
一視
さ
れ
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
な

ぜ
カ
ン
ト
は
「超
越
論
的
観
念
論
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「超
越
論
的
観
念
論
」
が
他
の
観

念
論
①
を
批
判
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
他
の
観
念
論
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「外
的
感
官
の

す
べ
て
の
対
象
の
現
存
在
を
疑
わ
し
い
」
冨
８
巴
も
の
と

し
、
そ
の
「外
的
現
象
の
観
念
性
」
﹇同
上
﹈
を
主
張
す
る

教
説
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
観
念
論
の
立
場
に
立
つ
と
、

わ
れ
わ
れ
が
自
分
以
外
の
何
ら
か
の
「も
の
」を
見
て
い
る

と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
の
は
そ
の
「も
の
」
そ
れ
自

身
で
は
な
く
、わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
、す
な
わ
ち
心
の
内

野
　
内
　
聡

に
あ
る
そ
の
「も
の
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
な
る
。
そ
う
だ
と
す

る
と
、わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
て
い
る
の
は
そ
の
も
の
自
身
で

は
な
く
、あ
く
ま
で
も
心
の
内
に
あ
る
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー

ジ
や
表
象
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
、わ
れ
わ
れ

の
心
の
「内
」
に
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
は
言
え
て
も
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
「外
」
に
そ
の
も
の
が
本
当
に
存
在
し
て

い
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
疑
間
が
生

じ
て
く
る
。
こ
れ
が
観
念
論
者
た
ち
が
も
つ
懐
疑
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「外
的
現
象
の
観
念
性
」を
主
張
す
る
観
念
論

を
、
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「経

験
的
観
念
論
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て

「超
越
論
的
観
念
論
」
を
唱
え
る
。

次
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と

第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
観
念
論
批
判
の
方
法
の

差
異
で
あ
る
。
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
「超
越
論
的

観
念
論
」を
語
る
上
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
の
第
一



版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
は
、
観

念
論
批
判
と
い
う
そ
の
目
指
す
目
的
は
同
じ
な
が
ら
そ
の
方

法
に
は
明
ら
か
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。ンヽ
の
方
法
の
変
化
が

同
時
に
カ
ン
ト
の
「超
越
論
的
観
念
論
」
の
変
更
を
も
意
味

す
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
初
に
、
批
判
の
対
象
で
あ
る
経
験
的
観

念
論
を
カ
ン
ト
自
身
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
を
考

察
し
、
次
に
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
け
る
観
念
論

批
判
、
そ
し
て
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
観
念
論

批
判
を
検
討
し
、最
後
に
両
版
の
共
通
点
と
相
違
点
か
ら
カ

ン
ト
の
「超
越
論
的
観
念
論
」
の
特
質
に
せ
ま
り
た
い
。

１
　
経
験
的
観
念
論

問
題
は
わ
た
し
の
「内
」
に
あ
る
も
の
を
確
実
な
も
の
と

し
、
わ
た
し
の
「外
」
に
あ
る
も
の
を
が
現
に
存
在
す
る
こ

と
を
疑
う
と
こ
ろ
に
あ
る
以
上
、））れ
ら
の
観
念
論
を
考
察

し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」

と
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」、
「そ
れ
自
体
に
お
い
て

わ
九
お
丼
肩
Ｉ
Ｆ
家
ア
γ
只
ど
②
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら

み
て
い
く
こ
と
は
有
効
な
方
法
だ
と
思
わ
れ
る
。ン」の
区
分

に
従
う
と
、経
験
的
観
念
論
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
現
象
は
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も

の
」
＝
表
象
に
属
し
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
の

み
が
直
接
的
に
知
覚
可
能
で
あ
る
。そ
の
と
き
空
間
時
間
は

「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
形
式
で
は
な
く
、
「そ
れ
自
体

と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」＝
物
自
体
に
付
随
す

る
関
係
、属
性
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の

表
象
が
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外

に
あ
る
も
の
」
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
「そ
れ
自
体
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
は
「わ
れ

わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の

原
因
と
な
る
。直
接
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
は
「わ
れ
わ
れ
の

内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
だ
け
だ

が
、本
来
的
な
意
味
で
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「そ

れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
だ
け
で
あ

る
。
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」は
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
の
結
果
と
し
て
、
二
次
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。

「わ
た
し
の
外
に
あ
る
現
実
的
対
象
の
現
存
在
は
‥
‥
‥
決

し
て
た
だ
ち
に
知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、む

し
ろ
単
に
内
的
感
官
の
変
様
で
あ
る
知
党
に
対
し
て
、そ
れ

の
外
的
原
因
と
し
て
付
加
的
に
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
、し
た
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が
っ
て
推
論
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」
冨
８
己
し
た
が
っ
て

「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
の
存
在
は
、因
果
関
係
に
も
と
づ
き
結
果
か
ら
原
因
ヘ

の
推
論
の
み
に
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、原
因
で
あ
る

「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
か
ら
、

結
果
で
あ
る
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の

外
に
あ
る
も
の
」が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
論
が
な

さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
結
果
は
い
く
つ
も
の
原
因
か
ら

生
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
論
は

つ
ね
に
不
確
実
な
ま
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「わ
れ
わ
れ
の

内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
を
直
接
的

に
知
覚
し
た
と
し
て
も
、そ
こ
か
ら
原
因
が
「そ
れ
自
体
と

し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」で
あ
る
か
ど
う
か
を
確

証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
る
と
、
「そ
れ
自
体
と
し
て

わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」と
因
果
関
係
に
結
ば
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ

の
外
に
あ
る
も
の
」の
存
在
が
確
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
因
果
関
係
が
確
実
に
立
証
さ
れ
な
い
以
上
、

「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
が
現
実
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
「知

覚
と
そ
の
原
因
と
の
関
係
に
お
い
て
、））の
原
因
が
内
的
で

あ
る
か
外
的
で
あ
る
か
、し
た
が
つ
て
す
べ
て
の
い
わ
ゆ
る

外
的
知
覚
が
わ
れ
わ
れ
の
内
的
感
官
の
単
な
る
戯
れ
で
な
い

か
ど
う
か
、あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
外
的
知
覚
が
そ
の
原
因
と

し
て
の
外
的
な
現
実
的
対
象
へ関
係
す
る
か
ど
う
か
は
、つ

ね
に
疑
間
の
ま
ま
で
あ
る
。」
﹇≧
８
﹈
③

経
験
的
観
念
論
の
問
題
点
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存

す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
存
在
を
ど
う
証
明

す
る
か
に
あ
る
。
経
験
的
観
念
論
者
は
、
「そ
れ
自
体
と
し

て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」と
の
因
果
関
係
に
よ
つ
て

そ
れ
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
が
、結
局
は
懐
疑
論
に
陥
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に

お
い
て
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
蓋
然
的
観
念
論
の
立
場
で
も

ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。，）の
よ
う
な
懐
疑
に
陥
る
観
念
論

を
カ
ン
ト
は
自
ら
の
「超
越
論
的
観
念
論
」を
も
っ
て
批
判

す
る
。カ
ン
ト
に
よ
る
観
念
論
批
判
が
い
か
な
る
も
の
か
次

に
見
て
い
き
た
い
。

２
　
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
け
る
観
念
論
批
判

超
越
論
的
観
念
論
の
主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
経
験
的
観
念
論
と
同
様
カ
ン
ト
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
に

あ
る
も
の
」
の
直
接
的
知
覚
か
ら
出
発
す
る
。
「わ
た
し
自

身
の
内
に
あ
る
も
の
だ
け
が
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で



き
る
。」
冨
∞ミ
﹈
し
か
し
、
時
間
空
間
の
と
ら
え
方
が
経
験

的
観
念
論
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。超
越
論
的
観
念
論
の
立

場
で
は
、
時
間
空
間
は
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
形
式
で
あ
り
、

物
自
体
に
付
随
す
る
関
係
、
属
性
で
は
な
い
。
「時
間
と
空

間
と
は
わ
れ
わ
れ
の
直
観
の
単
な
る
感
性
的
形
式
に
す
ぎ

ず
、物
自
体
と
し
て
の
諸
客
観
の
、そ
れ
自
身
だ
け
で
与
え

ら
れ
た
規
定
あ
る
い
は
条
件
で
は
な
い
。」
﹇≧
３
﹈
し
た

が
っ
て
、
物
が
実
際
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「そ
れ
自
体

と
し
て
外
に
あ
る
も
の
」に
対
す
る
推
論
か
ら
そ
の
存
在
の

確
証
を
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
の
内
側

で
、
す
な
わ
ち
表
象
同
士
が
ど
の
よ
う
に
結
合
し
て
い
る

か
、あ
く
ま
で
経
験
的
法
則
に
し
た
が
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ

と
で
成
立
す
る
。
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
つ
ま
り

経
験
的
に
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
何
ら
か
の
も
の
は
、あ
く

ま
で
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
お
い
て
の
み
成
立
し
、
そ
の

成
立
に
関
し
て
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る

も
の
」
は
な
ん
の
関
わ
り
も
持
た
な
い
。

そ
の
時
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
確
実
な

も
の
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
が
「我
思
う
、ゆ
え
に
我

あ
り
」
の
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
「物
質
の

現
存
を
認
め
は
す
る
が
、単
な
る
自
己
意
識
を
越
え
で
て
ゆ

く
こ
と
は
な
く
、だ
か
ら
、わ
た
し
の
内
に
あ
る
諸
表
象
の

確
実
性
以
上
の
、
し
た
が
っ
て
、
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り

以
上
の
何
も
の
か
を
想
定
す
る
こ
と
は
な
い
。」
冨
いざ
﹈
こ

の
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」を
わ
れ
わ
れ
が
直
接
意
識
し
て

い
る
こ
と
か
ら
わ
た
し
の
「存
在
」は
絶
対
確
実
な
も
の
と

す
る
。
「わ
た
し
は
わ
た
し
の
諸
表
象
を
意
識
し
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
諸
表
象
お
よ
び
こ
れ
ら
の
諸
表
象
を

持
つ
わ
た
し
は
現
存
す
る
。」
﹇お
ざ
﹈

次
に
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
今
度

は
他
の
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」、
す
な
わ
ち
「わ

れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」

も
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ

と
を
根
拠
と
し
て
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」と
同
様
に
そ
の

存
在
を
確
証
さ
れ
る
。「外
的
な
諸
事
物
が
現
存
す
る
の
は
、

わ
た
し
自
身
が
現
存
す
る
の
と
同
様
で
あ
り
、つ
ま
り
両
者

は
と
も
に
わ
た
し
の
自
己
意
識
を
直
接
の
証
拠
と
し
て
現
存

す
る
。」
﹇≧
ざ
﹈

む
ろ
ん
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の

内
に
あ
る
も
の
」
と
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
と
は

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。カ
ン
ト
は
感
官
の
区
別
に
よ
っ

て
、
す
な
わ
ち
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
は
内
的

感
官
に
関
係
し
、
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
は
外
的
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感
官
と
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
「わ
れ
わ
れ
の
内

に
あ
る
も
の
」
と
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
を
区
別

す
る
の
で
あ
る
。

以
上
『純
粋
理
性
批
判
』
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に

お
け
る
「超
越
論
的
観
念
論
」
の
主
張
は
次
の
よ
う
に
ま
と

め
ら
れ
る
。ま
ず
基
盤
と
な
る
の
は
、他
の
観
念
論
と
同
様

「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
時

間
空
間
は
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
に
付
随
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ

る
も
の
」
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」
は
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
か
ら
の
因
果
関
係
に
よ
つ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な

く
、
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
も
「わ
れ
わ
れ
の
内

に
あ
る
も
の
」
と
し
て
直
接
的
な
「知
覚
」
に
よ
つ
て
現
実

に
存
在
す
る
。
そ
の
時
、直
接
的
で
確
実
な
も
の
の
モ
デ
ル

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も

の
」
と
し
て
の
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
で
あ
る
。
「わ
れ

わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
も
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
同

様
に
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
が
現
実
に
存
在
す
る
こ
と

も
確
実
と
さ
れ
る
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
に
と
つ
て
「外
的
」
と

い
っ
て
も
そ
れ
は
「そ
れ
自
体
と
し
て
外
に
あ
る
も
の
」を

さ
す
の
で
は
な
く
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ

わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
を
さ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も

の
」
と
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
は
、
内
的
感
官
に

よ
っ
て
時
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ

る
も
の
」と
外
的
感
官
に
よ
つ
て
空
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ

る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」と
い
う
形
で
そ
れ
ぞ
れ

区
別
さ
れ
る
。

さ
て
、
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の

観
念
論
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
は
、経
験
的
観
念
論
が
あ
く
ま
で

も
結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
論
に
よ
っ
て
存
在
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
の
に
対
し
て
、超
越
論
的
観
念
論
は
推
論
に
よ
る
存

在
証
明
を
さ
け
、あ
く
ま
で
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も

の
」の
内
側
に
お
い
て
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
時
間
空
間
を
「そ
れ
自
体
と
し

て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」に
付
随
す
る
も
の
と
考
え

ず
に
あ
く
ま
で
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」と
考
え

る
の
で
あ
る
。
で
は
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
観

念
論
批
判
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

３
　
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
観
念
論
批
判
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第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
は
、
第
一版
「第
四
誤
謬
推

理
」
で
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ

た
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」を
さ
ら
に
詳
細
に
分
析
す
る
こ

と
で
観
念
論
批
判
を
お
こ
な
う
。そ
の
こ
と
は
す
で
に
「観

念
論
論
駁
」
に
お
け
る
定
理
「わ
た
し
自
身
の
、
単
な
る
、

し
か
し
経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
意
識
が
、わ
た
し
の
外
に
あ

る
空
間
に
お
け
る
諸
対
象
の
現
存
在
を
証
明
す
る
二
認
胡
﹈

に
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
定
理
を
、内

的
経
験
貧
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
の
経
験
）
が
「時

間
」と
ど
う
関
わ
る
か
、と
い
う
こ
と
か
ら
証
明
し
よ
う
と

試
み
る
。

そ
も
そ
も
「わ
た
し
自
身
の
経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
意

識
」
と
は
、
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
時
間

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「わ
た
し
は
わ
た
し
の
現
存
在
を
時
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ

て
い
る
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。」
冒
ヽ
出
な
ぜ
な
ら

「時
間
は
、
内
的
感
官
の
形
式
、
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
た
し

た
ち
自
身
と
わ
た
し
た
ち
の
内
的
状
態
の
直
観
の
形
式
以
外

の
何
物
で
も
な
い
」
﹇〓
２
か
ら
で
あ
る
。
時
間
に
お
い
て

規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
「何
か
持
続
的
な
も
の
」

﹇認
ざ
﹈
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
「何
か
持
続
的
な
も
の
」
を
知
覚
す
る
た
め
に
は
、
外
的

経
験
（「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
経
験
）
が
必
要

不
可
欠
で
あ
る
。わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
何
ら

か
の
も
の
、た
と
え
ば
、太
陽
の
運
動
や
月
の
満
ち
欠
け
な

ど
が
な
い
と
そ
も
そ
も
時
間
を
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
「わ
た
し
た
ち
が
時
間
規
定
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き

る
の
は
、空
間
に
お
け
る
持
続
的
な
も
の
と
連
関
し
た
外
的

関
係
（た
と
え
ば
、地
上
の
諸
対
象
と
関
係
し
た
太
陽
の
運

動
）
の
転
変
（運
動
）
を
つ
う
じ
て
の
み
で
あ
る
。」
冒
Ｎミ
﹈

そ
も
そ
も
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
い
う
表
象
は
、
わ

た
し
の
現
存
在
を
直
接
そ
れ
自
身
に
含
ん
で
い
る
が
、そ
れ

自
身
は
決
し
て
「認
識
」
や
「経
験
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
経
験
に
は
直
観
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
が
認
識
で
あ
る
た
め
に
は
内
的
直

観
が
必
要
で
あ
る
が
、時
間
に
規
定
さ
れ
た
内
的
直
観
の
た

め
に
は
時
間
を
規
定
す
る
た
め
の
外
的
な
対
象
が
必
要
で
あ

る
か
ら
、そ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
対
象
、外
的

事
物
を
欠
く
こ
の
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
は
認
識
で
は
な

く
、
ま
た
経
験
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「わ
た

し
は
存
在
す
る
」
と
い
う
表
象
は
い
か
な
る
直
観
で
も
な

く
、
考
え
る
わ
た
し
の
単
に
「知
性
的
な
」
表
象
に
す
ぎ

ず
、
も
ち
ろ
ん
「何
か
持
続
的
な
も
の
」
で
は
あ
り
え
な

い
。
「自
我
と
い
う
表
象
に
お
け
る
わ
た
し
自
身
に
つ
い
て
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の
意
識
は
全
然
い
か
な
る
直
観
で
も
な
く
、思
考
す
る
主
観

の
自
己
活
動
の
た
ん
に
知
性
的
な
表
象
に
す
ぎ
な
い
。」

﹇闘
お
﹈
い
い
か
ぇ
る
と
「内
的
経
験
」
を
通
じ
て
、
わ
た

し
が
わ
た
し
の
現
存
在
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
も
わ
た
し
の
現
存
在
の
「経
験
的
意
識
」
で
あ

り
、

，ヽ
の
意
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「わ
た
し
の
外
に
あ

る
も
の
」と
関
わ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。も
し
こ
の

意
識
が
「知
的
意
識
」
だ
と
し
た
ら
、
感
性
的
な
も
の
、
わ

た
し
の
外
に
あ
る
も
の
を
必
要
と
せ
ず
に
私
の
現
存
在
を
規

定
す
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。知
的
意
識
は
経
験
的
意
識

に
先
行
は
す
る
が
、そ
れ
に
よ
つ
て
は
わ
た
し
の
現
存
在
は

決
し
て
規
定
さ
れ
ず
、そ
の
規
定
に
は
外
的
事
物
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
「あ
の
知
的
意
識
は
な
る
ほ
ど
先
行
し
は
す
る

が
、わ
た
し
の
現
存
在
が
そ
こ
で
の
み
規
定
さ
れ
る
内
的
直

観
は
、感
性
的
で
あ
り
時
間
条
件
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る

の
に
、
こ
の
規
定
は
、
そ
れ
ゆ
え
内
的
経
験
自
身
も
、
わ
た

し
の
内
に
は
な
く
、し
た
が
っ
て
わ
た
し
の
外
に
あ
る
も
の

の
内
に
の
み
あ
る
何
か
持
続
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、わ
た
し
は
わ
た
し
が
こ
の
持
続
的
な
も
の
と
の

対
立
関
係
に
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。」
﹇実
ニ

さ
ら
に
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
同
様
、
「わ
れ
わ

れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
の
経
験
（＝
内
的
経
験
）
が
唯
一直

接
的
で
、そ
こ
か
ら
外
的
事
物
が
推
論
さ
れ
る
と
い
う
方
法

も
こ
こ
で
は
退
け
ら
れ
る
。カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
述
べ
る
な

ら
ば
反
対
に
内
的
経
験
で
は
な
く
、外
的
経
験
こ
そ
が
直
接

的
な
の
で
あ
る
③
。
「さ
き
に
わ
た
し
た
ち
が
証
明
し
た
の

は
、外
的
経
験
こ
そ
本
来
直
接
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。」
冒
ミ
己
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
現
存
在
が

時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、す
な
わ
ち

内
的
経
験
は
外
的
経
験
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
の
で
あ

スυ。『純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る

観
念
論
批
判
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
「わ
た
し

の
内
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
が

「経
験
」
的
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
時
間
に
規
定
さ
れ
た

内
的
直
観
が
必
要
で
あ
る
が
、そ
も
そ
も
時
間
が
規
定
さ
れ

る
た
め
に
は
外
的
な
対
象
す
な
わ
ち
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
「わ
れ
わ
れ

の
内
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「わ
た
し
が
存
在
す
る
」
と

い
う
こ
と
を
経
験
的
に
意
識
す
る
こ
と
で
、す
で
に
空
間
内

に
あ
る
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
現
存
在
を
証
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に

あ
る
も
の
」
の
経
験
（＝
内
的
経
験
）
を
直
接
意
識
す
る
と

い
う
こ
と
は
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
経
験
（＝
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外
的
経
験
）な
し
に
は
成
り
立
た
ず
、経
験
的
観
念
論
や
蓋

然
的
観
念
論
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
懐
疑
は
そ
も
そ
も

成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
驚
く
ほ
ど
簡
潔
な
観
念
論
批
判
に
は
、
し
か
し
な

が
ら
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」と
く
ら
べ
る
と
い
く
つ
か

の
相
違
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
次
に
、
第
一版
「第
四
誤

謬
推
理
」
と
比
較
し
な
が
ら
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
の
観

念
論
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
を
探
っ
て
い
き
、同
時
に
両
版
の
共

通
点
と
相
違
点
か
ら
「超
越
論
的
観
念
論
」
の
特
質
に
せ

ま
っ
て
い
き
た
い
。

４
　
超
越
論
的
観
念
論
の
特
質

（１
）
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論

駁
」
に
お
け
る
共
通
点

「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見
な
し
、
物

自
体
と
は
見
な
さ
ず
、し
た
が
っ
て
時
間
と
空
間
と
は
わ
れ

わ
れ
の
直
観
の
単
な
る
感
性
的
形
式
に
す
ぎ
ず
、物
自
体
と

し
て
の
諸
客
観
の
、そ
れ
自
身
だ
け
で
与
え
ら
れ
た
規
定
あ

る
い
は
条
件
で
は
な
い
と
す
る
学
説
」
Ｔ
８
２
と
い
う
定

義
を
カ
ン
ト
は
「超
越
論
的
観
念
論
」
に
与
え
て
い
た
。
す

る
と
、時
間
空
間
の
観
念
性
と
い
う
の
が
「超
越
論
的
観
念

論
」
の
、し
た
が
っ
て
観
念
論
批
判
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
第
一版
「第
四
誤
謬

推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
を
つ
う
じ
て
共
通
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
は
時
間
空

間
の
観
念
性
と
い
う
こ
と
は
表
立
っ
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い

が
、
バ
ー
ク
リ
の
独
断
的
観
念
論
に
関
し
て
は
「超
越
論
的

感
性
論
に
お
い
て
退
け
ら
れ
た
」
冒
喝
ム
と
さ
れ
、
明
ら

か
に
時
間
空
間
の
観
念
性
を
根
拠
と
し
て
批
判
し
て
お
り
、

デ
カ
ル
ト
の
蓋
然
的
観
念
論
に
関
す
る
批
判
に
お
い
て
も
、

そ
こ
で
語
ら
れ
る
「な
に
か
持
続
的
も
の
」は
感
性
の
形
式

と
し
て
の
「空
間
」
内
に
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
あ
く
ま
で

も
現
象
内
部
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
当
然
、
「時
間
」
は
物

自
体
に
付
随
す
る
属
性
で
は
な
い
。

時
間
空
間
の
観
念
性
は
、「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」

と
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
定
義
と
も
関
連
す

る
。
超
越
論
的
観
念
論
で
は
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
は
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」

で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
、
す

な
わ
ち
空
間
内
の
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」な
の
で

あ
る
。
こ
の
現
象
と
し
て
の
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も

の
」
と
「そ
れ
自
体
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」

＝
物
自
体
と
の
区
別
は
両
版
を
通
じ
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
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し
て
ま
っ
た
く
一貫
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念

論
は
時
間
空
間
の
観
念
性
を
根
拠
と
し
て
「観
念
論
批
判
」

を
お
こ
な
う
。
同
時
に
こ
こ
で
な
ぜ
「観
念
論
批
判
」
が
、

超
越
論
的
「観
念
論
」
と
い
う
よ
う
に
同
じ
「観
念
論
」
を

称
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
も
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。観
念

論
は
そ
れ
が
外
的
現
象
の
「観
念
性
」
を
主
張
す
る
か
ら

「観
念
論
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
時
間

空
間
の
「観
念
性
」
を
主
張
す
る
教
説
も
当
然
同
じ
「観
念

論
」
を
名
の
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。

時
間
空
間
の
観
念
性
を
根
拠
と
し
て
観
念
論
批
判
を
行

な
お
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推

理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
を
通
じ
て
変
わ
っ
て
い
な

い
。し
か
し
批
判
の
方
法
は
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
っ
て
い

る
。
次
に
そ
れ
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２
）
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論

駁
」
の
相
違
点

ま
ず
第
一に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」
の
性
格
の
変
化
で
あ
る
。
第
一版
「第
四
誤
謬
推

理
」
で
は
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」
に
関
し
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
「わ

れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
と
「そ
れ
自
体
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
た
。
「わ
れ

わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
は
「外
」
に
あ
る
も
の
で
あ
り
な

が
ら
も
、
最
終
的
に
は
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
に
存
す
る
も
の

と
し
て
「表
象
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
一

版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
は
そ
の
「わ
れ
わ
れ
の
内

に
あ
る
も
の
」
で
あ
る
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
を
モ
デ
ル

と
し
て
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
も
同
じ
「表
象
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
の
現
存

在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
。
「外
的
な
諸
事
物
が
現
存
す
る

の
は
、
わ
た
し
自
身
が
現
存
す
る
の
と
同
様
で
あ
り
、
つ
ま

り
両
者
は
と
も
に
わ
た
し
の
自
己
意
識
を
直
接
の
証
拠
と
し

て
現
存
す
る
。」
冨
鶴
二
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
版
「観
念

論
論
駁
」
で
は
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
は
端
的
に

わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
「も
の
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
第
一版

「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
、
単
な
る

「表
象
」
で
は
な
い
。
コ
」の
持
続
的
な
も
の
の
知
覚
は
わ
た

し
の
外
に
あ
る
も
の
を
つ
う
じ
て
の
み
可
能
で
あ
り
、わ
た

し
の
外
に
あ
る
も
の
の
単
な
る
表
象
を
つ
う
じ
て
で
は
不
可

能
で
あ
る
。」
﹇圏
胡
﹈

第
二
点
と
し
て
、
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
は
「そ
れ

自
体
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
員
＝
物
自
体
）
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に
関
す
る
議
論
が
ま
っ
た
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。，コ
）で
カ

ン
ト
が
い
う
「外
に
あ
る
も
の
」
は
「物
自
体
」
で
も
な
く

単
な
る
「表
象
」
で
も
な
い
「現
象
」
と
し
て
の
「も
の
」

な
の
で
あ
る
。
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
は
「な
に
か
持

続
的
な
も
の
」
と
い
う
概
念
が
新
た
に
導
入
さ
れ
る
こ
と

で
、
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
か
ら
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ

る
も
の
」
へ
と
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
同
じ
よ
う
に

ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
。
し
か
し
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」

を
時
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る

こ
と
か
ら
「時
間
規
定
」
に
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
「な

に
か
持
続
的
な
も
の
」が
前
提
さ
れ
る
こ
と
を
導
き
だ
し
て

い
く
そ
の
方
法
は
、
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
の
そ
れ
と

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
第
二
点
と
し
て
、
「内
的
経
験
」
と
「外
的
経
験
」

と
の
関
係
に
お
い
て
も
そ
の
方
法
の
相
違
は
は
っ
き
り
と
認

め
ら
れ
る
。
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
は
、
「わ

れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
（＝
内
的
経
験
）
か
ら
出
発
し

そ
こ
か
ら
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
（日
外
的
経
験
）

を
も
基
礎
づ
け
て
い
っ
た
が
、
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に

お
い
て
は
そ
れ
と
は
逆
に
む
し
ろ
「外
的
経
験
」
こ
そ
が

「内
的
経
験
」を
基
礎
づ
け
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
コ
コ
）

で
証
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、内
的
経
験
一般
は
外

的
経
験
一般
を
つ
う
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

け
で
あ
っ
た
。」
﹇露
認
﹈
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
第
一版

「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
は
基
礎
づ
け
の
方
向
は
「内
」

か
ら
「外
」
へと
向
か
い
、
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
は

「外
」
か
ら
「内
」
へ向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
っ
て
も
、
第
二
版
に
お
け
る
基
礎
づ
け
の
方
向

は
、
「内
」
を
徹
底
的
に
突
き
詰
め
た
結
果
そ
れ
が
必
然
的

に
「外
」
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
、
と
い
う
の

が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。な
ぜ
な
ら
、カ
ン
ト
は
第
二
版

「観
念
論
論
駁
」
で
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
す

な
わ
ち
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
と
い
う
表
象
を
、
よ
り
深

く
分
析
す
る
こ
と
で
、そ
れ
が
知
性
的
な
表
象
で
は
な
く
内

的
「経
験
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
「わ
た
し
の
外

に
あ
る
も
の
」と
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論

駁
」に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
方
法
の
相
違
は
ど
こ
か
ら
生
じ

た
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
「超
越
論
的
観
念
論
」
に
つ
い

て
の
定
義
を
も
う
一度
思
い
起
こ
そ
う
。超
越
論
的
観
念
論

と
は
、「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見
な
し
、

物
自
体
と
は
見
な
さ
ず
、し
た
が
っ
て
時
間
と
空
間
と
は
わ

れ
わ
れ
の
直
観
の
単
な
る
感
性
的
形
式
に
す
ぎ
ず
、物
自
体
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と
し
て
の
諸
客
観
の
、そ
れ
自
身
だ
け
で
与
え
ら
れ
た
規
定

あ
る
い
は
条
件
で
は
な
い
と
す
る
学
説
」
の
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
後
半
部
分
の
時
間
空
間
の
観
念
性
の
部
分

は
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」

を
通
じ
て
一貫
し
て
い
る
の
で
問
題
は
な
い
。た
だ
前
半
の

「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見
な
し
」
の
部

分
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
第
一版
で
は
た
し
か
に
基
礎
を

「わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も
の
」
＝
表
象
に
お
き
、
そ
こ
か

ら
「わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
」
を
基
礎
づ
け
て
い
つ

た
。
そ
こ
で
は
た
し
か
に
「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な

る
表
象
と
見
な
し
」
て
い
た
で
あ
ろ
う
。だ
が
第
二
版
で
は

ど
う
か
。
コ
」の
持
続
的
な
も
の
の
知
覚
は
わ
た
し
の
外
に

あ
る
も
の
を
つ
う
じ
て
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、わ
た
し
の
外

に
あ
る
も
の
の
単
な
る
表
象
を
つ
う
じ
て
で
は
不
可
能
で
あ

る
」
﹇田
ぶ
﹈
と
い
う
文
に
お
け
る
「表
象
」
の
使
い
方
は
、

「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見
な
」
す
超
越

論
的
観
念
論
の
立
場
と
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見

な
」
す
な
ら
ば
、
当
然
「わ
た
し
の
外
に
あ
る
も
の
」
も
、

そ
れ
が
「現
象
」
だ
と
し
て
も
、
い
や
「現
象
」
だ
か
ら
こ

そ
「表
象
」
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

ｚＯ。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「表
象
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
「表

象
」
が
「何
か
を
表
わ
す
」
も
の
だ
と
し
た
ら
、
あ
る
「何

か
」
が
表
象
さ
れ
て
、
そ
の
「何
か
」
を
表
わ
す
「表
象
」

が
生
じ
る
と
い
う
図
式
が
成
り
立
つ
。ンコ
）に
は
原
因
結
果

の
因
果
関
係
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

「表
象
」
に
基
盤
を
お
き
、
そ
こ
か
ら
そ
の
「表
象
」
に
よ
っ

て
表
わ
さ
れ
た
「何
か
」
を
推
論
す
る
方
法
は
、
カ
ン
ト
に

よ
っ
て
批
判
さ
れ
た
「観
念
論
」
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
カ
ン
ト
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
「観

念
論
」
を
批
判
し
な
が
ら
、
同
時
に
お
の
れ
自
身
、
表
象
の

因
果
関
係
に
引
き
ず
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
、
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
カ
ン
ト

は
消
極
的
な
が
ら
表
象
の
原
因
と
な
る
「何
か
」に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「わ
た
し
た
ち
の
外
的
な
諸
直

観
に
つ
い
て
は
、超
越
論
的
な
意
味
に
お
い
て
わ
た
し
た
ち

の
外
に
あ
り
う
る
あ
る
も
の
が
、そ
の
原
因
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、な
る
ほ
ど
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、し
か
し
こ

の
あ
る
も
の
は
、わ
た
し
た
ち
が
物
質
や
物
体
的
な
も
の
の

表
象
で
解
し
て
い
る
よ
う
な
対
象
で
は
な
い
。」
冨
鶴
出
そ

し
て
「表
象
」
の
原
因
と
な
る
こ
の
よ
う
な
対
象
は
「超
越

論
的
対
象
」
﹇同
上
﹈
と
呼
ば
れ
て
い
る
⑥
。
「表
象
」
に
こ

だ
わ
る
と
自
分
自
身
の
足
元
を
す
く
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
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る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
い
て

は
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
ど
こ
に
も
な
く

な
っ
て
い
る
。

第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」

の
相
違
点
は
、
両
版
に
お
け
る
「表
象
」
概
念
の
変
化
と
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ｏ
。
む
ろ
ん

『純
粋
理
性
批
判
』
第
一版
か
ら
第
二
版
へ
の
移
行
に
は
、

第
一版
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
影
響
し
て
い
る
③
。

し
か
し
、そ
れ
に
反
論
す
る
た
め
だ
け
に
カ
ン
ト
が
自
説
を

そ
う
簡
単
に
変
え
る
と
も
思
え
な
い
。そ
う
す
る
と
超
越
論

的
観
念
論
の
特
質
に
関
し
て
、や
は
り
第
一版
「第
四
誤
謬

推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
「表
象
」
概

念
の
変
化
は
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ

ＺＯ。お
わ
り
に

「超
越
論
的
観
念
論
」
に
よ
る
観
念
論
批
判
の
根
拠
は
、

感
性
の
形
式
と
し
て
の
「時
間
空
間
の
観
念
性
」
に
あ
っ

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第

二
版
「観
念
論
論
駁
」
で
一貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
版

に
お
け
る
「表
象
」概
念
の
変
化
が
新
た
な
問
題
と
し
て
提

出
さ
れ
た
。
「あ
ら
ゆ
る
現
象
を
す
べ
て
単
な
る
表
象
と
見

な
」
す
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
に
お
け
る
「表
象
」
と
、

現
象
に
お
け
る
「も
の
」
と
は
区
別
さ
れ
た
第
二
版
の
「表

象
」
は
同
じ
「表
象
」
で
も
そ
の
意
味
合
い
は
異
な
る
。
こ

れ
が
「表
象
」概
念
の
単
な
る
多
義
性
や
曖
味
さ
に
よ
る
も

の
な
の
か
、そ
れ
と
も
超
越
論
的
観
念
論
と
大
き
な
関
連
が

あ
る
の
か
、
い
ま
は
つ
き
り
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
「表
象
」
概
念
を
考
察
す
る
こ
と

で
、カ
ン
ト
哲
学
の
一
つ
の
局
面
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

本
稿
は
「超
越
論
的
観
念
論
」
の
特
質
を
な
す
「時
間
空

間
の
観
念
性
」に
関
し
て
何
ら
の
考
察
も
し
て
い
な
い
以
上

は
な
は
だ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
「表
象
」
概
念
の
探
求

と
合
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。

註『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
第
一版
を
Ａ
、
第
二

版
を
Ｂ
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。
ま
た
、

翻
訳
に
際
し
て
は
原
佑
訳
を
参
照
し
た
が
、部
分
的
に
表
現

を
変
え
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
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①
以
下
特
に
明
記
し
な
い
場
合
、
「観
念
論
」
は
超
越
論
的

観
念
論
と
は
区
別
さ
れ
た
、し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
が
批
判

の
対
象
と
す
る
観
念
論
を
意
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

②
こ
の
区
分
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、久
保
元
彦
著
『カ
ン
ト

研
究
』
九
六
頁
参
照

③
こ
の
よ
う
な
「経
験
的
観
念
論
」
の
立
場
は
、
第
二
版

「観
念
論
論
駁
」
に
お
け
る
「蓋
然
的
観
念
論
」
と
も
共

通
す
る
。
こ
こ
で
は
重
複
す
る
部
分
が
多
い
た
め
「蓋
然

的
観
念
論
」
の
考
察
は
省
略
し
た
。

０
「わ
た
し
は
存
在
す
る
」
（３
σＦ
）と
い
う
語
に
関
し
て

は
、
﹇圏
ミ
﹈
参
照
。
こ
こ
で
は
第
一版
「第
四
誤
謬
推

理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」
と
の
連
関
を
考
え
、
第

一版
「第
四
誤
謬
推
理
」に
お
け
る
観
念
論
批
判
を
述
べ

て
い
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、あ
え
て
こ
の
語
を
使
用
し
た
。

③
む
ろ
ん
だ
か
ら
と
い
つ
て
外
的
経
験
が
時
間
に
優
先
す

る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「な
に
か
持
続
的

な
も
の
」が
持
続
的
で
あ
る
と
時
間
規
定
さ
れ
る
た
め
に

は
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
し
て
の
時
間
が
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
、両
者
は
お
互
い
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、そ
う
す
る
と
「わ
た
し
は
存

在
す
る
」と
い
う
こ
と
を
わ
た
し
が
時
間
に
お
い
て
規
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
、必
然
的
に
私
の

外
に
あ
る
何
ら
か
の
も
の
に
よ
つ
て
可
能
と
な
る
。，コ
」

か
ら
上
述
の
定
理
が
導
き
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
カ
ン
ト
に
お
け
る
「表
象
」
概
念
の
考
察
は
、
久
保
の
前

掲
書
、
特
に
「内
的
経
験
」
の
章
を
参
照
。

①
第
一版
「第
四
誤
謬
推
理
」
と
第
二
版
「観
念
論
論
駁
」

に
お
け
る
表
象
概
念
の
変
化
に
関
し
て
は
、牧
野
英
二
著

『カ
ン
ト
純
粋
理
性
批
判
の
研
究
』
二
六
一頁
、
石
川
文

康
著
「論
争
家
と
し
て
の
カ
ン
ト
」
「
現
代
思
想
し
二月

臨
時
増
刊
＊
カ
ン
ト
＊
）
一六
〇
―
一六
一頁
参
照

③
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
関
し
て
は
石
川
の
前
掲
論
文
参

照

（の
う
ち
　
さ
と
し
　
早
稲
田
大
学
）

-108-


