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自
我
へ
の
合
一
が
求
め
ら
れ
る
。

A 

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る

小
論
の
目
的
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
「
世
界
」
概
念
の
変
化
|
ー
＇
特
に
「
叡
知
界
」
概
念
の
変
化
ー
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
そ
の
原

因
を
探
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
但
し
、
こ
こ
で
は
『
知
識
学
の
叙
述
』

(
1
8
0
1
/
0
2
)

ま
で
を
考
察
す
る
に
留
ま
る
。
）
後
論
の
た
め
に
、

先
ず
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
「
自
我
」
と
「
世
界
」
の
概
念
の
変
化
を
、
簡
略
な
見
取
り
図
に
整
理
し
、
次
に
「
世
界
」
概
念
の
変
化
の

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
(
-
七
九
四
）

ま
ず
、
自
我
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
事
行
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
自
我
」
な
い
し
「
純
粋
自
我
」
が
、
「
理
論
的
自
我
」

と
「
実
践
的
自
我
」
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
実
践
を
通
し
て
、
こ
の
二
つ
の
自
我
の
統
一
が
追
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
絶
対

第
一
節

「
自
我
」
と
「
世
界
」
の
概
念
変
化
の
見
取
り
図

詳
細
と
そ
の
原
因
を
探
り
た
い
。

「
世
界
」

入

概
念
の
変
化

江

幸

男
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々
は
こ
の
理
念
に
無
限
に
近
付
く
だ
け
で
あ
る
」

(Vgl・

で
閉
じ
る
理
念
と
し
て
の
自
我
」
で
あ
る
。
第
一
の
「
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
と
第
一
―
一
の
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
は
、
個
人
で

は
な
い
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
が
、

し
か
し
「
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
は
、
自
我
性
が
ま
だ
個
人
性
に
ま
で
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
単
に
自
我
の
形
式
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
で
は
、
普
遍
的
法
則
に
し
た
が
っ
た
教
養
形
成
に
よ
っ
て
個

人
性
が
消
失
し
て
い
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
こ
の
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
は
、
「
理
性
の
努
力
の
最
高
の
目
標
」
で
あ
り
、
「
我

l

ー

4
"

2
6
5
£
.
)

。

一
は
、

4
0
3
)

で
あ
る
。

「
世
界
」
と
い
う
語
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
三
回
し
か
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
主
題
的
に
は
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
現
実
的
世
界
」
と
「
観
念
的
世
界
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
「
現
実
的
世
界
」
と
は
、

「
非
我
の
活
動
性
は
、
自
我
の
活
動
性
と
の
相
互
作
用
の
関
係
に
あ
る
が
、
こ
の
非
我
の
活
動
性
に
依
存
し
て
い
る
世
界
」
(

I

ー

2
:
4
0
3
)
 

を
意
味
し
て
い
る
。
「
観
念
的

(
i
d
e
a
l
)

世
界
」
と
は
、
「
自
我
に
よ
っ
て
端
的
に
全
て
の
実
在
性
が
措
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
る

よ
う
な
世
界
、
し
た
が
っ
て
自
我
に
よ
っ
て
の
み
措
定
さ
れ
て
お
り
、
如
何
な
る
非
我
に
よ
っ
て
も
措
定
さ
れ
て
い
な
い
世
界
」
(
l
,
2
"

こ
こ
で
の
「
観
念
的
世
界
」
と
「
絶
対
的
自
我
」
は
内
容
上
同
じ
も
の
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
の
だ
が
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
。

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
と
は
別
の
意
味
で
、
三
つ
の
自
我
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第

「
知
識
学
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
、
第
二
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我
、
第
一
―
―
は
、
「
知
識
学
が
そ
れ

ま
ず
、
自
我
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、

B
 
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
(
-
七
九
七
／
九
八
）

両
者
の
関
係
は
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
で
述
べ
ら
れ
る
。

世
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
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こ
こ
で
も
、
二
つ
の
世
界
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

c
 『新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
(
-
七
九
八
／
九
九
）

と
し
て
の
自
我
」
が
「
叡
知
界
」
を
含
む
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
叡
知
界
」
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
「
叡
知
界
」
と
か
「
観
念
的

「
感
性
界
」
と
か
「
現

「
理
念
と
し
て
の
自
我
は
、
理
性
存
在
者
が
普
遍
的
理
性
を
自
己
自
身

て
お
り
、
そ
の
二
つ
は
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。

世
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
二
つ
の
世
界
「
感
性
界

(
s
i
n
n
l
i
c
h
e

W
e
l
t
)
」
と
「
叡
知
界

(intelligible

W
e
l
t
)
」
が
区
別
さ
れ

し
て
私
の
行
動
に
対
立
し
て
い
る
も
の
が
、
感
性
界
で
あ
り
、
私
の
行
動
に
よ
っ
て
生
ず
べ
き
も
の
が
、
叡
知
界
で
あ
る
」
(

I

-
4
,
 

2
2
0
)
。
こ
の
区
別
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
の
「
現
実
的
世
界
」
と
「
観
念
的
世
界
」
の
区
別
と
同
じ
で
あ
る
。

『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
は
「
観
念
的
世
界
」
と
「
絶
対
自
我
」
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
第
一
―
一
の
「
理
念

の
中
で
完
全
に
表
現
し
て
お
り
、
…
…
個
人
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
限
り
で
の
理
性
存
在
者
で
あ
り
、
…
…
ま
た
理
性
存
在
者
が

自
己
の
外
に
、

「
私
は
有
限
で
あ
る
か
ら
、
行
動
に
何
か
を
対
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ

つ
ま
り
世
界
の
中
に
も
理
性
を
実
現
し
て
い
る
限
り
で
の
理
性
存
在
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
世
界
も
ま
た
こ

の
理
念
の
中
に
措
定
さ
れ
て
い
る
」

(
1ー

5
1
3
£
)

。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

こ
の
点
を
詳
論
す
る
た
め
に
、

ま
だ
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
後
に
み
る
よ
う
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
次
に
見
る
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
諧
義
に
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
感
性
界

(
S
i
n
n
e
n
w
e
l
t
)
」
（
11

「
物
体
界

(
K
o
r
p
e
r
w
e
l
t
)
」
（
I
V
-
2
,

103) 

II
「
経
験
の
世
界
」

(
Z-
2
,
 
1
4
3
)
)

と
「
叡
知
界

(intelligible
W
e
l
t
)
」（
11

「
精
神
界

(
G
e
i
s
t
e
r
w
elt)
」（
Z
-
2
,
 

「
理
性
的
存
在
者
の
国

(
d
a
s
R
e
i
c
h
 v
e
r
n
i
l
n
f
t
i
g
e
r
 
W
 e
s
e
n
)
」
（
I
V
-
2
,
1
4
1
)
 
11

「
精
神
の
国

(
d
a
s
R
e
i
c
h
 d
e
r
 G
e
i
s
t
e
r
)
」

(ibid.) 11

「
理
性
界

(
V
e
r
n
u
n
f
t
w
e
l
t
)
」（
N
-
2
,

2
6
0
)
)

で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
惑
性
界
」
は
こ
れ
ま
で

実
的
世
界
」
と
か
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、

103) 11 
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て
の
自
我
は
、

理
性
存
在
者
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

て
存
立
す
る
。
通
俗
的
に
表
現
す
る
と
、
理
性
存
在
者
達
が
互
い
に
働
き
か
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
越
論
的
に
表
現
す
る
と
、

各
々
の
理
性
的
個
人
の
中
に
、
自
己
の
外
の
理
性
存
在
者
を
想
定
す
る
よ
う
に
強
制
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

(
Nー

2
,
 
2
6
0
)
。
「
自
我
、
個
人
は
理
性
的
存
在
者
の
国
の
な
か
で
個
人
で
あ
る
」

(
Wー

2
"

2
4
9
)
。
も
う
一
っ
は
、

今
ま
で
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
理
念
、
目
標
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

叡
知
界
は
感
性
界
と
並
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ま
で
の
叡
知
界
は
、
感
性
界
で
の
実
践
の
目
標
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
で

は
な
く
な
る
。
感
性
界
で
の
実
践
の
目
標
は
、
次
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
感
性
界
の
中
で
の
出
来
事
に
な
る
。

「
感
性
界
に
お
け
る
複

数
の
理
性
存
在
者
の
行
動
は
、
自
由
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
唯
―
つ
の
大
き
な
連
鎖
で
あ
る
。
理
性
全
体
は
唯
一
つ
の
行
動
を
持
つ
。

一
人
の
個
人
が
そ
れ
を
始
め
、
他
の
個
人
が
そ
れ
を
継
続
す
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
理
性
目
的
全
体
が
無
限
に
多
数
の
個
人
に
よ
っ

て
仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」

(
I
V
-
2
,

2
5
4
)
。
こ
の
二
つ
の
世
界
は
次
の
よ
う
に
一
方
が
他
方
を
基
礎
付
け
る
と
い
う
関
係
に
あ

る
。
「
知
識
学
は
、
叡
知
界
を
現
象
の
世
界
の
条
件
と
し
て
考
察
す
る
。
後
者
は
前
者
の
上
に
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
叡
知
界
は
自

我
に
基
づ
く
、
自
我
は
自
己
自
身
に
基
づ
く
」

(
I
V
-
2
,

1
1
5
)
。

さ
て
、
自
我
に
つ
い
て
い
え
ば
‘
こ
こ
で
は
様
々
の
「
自
我
」
の
区
別
が
今
ま
で
の
よ
う
に
ハ
ッ
キ
リ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
強
引
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
う
。
第
一
に
、
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
、
第
二
に
、
個
人
と
し
て
の
自
我
で

あ
る
。
こ
の
個
人
と
し
て
の
自
我
は
、
感
性
界
に
お
け
る
自
我
と
、
叡
知
界
に
お
け
る
自
我
に
分
か
れ
る
。
こ
こ
で
の
知
的
直
観
と
し

『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
で
の
「
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、

世
界
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
。
異
な
る
点
は
次
の
二
つ
。

ま
だ
個
人
性
へ
と
規

つ
ま
り
感
性
界
が
叡
知
界
に
な
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の

こ
こ
で
の
叡
知
界
は
、

「
理
性
界
は
自
己
自
身
と
の
相
互
作
用
に
お
い

―
つ
は
こ
こ
で
の
叡
知
界
の
中
に
は
複
数
の
個
人
と
し
て
の
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A

「
戯
知
界
」
の
変
化
の
理
由
、
他
者
論
の
登
場

第
三
の
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
に
当
た
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
類
似
の
も
の
と
し
て
、

(
N
-
2
,
 
2
4
8
)

と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
自
我
で
は
な
い
。
詳
細
は
後
に
譲
る
。

区
別
は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
「
感
性
界
」
と
「
叡
知
界
」
の
区
別
と
同
じ
で
あ
る
。
違
い
は
、

る
知
識
学
』
で
は
叡
知
界
を
演
繹
す
る
だ
け
で
お
わ
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
叡
知
界
が
感
性
界
の
根
拠
で
あ
り
、
感
性
界
は
即
自

的
に
は
無
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
点
や
、
叡
知
界
の
内
容
お
よ
び
そ
れ
と
神
の
関
係
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
知
的
直
観
」
は
「
絶
対
知
」
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
純
粋
な
絶
対
自
我
」
(
=
ー
6
"

1
9
8
,
 

る
こ
と
も
あ
る
。
第
二
に
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我
が
あ
り
、
感
性
界
に
お
け
る
個
人
と
叡
知
界
に
お
け
る
個
人
に
分
か
れ
る
。

第
二
節

D
 

「
感
性
的
世
界
」
と
「
道
徳
的
世
界
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
第
一
に
は
、
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
が
あ
る
。

『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
か
ら
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
へ
の
変
化

以
上
の
よ
う
に
一
八

0
二
年
ま
で
の
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
世
界
」
概
念
の
変
化
を
辿
る
と
き
、
も
っ
と
も
目
に
つ
く
変
化
は
、

自
我
に
つ
い
て
も
、

ま
ず
、
世
界
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
、

『
知
識
学
の
叙
述
』
(
-
八

0
1
／

0
二）

定
さ
れ
て
い
な
い
自
我
の
形
式
で
あ
り
、

「
自
我
性
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、

『
知
識
学

l, 6,
 

311)
と
呼
ば
れ

『
新
し
い
方
法
に
よ

「
叡
知
界
」
に
「
理
性
の
塊
」

『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
で
の



て
「
叡
知
界
」
を
演
繹
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

は
、
そ
れ
以
前
の
「
叡
知
界
」
の
概
念
が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
感
性
界
に
お
け
る
行
動
は
非
我
を
前
提
す
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
行
動
に
よ
っ
て
非
我
を
克
服
し
て
「
叡
知
界
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
合
理
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

と
考
え
る
よ
う
に
変
わ
る
こ
と
は
、

新
し
い
「
叡
知
界
」
は
、
感
性
界
に
お
け
る
行
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
先
の
よ
う
な
矛
盾
は
な
い
。

但
し
、

「
私
は
私
を
直
接
に
意
識
す
る
」
と

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
講
義
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
講
義

フ
ィ
ヒ
テ
が
こ
の
講
義
か
ら
、
感
性
界
で
の
行
動
の
目
標
の
実
現
は
あ
く
ま
で
も
感
性
界
の
出
来
事
で
あ
る

い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
を
自
ら
先
取
り
し
て
修
正
し
て
い
る
と
言
え
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
以
前
の
「
叡
知
界
」
を
放
棄
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
新
し
い
意
味
の
「
叡
知
界
」
を
導
入
し
た
。
そ
れ
は

一
八

0
一
年
五
月
三
十
一
日
付
の
シ
ェ
リ
ン
グ
宛
の
書
簡
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
）
は
原
理
に
お
い
て
欠
け
る
と
こ
ろ
は
全
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、

ま
だ
完
成
に
い
た
っ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で

す
。
す
な
わ
ち
最
高
の
綜
合
、
精
神
世
界
の
綜
合
が
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
す
。
こ
の
綜
合
を
ま
さ
に
な
そ
う
と
し
た
と

(

1

)

 

き
、
人
々
は
ま
さ
に
無
神
論
と
呼
ん
だ
の
で
す
」
（
声
-
5
,

4
5
)
 
(
括
弧
内
は
引
用
者
付
記
）
。
こ
こ
で
言
う
「
精
神
世
界
」
は
「
叡
知

界
」
の
こ
と
で
あ
り
、

「
こ
の
綜
合
の
準
備
」
に
あ
た
る
の
が
、

(

2

)

 

で
採
用
し
た
「
新
し
い
方
法
」
の
最
も
目
に
つ
く
新
し
さ
は
、
理
論
的
部
分
と
実
践
的
部
分
を
分
け
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
が
、

そ
も
そ
も
彼
が
そ
の
よ
う
な
新
し
い
方
法
を
採
用
し
た
理
由
は
、
認
識
と
行
為
の
「
循
環
」
を
記
述
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
も
の
と
し

で
は
、
ど
の
様
な
仕
方
で
こ
の
叡
知
界
が
演
繹
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

何
故
だ
ろ
う
か
。

判
す
る
と
き
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
最
初
に
、

「
知
識
学

ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ソ
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
の
道
徳
論
を
批

26

の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
か
ら
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
へ
の
「
叡
知
界
」
の
意
味
変
化
で
あ
る
。
こ
の
変
化
の
理
由
の
一
っ
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さ
れ
た
純
粋
意
志
」
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

れ
た
純
粋
意
志
」
の
「
現
象
」
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、

「
取
り
出
し
」
に
よ
っ
て
「
叡
知
界
」
で
の
個
人
と

1
7
7
)
 1
1

「
理
性
の
国
の
塊

(
d
a
s

M
a
s
s
e
 
d
e
s
 

い
う
「
直
接
的
意
識
」

1
1

「
知
的
直
観
」
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
講
義
を
始
め
る
。
こ
の
知
的
直
観
ほ
、

一
切
の
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
構
成
形
式
に
す
ぎ
ず
、
ま
だ
現
実
的
意
識
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
実
的
意

識
の
成
立
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
「
循
環
」
が
生
じ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
行
為
は
目
的
概
念
を
前
提
し
、
目
的
概

念
は
客
体
認
識
を
前
提
し
、
客
体
認
識
は
現
実
的
感
情
を
前
提
し
、
現
実
感
情
は
行
為
を
前
提
す
る
、
と
こ
ろ
が
行
為
は
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
目
的
概
念
を
前
提
し
、
•
…
•
•
以
下
同
様
に
、
前
提
の
「
循
環
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
(
V
g
l
.

の
成
立
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
循
環
」
を
ど
こ
か
で
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
循
環
を
、
切
り
詰
め

て
、
感
情
と
行
為
の
循
環
と
し
て
捉
え
、

か
つ
「
惑
情
は
制
約
性
で
あ
り
、
行
為
は
自
由
で
あ
る
」
と
す
る
と
、

「
綜
合
」
が
「
最
初
の
自
己
意
識
」
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
循
環
を
回
避
で
彦
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

た
絶
対
的
当
為
」
が
、
こ
の
自
由
と
制
約
性
の
「
綜
合
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
「
規
定
さ
れ
た
絶
対
的
当
為
」
は
「
規
定
さ

「
規
定
さ
れ
た
純
粋
意
志
」
は
「
最
高
の
規
定
可
能
な
も
の
」
と
し
て
の

「
純
粋
意
志
」

(
Z
-2, 
1
4
5
)
 11

「
理
性
の
塊

(
V
e
r
n
u
n
f
t
11 M
a
s
s
e
)
」（
N
-
2
,

域」

(
Nー

2"

1
4
1
)
 11

「
叡
知
界
」

(ibid.)

の
中
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
自
我
性
」
と

Z
ー

2"

1
2
8
f
f
)
0

白
口
己
意
識

自
由
と
制
約
性
の

「
規
定
さ
れ

V
e
r
n
u
n
f
t
r
e
i
c
h
s
)
」（
ibid.)
11

「
理
性
的
存
在
者
の
国
」

(ibid.)
11

「
理
性
の
国
」

C
N
-
2
,

1
7
6
)
 11

「
精
神
的
な
も
の
の
塊
、
領

始
め
に
「
理
性
の
塊

(
V
e
r
n
u
n
f
t11 M
a
s
s
e
)
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
の
「
取
り
出
し

(
H
e
r
a
u
s
g
r
e
i
f
e
n
)
」
に
よ
っ
て
「
規
定

「
叡
知
界
」
で
の
「
取
り
出
し
」
が
感
性
化
さ
れ
た
も
の
が
、
他
者
か
ら
の

「
自
由
な
行
為
へ
の
促
し

(
A
u
f
f
o
r
d
e
r
u
n
g
)
」
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
「
促
し
」
の
認
識
と
し
て
「
最
初
の
自
己
意
識
」
が

成
立
す
る
。
こ
れ
は
「
規
定
さ
れ
た
当
為
」
の
認
識
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、



「
促
し
」
に
よ
っ
て
「
感
性
界
」
で
の
個
人
と
し
て
の
自
我
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
同

こ
の
よ
う
な
感
性
界
と
叡
知
界
の
関
係
は
、

カ
ン
ト
の
そ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
。
カ
ン
ト
と
同
様
に
フ
ィ
ヒ
テ
も
ま
た
「
精
神
界
は

我
々
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
推
論
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
」

(
Wー

2
,

103)
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

第
一
に
、
も
し
カ
ン
ト
の
叡
知
界
に
物
自
体
が
属
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

義
で
「
非
我
」
が
現
象
の
背
後
に
あ
る
物
自
体
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

礎
』
と
の
重
要
な
差
異
で
あ
る
。

(
A
c
c
i
d
e
n
s
)

で
あ
る
。
観
念
論
は
本
来
非
我
を
も
た
な
い
。
む
し
ろ
非
我
は
、
自
我
を
見
る
特
殊
な
仕
方
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
仕
方
で
は
、
観
念
論
は
知
的
直
観
に
於
て
、
自
我
を
動
的
な
も
の
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
れ
は
彼
に
と
っ
て
自
我
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
う
―
つ
の
他
の
仕
方
で
は
、
観
念
論
は
知
的
直
観
に
於
て
、
自
我
を
静
止
し
た
も
の
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
れ
が
彼
に
と

(

3

)

 

っ
て
非
我
で
あ
る
」

(
N
-
2
,
4
0
)
。

第
二
に
、
も
し
（
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
解
釈
に
確
信
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
カ
ソ
ト
の
叡
知
界
に
属
し
て
い
る
可
想
体
と
し
て

の
自
我
が
、
実
体
的
な
存
在
II
自
我
自
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
で
も
フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
と
は
異
な
る
。
非
我
自
体
が
否

定
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
自
我
自
体
も
否
定
さ
れ
る
。

B
 

じ
事
柄
の
表
裏
に
す
ぎ
な
い
。

28

し
て
の
自
我
が
成
立
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
と
は
異
な
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
講

『
全
知
識
学
の
基

「
非
我
は
自
我
の
も
う
―
つ
の
見
方
で
あ
る
。
…
・
・
・
観
念
論
で
は
、
非
我
は
単
な
る
―
つ
の
偶
有
性

「
非
我
は
即
自
的
に
は
無
で
あ
る
。
あ
る
い
は
物
自
体
は
無
で
あ
る
。
行
為
と

「
叡
知
界
」
の
内
容
、
カ
ン
ト
の
「
叡
知
界
」
と
の
差
異
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と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、

う
な
主
張
の
背
後
に
は
、

フィヒテにおける「世界」概念の変化

を
、
彼
は
「
知
識
学
の
中
心
命
題
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
実
践

「
知
識
学
の
中
心
命
題
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
全
て
の
存
在
は
生
み
出

観
や
意
識
の
背
後
に
そ
の
担
い
手
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
西
洋
の
存
在
論
の
歴
史
の
中
に
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
を
考
え
る
と
き
に
、
決
定
的
な
論
点
と

な
る
。
彼
は
、
存
在
論
と
し
て
実
体
の
第
一
次
性
を
批
判
し
て
、
作
用
な
い
し
行
為
の
第
一
次
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

さ
れ
た
も
の
、
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
て
の
存
在
の
根
底
に
あ
る
知
性
は
、
如
何
な
る
存
在
で
も
な
く
、
純
粋
な
活
動
性
で
あ

る
。
神
性
も
ま
た
知
性
と
同
様
に
純
粋
な
活
動
性
で
あ
る
。
た
だ
、
神
性
は
把
握
的
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」
(
=
-
4
,
 
2
4
0
)
。
こ
の
よ

「
で
あ
る
」
論
理
の
社
会
か
ら
「
す
る
」
論
理
の
社
会
へ
の
移
行
と
い
う
歴
史
的
な
背
景
や
、

宿
命
論
を
批
判
し
て
自
由
を
確
保
し
た
い
と
い
う
実
践
的
関
心
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

ス
。
ヒ
ノ
ザ
の

的
な
情
熱
の
人
で
あ
る
に
劣
ら
ず
論
理
の
人
で
あ
っ
て
、
単
に
情
熱
や
関
心
を
秘
め
な
が
ら
そ
れ
に
論
理
的
な
表
現
を
与
よ
う
と
す
る

一
方
で
情
熱
や
関
心
を
秘
め
な
が
ら
も
、
他
方
で
は
結
果
を
顧
み
ず
に
あ
く
ま
で
も
論
理
に
つ
き
従
っ
て

「
事
行
」
の
説
明
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
（
参
照
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』

I
 

-
4
,
 
2
2
5
)
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
場
合
、
知
的
直

フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
は
「
行
為
の
直
観
」

N
,
2
 

の
関
係
に
お
い
て
の
み
非
我
は
何
か
で
あ
る
。
•
•
…
•
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
自
我
自
体
も
、
非
我
と
の
関
係
な
し
に
は
、

つ
ま
り
行
為
を

介
し
た
相
互
作
用
な
く
し
て
は
、
存
在
せ
ず
、
単
な
る
理
念
で
あ
る
」

(
N
-
2
,
5
5
)
。
も
っ
と
言
え
ば
「
自
我
と
非
我
は
、

観
念
論
に
と
っ
て
根
源
的
に
は
、
意
識
を
説
明
す
る
た
め
の
我
々
の
思
惟
の
単
な
る
形
式
に
す
き
な
い
」

(
N
-
2
,
5
5
)
。
で
は
、
「
自

我
」
と
い
う
形
式
で
説
明
さ
れ
る
「
意
識
」
自
体
は
ど
の
様
な
も
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
も
基
本
的
に
、
知
的
直
観
で

あ
る
。
こ
の
「
知
的
直
観
」
は
、

3
1
)

。
と
い
う
の
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
体
系
に
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い

(
v
g
l
.

カ
ン
ト
の
批
判
す
る
知
的
直
観
は
「
存
在
の
直
観
」
で
あ
る
が
、

批
判
的
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「
貴
方
が
絶
対
的
意
識
、
す
な
わ
ち

A
を
措
定
す
る
と
し
ま
す
。
す

a
 

る
と
、
こ
の
意
識
の
う
ち
に
は
、
規
定
可
能
な
も
の
と
し
て
の
意
識
の
形
式
B
と
、
意
識
の
規
定
性
C
が
存
在
し
、

B
ー

＋

ー

C
と
な

る
。
そ
こ
で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
一
―
―
つ
の
意
識
を
区
別
し
て
い
る
。

れ
は
で
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
意
識
の
背
後
に
意
識
す

(

4

)

 

る
も
の
（
実
体
と
し
て
の
自
我
）
を
想
定
す
る
と
、
自
己
意
識
の
成
立
を
説
明
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、

カ
ン
ト
の
叡
知
界
と
の
違
い
で
も
っ
と
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
叡
知
界
に
属
す
る
可
想
体
と
し
て
の
自

我
は
、
す
べ
て
個
人
と
し
て
の
自
我
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、

そ
こ
か
ら
個
人
の
「
取
り
出
し
」
が
行
わ
れ
る
「
理
性
の
塊
」
な
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

知
界
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
知
的
直
観
は
直
接
に
そ
れ
だ
け
で
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
思
惟
11
作
用
の
中

で
の
み
考
え
ら
れ
る
」

(
Wー

2
"

1
3
3
)

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
知
的
直
観
」
も
ま
た
、
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』

で
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
個
人
性
に
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
我
で
は
な
い
。

「
理
性
の
塊
」
を
『
知
識
学
の
新
し
い
叙
述
の
試
み
』
で
の
「
理
念
と
し
て
自
我
」
と
等
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ

「
理
念
と
し
て
の
自
我
」
は
諸
個
人
が
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
理
性
の
塊
」
は
個
人

に
ま
で
規
定
さ
れ
る
以
前
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
「
理
性
の
塊
」
は
同
じ
く
個
人
に
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
「
知
的

直
観
」
と
同
じ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
講
義
で
は
、
こ
の
点
が
非
常
に
曖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
、
先
に
引
用
し
た
一
八

0
一
年
五
月
―
―
-
+
―
日
付
の
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ン
グ
ヘ
の
書
簡
か
ら
、

の
第
一
次
性
を
と
る
の
に
も
、
論
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
知
的
直
観
」
と
「
理
性
の
塊
」
と
が
別
物
で
あ
る
と
判

こ
の

徹
底
的
に
思
考
す
る
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
思
考
は
常
に
大
変
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
り
、
時
に
常
軌
を
逸
し
た
も
の
に
な
る

が
、
し
か
し
そ
の
点
が
ま
た
彼
の
哲
学
の
魅
力
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
実
体
の
第
一
次
性
を
批
判
し
て
、
作
用
な
い
し
行
為

フ
ィ
ヒ
テ
の
叡
知
界
に
は
、
個
人
と
し
て
の
自
我
の
み
で
な
く
、

「
知
的
直
観
」
も
こ
の
叡

と
こ
ろ
で
、
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『
知
識
学
の
叙
述
』
で
は
、

A 

「
戯
知
界
」
の
変
化
の
理
由
、
他
者
論
の
変
化

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
か
ら
『
知
識
学
の
叙
述
』
へ

が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
次
節
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

り
ま
す
。
そ
し
て
絶
対
的
意
識
の
う
ち
で
、

C
か
ら

B
へ
の
観
念
的
な
移
行
と
、

こ
の
法
則
は
、

つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
規
定
さ
れ
た
（
個
人
的
な
）
意
識

[
C
]
を
も
つ
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
反
対
も
同
様
で
す
。

(

5

)

 

ま
さ
に
有
限
性
の
根
本
法
則
で
あ
り
、
こ
の
交
替
点
が
有
限
性
の
立
脚
点
な
の
で
す
」
（
芦
ー
5
,

4
7
)
 
(
[
 J

内
は
引
用

者
の
付
記
）
。
こ
こ
か
ら
、
我
々
は
、
先
の
講
義
で
の
知
的
直
観
は
、
こ
こ
で
の
絶
対
的
意
識
A
に
対
応
し
、
個
人
と
し
て
の
自
我
は

意
識
C
に
対
応
し
、

塊
」
と
い
う
概
念
は
ま
だ
曖
昧
な
ま
ま
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、

念
は
消
失
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
緯
を
次
に
見
よ
う
。

な
お
、

第
三
節

B
か
ら
C
へ
の
実
在
的
な
、
と
は
い
え
形
式
か
ら
み

…
…
我
々
は
規
定
可
能
な
意
識
（
有
限
な
理
性
の
普
遍
的
な
意
識
)

[

B

]

「
理
性
の
塊
」
は
意
識
B
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
理
性
の

し
か
し
次
に
み
る
『
知
識
学
の
叙
述
』
で
は
こ
の
概

カ
ン
ト
の
「
叡
知
界
」
と
の
第
四
の
差
異
と
し
て
「
神
」
と
「
叡
知
界
」
の
関
係
の
違
い
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

「
理
性
の
塊
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
個
人
と
し
て
の
自
我
の
「
取
り
出
し
」
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
叡
知
界
は
専
ら
「
理
性
存
在
者
達
の
体
系
」

11

「
諸
知
性
の
体
系
」
と
規
定
さ
れ
、
諸
個
人
と
し
て
の
自
我

の
相
互
作
用
が
重
要
な
主
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
た
め
の
対
他
者
関
係
は
、
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』

て
の
み
記
述
可
能
な
移
行
と
が
写
し
出
さ
れ
ま
す
。

を
も
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の
循
環
は
「
勝
義
の
知
覚
」
な
る
も
の
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
理
性
を
欠
い
た
世
界
の
知
覚
（
感
性
界
で
の
知
覚
、

で
の
よ
う
に
八
促
す
者
ー
促
さ
れ
る
者
＞
と
い
う
一
方
的
な
関
係
で
は
な
い
。

約
さ
れ
て
の
み
あ
り
、
他
の
現
実
的
に
自
己
を
外
化
す
る
自
由
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
を
現
実
的
に
外
化
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
他
の

全
て
の
知
覚
の
原
理
と
し
て
の
知
の
知
、
自
己
知
覚
の
条
件
は
、
個
人
の
自
由
な
外
化
の
他
に
、
他
の
自
由
な
外
化
が
知
覚
さ
れ
、

そ
の
外
化
を
介
し
て
他
の
自
由
な
実
体
が
感
性
界
の
中
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
自
由
な
行
為
の
現
実
的
な
外
化
に
よ
る
相

互
作
用
が
、
全
て
の
知
の
条
件
で
あ
る
」

(
I
T
-
6
,
 
3
0
5
)
。
し
か
も
、
こ
の
他
者
と
の
相
互
的
な
関
係
は
、
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識

学
』
で
の
よ
う
に
自
己
意
識
の
成
立
の
時
点
に
限
ら
ず
、
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

己
を
外
化
す
る
自
由
の
一
定
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
制
約
さ
れ
て
お
り
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
現
実
的
に
規
定

さ
れ
た
知
が
生
じ
る
各
瞬
間
に
お
い
て
、
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
(
『
'
6
,

3
0
5
)
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
も
は
や
、
『
新
し

、

、

、

、

、

、

い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
よ
う
に
最
初
の
自
己
意
識
や
最
初
の
認
識
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
最
初
の
自
己
意
識
と
し
て
の
「
促
し
」
の
認
識
に
対
応
す
る
も
の
を
捜
す
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
「
勝
義
の
知
覚
」
＂
＂

「
普
遍
的
知
覚
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
認
識
と
行
為
の
循
環
は
「
促
し
」
の
認
識
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ

客
体
認
識
）
と
自
由
の
知
覚
（
叡
知
界
で
の
知
覚
、
自
由
な
行
為
の
知
覚
）
、
後
者
は
前
者
の
観
念
根
拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者

に
よ
っ
て
知
が
生
じ
る
か
ら
。
…
…
自
由
の
知
覚
は
没
理
性
的
な
世
界
の
知
覚
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
前
者
の
実
在
根

拠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
の
知
覚
が
自
由
に
実
在
的
行
為
の
可
能
性
を
与
え
る
か
ら
。
…
…
勝
義
の
知
覚
は
、
死
せ
る
世
界
の
知

覚
で
も
、
自
由
の
知
覚
で
も
な
く
、
不
可
分
性
と
対
立
に
お
け
る
両
者
の
知
覚
で
あ
る
。
そ
の
対
象
、
宇
宙
は
、
即
自
的
に
は
―
つ
で

あ
り
対
立
し
て
い
な
い
が
、

し
か
し
現
象
に
か
ん
し
て
感
性
界
と
叡
知
界
へ
分
か
れ
る
の
で
あ
る
」
(
=
-
6
,
 
3
0
3
)
 

(
括
弧
内
は
引
用

「
全
て
の
知
は
、
現
実
的
に
自

「
自
由
は
、
自
由
と
し
て
は
、
他
の
自
由
に
よ
っ
て
制
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者
の
付
記
）
。
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
、
感
性
界
に
お
け
る
「
促
し
」
の
認
識
と
叡
知
界
に
お
け
る
「
取
り
出
し
」
は
、

表
裏
の
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
文
字
通
り
―
つ
の
も
の
、

か
も
、
こ
れ
は
最
初
の
自
己
意
識
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
自
己
意
識
が
成
立
し
て
い
る
限
り
恒
常
的
に
存
在
す
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い

の
は
、
こ
の
「
勝
義
の
知
覚
」
が
単
に
個
別
的
な
知
覚
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
普
遍
的
な
知
覚
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

由
は
実
在
的
作
用
の
根
拠
で
あ
る
べ
き
だ
が
、

し
か
し
私
は
全
て
の
知
る
者
達
と
の
相
互
作
用
の
外
で
は
実
在
的
で
は
な
い
、
以
上
の

こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
自
由
の
知
覚
（
勝
義
の
知
覚
）
は
、
単
に
個
人
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
へ
容
易
に
転
換
す
る

の
で
あ
る
」
(

I

ー

6
"

3
0
3
)
 
(
括
弧
内
引
用
者
）
。

「
理
性
の
塊
」
は
「
個
入
と
し
て
の
諸
知
性
の
体
系
」

「
意
識
B
」
は
、

『
知
識
学
の
叙
述
』

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
「
理
性
の
塊
」
は
、

つ
ま
り
、
他
者
と
の
相
互
作
用
を
重
視
す
る
が
故
に
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
「
理
性
の
塊
」
は
、
ど
う
し
て
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

シ
ェ
リ
ン
グ
ヘ
の
先
の

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
と
『
知
識
学
の
叙
述
』
の
内
容
の
対
応
関
係
を
ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
て
く
れ
る
。

「
意
識
C
の
全
体
は
そ
れ
自
身
、
意
識
A
の
客
体
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
意
識
C
は
、
そ
れ
が
意
識
A
と
い
う
根
源
的
な
形
式
の

う
ち
に
存
在
す
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
絶
対
的
な
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
意
識
C
と
い
う
こ
の
閉
じ
た
全
体

が
再
び
意
識
A
の
な
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
精
神
世
界
の
体
系
（
上
の
意
識
B
)
が
与
え
ら
れ
、
八
個
々
人
の
分
断
的
在
り
方
＞

先
に
見
た
よ
う
に
、

の
実
在
根
拠
が
把
握
さ
れ
な
い
ま
ま
に
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
、
万
人
の
理
念
的
な
紐
帯
で
あ
る
神
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
、
私

(

6

)

 

が
叡
知
界
と
呼
ぶ
も
の
な
の
で
す
」
(

l

=

-
5
,
 
4
8
)

。

こ
の
書
簡
で
の
「
意
識
B
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ま
引
用
し
た
箇
所
に
よ
れ
ば
、

で
の
「
個
人
と
し
て
の
諸
知
性
の
体
系
」
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

書
簡
の
続
き
の
部
分
が
、

で
は
、

「
普
遍
的
知
覚
」
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
私
の
自

「
勝
義
の
知
覚
」
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
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こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
が
、

れ
と
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
）

れ
て
い
る
の
で
、

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
も
同
様
に
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

（
こ
の
「
神
」
概
念
が
、

カ
ン
ト
の
そ

へ
の
我
々
の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』

（
一
七
九
八
）
で
は
、
「
生
き
て
働
く
道
徳
的
秩
序
自
身
が
神
で
あ
る
」

り
重
要
な
の
は
「
神
」
概
念
の
変
化
で
あ
る
。

B

関
係
主
義
の
ア
ポ
リ
ア
か
ら
第
三
項
と
し
て
の
神
へ

の
変
化
は
、

に
変
容
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

「
個
人
と
し
て
の
諸
知
性
の
体
系
」
の
中
か
ら
「
個
人
と
し
て
の
知
性
」
の
「
取
り
出
し
」
が

し
」
が
行
わ
れ
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
と
し
て
の
自
我
が
存
続
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
知
の
成
立
条
件

と
し
て
の
他
者
と
の
相
互
作
用
を
恒
常
的
な
も
の
と
考
え
る
、
と
い
う
他
者
論
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。

へ
の
「
叡
知
界
」
の
内
容

一
方
的
な
対
他
関
係
か
ら
相
互
的
な
対
他
関
係
へ
と
い
う
他
者
論
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
だ
と
言
え
る
。

さ
て
、
こ
の
二
つ
の
知
識
学
に
お
け
る
違
い
は
他
者
論
の
変
化
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
の
知
識
学
の
変
化
を
考
え
る
と
き
に
、

(

I

 

-
5
,
 
3
5
4
)
 

神
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
講
義
で
神
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
な
い
の
は
、

よ

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
は
、
神
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
講
義
(
-
七
九
八
／
九
九
年
の
冬
学
期
）
の
直
前
に
発
表
さ
れ
た
論
文
、
無
神
論
論
争
の
発
端
に
な
っ
た
論
文
『
神
的
世
界
統
治

と
さ

お
そ
ら
く

「
神
」
概
念
に
一
定
の
規
定
を
与
え
る
よ
う
な
言
葉
の
使
用
を
積
極
的
に
は
支
持
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
無
神
論
と
い
う
批
判
に
答
え
て
書
か
れ
た
『
ザ
ク
セ
ン
選
定
候
国
政
府
の
没
収
訓
令
に
よ
っ
て
彼
に
帰
せ
ら
れ
た

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
か
ら
『
知
識
学
の
叙
述
』

行
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

一
回
限
り
の
「
取
り
出
し
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
恒
常
的
に
繰
り
返
し

「
取
り
出
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（
一
七
九
九
）
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、

か
れ
は
「
神
」
を
次
の
よ
う
に

言
う
。
「
（
理
性
の
尊
厳
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
）
人
間
が
、
他
の
人
々
と
こ
れ
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
、

か
の
（
道

徳
的
）
秩
序
の
自
己
お
よ
び
自
己
の
行
為
に
対
す
る
様
々
の
関
係
を
、
現
存
し
て
い
る
存
在
者

(ein
e
x
i
s
t
i
e
r
e
n
d
e
s
 
W
 
e
s
e
n
)
ー
—
ー

彼
は
こ
れ
を
お
そ
ら
く
神
と
名
づ
け
る
だ
ろ
う
ー
|
と
い
う
概
念
の
も
と
に
ま
と
め
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
悟
性
の
有
限
性

の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
し
彼
が
そ
の
概
念
を
、
直
接
に
彼
の
内
心
に
啓
示
さ
れ
る
、
超
感
性
界
の
彼
に
対
す
る
諸
関
係

を
こ
の
よ
う
に
総
括
す
る
た
め
だ
け
に
し
か
利
用
し
な
い
な
ら
ば
、
害
に
は
な
ら
な
い
」
(

I

ー5
"

4
2
8
)
 
(
傍
点
と
括
弧
内
は
引
用
者

の
付
記
）
。
こ
の
時
期
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
神
」

11

「
絶
対
者
」
に
つ
い
て
の
規
定
を
認
め
な
い
。

か
な
る
存
在
で
も
な
け
れ
ば
、
知
で
も
な
く
、
存
在
と
知
と
の
同
一
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
無
差
別
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な

(

7

)

 

く
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
第
二
の
言
葉
は
、
こ
の
も
の
を
歪
め
る
も
の
な
の
で
す
」
（
芦
ー
5
,

113, 
V
g
l
.
 

=
 
-
6
,
 
1
4
3
f
)
)

。

『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
も
、
敢
え
て
言
え
ば
「
叡
知
界
」

1
1

「
理
性
的
存

在
者
達
の
体
系
」

11

「
神
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
知
識
学
の
叙
述
』
で
は
、
「
神
」
は
「
叡
知
界
」
の
根
拠
II
「
理
性
的
存
在
者
達

「
互
い
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
諸
知
性
の
閉
じ
た
体
系
と
い
う
こ
の
理
念
の
根
拠
は
ど
ん
な
も

の
か
。
：
・
・
・
・
知
を
絶
対
的
に
制
約
し
て
い
る
絶
対
的
存
在
で
あ
り
、
ー
~
両
者
（
知
と
絶
対
的
存
在
）
の
絶
対
的
相
互
作
用
で
あ
る
」

(= -6
,
 
3
1
7
)
。
こ
こ
で
い
う
「
絶
対
的
存
在
」
と
は
「
絶
対
者
」

1
1

「
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
神
は
全
現
象
界
の
叡
知
的
根
拠
で
あ

る
」
(
=
-
6
,
 
3
1
9
)

。

こ
の
よ
う
な
「
神
」
概
念
の
変
化
の
理
由
は
、

の
体
系
」
の
根
拠
II
「
神
」
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
に
し
ろ
、

る
無
神
論
的
言
説
に
関
し
て
公
衆
に
訴
え
る
』

お
そ
ら
く
こ
う
で
あ
る
。
叡
知
界
を
理
性
的
存
在
者
の
相
互
作
用
の
世
界
と
見
な
す

「
絶
対
的
な
も
の
そ
れ
自
身
は
、

し、



も
の
と
し
て
措
定
せ
よ
。
こ
の
体
系
は
、
自
己
内
で
有
機
的
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
各
人
の
存
在
は
、
残
り
の
全
て
の
人
と
の
相
互
作

用
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
逆
で
も
あ
る
。
…
…
各
人
は
残
り
の
人
々
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、

規
定
は
何
処
か
ら
始
ま
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
永
遠
の
循
環

(
K
r
e
i
s
g
a
n
g
)

で
あ
り
、
そ
こ
に
留
ま
る
し
か
な
い
。
：

．．．． 
存
在

を
他
の
も
の
か
ら
永
遠
に
借
り
つ
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
最
終
的
に
は
、
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
存
在
す
る
一
者
に
、

到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
=
-
6
,
 
2
4
9
)
。
こ
の
「
自
己
の
能
力
に
よ
っ
て
存
在
す
る
一
者
」
は
「
神
」
に
相
当
す
る
。
フ
ィ
ヒ

テ
は
、
全
て
の
も
の
が
相
互
的
な
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
相
互
作
用
だ
け
で
は
全
体
は
維
持
で
き
ず
、
全
体
を

(

8

)

 

支
え
る
第
三
項
と
し
て
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
フ
ィ
ヒ
テ

が
「
神
」
概
念
を
変
更
し
た
理
由
は
、
道
徳
的
秩
序
つ
ま
り
理
性
的
存
在
者
達
の
相
互
作
用
は
、
第
一
二
項
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い

と
こ
ろ
で
、

さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
存
在
論
に
お
い
て
、
実
体
の
第
一
次
性
を
否
定
し
、
作
用
な
い
し
行
為
の

第
一
次
性
を
ハ
ッ
キ
リ
と
自
覚
的
に
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
、
関
係
の
第
一
次
性
を
主
張
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
関

係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
実
体
性
と
因
果
性
と
相
互
作
用
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で

「
実
体
性
は
、
因
果
性
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
…
…
因
果
性
も
ま
た
、
実
体
性
な
し
に
は
考

え
ら
れ
な
い
。
因
果
性
と
実
体
性
の
綜
合
は
、
相
互
作
用
の
中
で
一
緒
に
考
え
ら
れ
る
。
相
互
作
用
は
、
必
然
的
に
そ
の
両
者
（
因
果

性
と
実
体
性
）
の
統
一
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
相
互
作
用
の
範
疇
は
、
諸
範
疇
の
範
疇
で
あ
る
」

(
N
,
2
"

2
2
9
)
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
関
係
の
存
在
論
的
な
第
一
次
性
を
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
互
作
用
の
第
一
次
性
の
主
張
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

36

と
ぎ
‘
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。

「
宇
宙
を
、
そ
れ
自
身
で
閉
じ
た
個
別
的
存
在
者
の
体
系
か
ら
な
る
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す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

る
。
こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
は
、

「
こ
の
一
者
が
全
て
の
項
（
諸
個
人
）
を
も
っ

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
相
互
作
用
は
常
に
第
三
項
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
次
に
は
、
こ
の
相
互
作
用
と
第
三
項
と
の
関

係
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
、
も
し
こ
の
関
係
を
相
互
作
用
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
更
に
新
し
い
第
三
項
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ

フ
ィ
ヒ
テ
は
相
互
作
用
の
存
在
論
的
な
第
一
次
性
を
主
張
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
一
般
に
、
彼
は
関
係
の
第
一
次
性
を
主
張
し
て
い
な
い
、
と
ま
で
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

先
の
事
例
に
戻
る
と
、
第
三
項
で
あ
る
一
者
は
諸
個
人
と
次
の
よ
う
に
関
係
す
る
。

て
い
る
。
各
項
の
（
一
者
と
の
）
関
係
の
直
接
知
が
各
項
の
絶
対
的
存
在
で
あ
り
、
各
項
の
本
来
的
実
体
的
根
源
で
あ
る
。
こ
の
関
係

は
、
残
り
の
諸
項
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
こ
の
個
人
自
身
お
よ
び
残
り
の

全
個
人
が
こ
の
個
人
に
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
」

(
=
'
6
"

2
5
0
)
 
(
括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
）
。
こ
の
一
者
は
、
個
人
間
の
関
係
を
可
能

に
す
る
と
共
に
、
諸
個
人
の
関
係
の
成
立
と
連
動
し
て
い
る
諸
個
人
の
自
己
意
識
の
成
立
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題

は
こ
こ
で
の
一
者
と
諸
個
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
以
前
の
引
用
を
も
う
一
度
繰
り
返
そ
う
。

じ
た
体
系
と
い
う
こ
の
理
念
の
根
拠
は
な
に
か
。
知
を
絶
対
的
に
制
約
す
る
絶
対
的
存
在
自
身
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
知
と
絶
対
的
存

、
、
、
、

在
と
の
絶
対
的
相
互
作
用
で
あ
る
」

(

I
ー

6
,

3
1
7
)
 

(
傍
点
は
引
用
者
付
記
）
。
こ
こ
に
、
知
と
絶
対
的
存
在
と
の
関
係
は
、
相
互
作
用

と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
相
互
作
用
は
さ
ら
に
第
三
項
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
知
と
神
の
関

係
は
、
な
お
解
決
さ
る
べ
き
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

「
相
互
に
規
定
さ
れ
た
諸
知
性
に
よ
る
閉

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
神
的
世
界
統
治
へ
の
我
々
の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
道
徳
的
世
界
秩
序
の
根
拠
を
想
定

「
か
の
道
徳
的
世
界
秩
序
か
ら
出
て
、
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
か
ら
根
拠
へ
の
推
論
を
介
し
て
、
特
殊

な
存
在
者
を
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
の
原
因
と
し
て
想
定
す
る
根
拠
は
、
理
性
の
中
に
は
な
い
」
(

I

-
5
,
 
3
5
4
)
。
こ
こ
で
批
判
さ
れ
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八
0
四
年
の
『
知
識
学
』
で
は

D
r
u
c
h
d
r
i
n
g
u
n
g
や

と
い
う
論
理
で
解
決
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

、
、
、
、

て
い
る
の
は
、
八
根
拠
付
け
る
も
の
I
根
拠
付
け
ら
れ
る
も
の

V
と
い
う
因
果
関
係
で
「
根
拠
」
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

、
、
、
、

て
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
『
知
識
学
の
叙
述
』
に
お
い
て
、
個
人
と
神
の
関
係
を
相
互
作
用
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
一
方
で
は
確
か
に
先
に
み

、
、
、
、

た
よ
う
に
問
題
を
残
し
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
は
因
果
関
係
で
規
定
す
る
と
い
う
誤
り
の
回
避
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
と
め
に
入
ろ
う
。

よ
る
知
識
学
』

『
知
識
学
の
叙
述
』
で
は
「
絶

―
つ
の
解
答
は
、

ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
る
。
ヘ

『
知
識
学
の
叙
述
』
で
の
「
叡
知
界
」
の
内
容
変
化
は
、
他
者
と
の
相
互
作
用
論
の
導
入
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

「
神
」
概
念
の
変
化
は
、
相
互
作
用
論
か
ら
の
帰
結
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
か
ら
『
新
し
い
方
法
に

(

9

)

 

へ
の
変
化
も
ま
た
他
者
論
の
導
入
の
為
で
あ
っ
た
と
言
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

知
識
学
の
変
化
は
、
他
者
論
の
変
化
が
原
因
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
問
題
に
な
っ
て
き
た
こ
と
の
―
つ
は
、
相
互

作
用
を
存
在
論
的
に
第
一
次
的
な
も
の
と
し
て
は
主
張
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
関
係
の
第
一
次
性
を
主
張
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
批
判
に
ど
の
様
に
答
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

ー
ゲ
ル
も
ま
た
相
互
作
用
を
重
視
す
る
が
、
そ
の
際
に
生
じ
る
第
三
項
の
設
定
の
無
限
反
復
を
自
己
自
身
へ
還
帰
さ
せ
「
自
己
関
係
」

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
自
己
関
係
の
第
一
次
性
の
主
張
が
、
論
理
と
し
て
ど
こ
ま
で
整
合
的
で
あ

る
か
は
、
問
題
と
し
て
残
る
が
、
こ
れ
は
現
在
で
も
か
な
り
有
力
な
理
論
的
選
択
肢
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
後
の
フ
ィ
ヒ
テ
は
ど
の
様

な
選
択
を
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
「
相
互
作
用
」
に
か
え
て
「
貫
通

(
D
u
r
c
h
d
r
i
n
g
u
n
g
)

と
い
う
用
語
を
用
い
る
。

は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
は
「
知
的
直
観
」
を
「
相
互
作
用
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、

対
知
」

1
1

「
知
的
直
観
」
を
説
明
す
る
際
に
「
相
互
作
用
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、

通
、
融
合

(
d
a
s
a
b
s
o
l
u
t
e
 
s
i
c
h
 
D
u
r
c
h
d
r
i
n
g
e
n
,
 
u
n
d
 

D
u
r
c
h
 

「
両
者
（
自
由
と
存
在
）

フ
ィ
ヒ
テ

の
絶
対
的
自
己
貫

V
 er
s
c
h
m
e
l
z
e
n
 b
e
i
d
e
r
)
」
（
＝
＇
6
,

1
4
9
)

と
言
う
。
さ
ら
に
、

(10) 

に
よ
っ
て
、
知
と
絶
対
者
と
の
関
係
を
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ

一
七
九
四
年
か
ら
一
八

0
二
年
ま
で
の
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(

1

)

 

注
の
「
貫
通
」
は
、

「
相
互
作
用
」
の
よ
う
に
第
三
項
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
三
者
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
融
け
合
う
の
で
は
な
い
。
•
…
•
•
そ
れ
ゆ
え
に
、
綜
合
的
統
一
点
は
こ
こ
で
は
、
無
で
あ
り
、
ー
ー
知
の
中

の
絶
対
的
間
隙

(
e
i
n

a
b
s
o
l
u
t
e
r
 
H
i
a
t
u
s
)

で
あ
る
」
(
=
-
6
,
 

117)。

言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
課
題
と
し
て
留
保
し
て
お
き
た
い
。

I

ー

3
,

3
4
3

は、

フ
ィ
ヒ
テ
の
こ
の
新
し
い
論
理
は
、

界
」
の
内
容
規
定
を
も
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
貫
通
」
概
念
に
よ
っ
て
、

こ
れ
以
後
の
「
叡
知

フ
ィ
ヒ
テ
が
関
係
の
第
一
次
性
を
主
張
し
て
い
る
と

フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
の
引
用
は
、
バ
イ
エ
ル
ソ
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
を
用
い
て
引
用
文
の
後
に
示
す
。
例
え
ば
、

B
a
n
d
 3
.
 
S
.
 
3
4
3

の
こ
と
で
あ
る
。
全
集
に
な
い
も
の
は
注
に
示
す
。

『
フ
ィ
ヒ
テ
ー
シ
ェ
リ
ン
グ
往
復
書
簡
集
』
（
座
小
田
豊
、
後
藤
嘉
也
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九

0
年
）
一
四
七
頁
。
後
の
引
用

の
箇
所
で
も
、
こ
の
大
変
優
れ
た
翻
訳
を
参
考
に
し
た
。
ち
な
み
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ソ
グ
と
の
論
争
に
つ
い
て
は
す
で
に
ラ
ウ
ト
の

『
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
シ
ェ
リ
ソ
グ
ヘ
』
（
隈
元
忠
敬
訳
、
以
文
社
、
一
九
八
二
年
）
と
い
う
詳
細
な
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
点
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
シ
ェ
リ
ソ
グ
と
の
論
争
で
の
食
い
違
い
の
原
因
の
一
っ
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る

「
絶
対
」
と
「
無
限
」
の
区
別
を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
看
過
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
論
争
が
そ
れ
で
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
最
後
の
手
紙
、
フ
ィ
ヒ
テ
ヘ
の
一
八

0
二
年
一
月
二
十
五
日
付
の
手
紙
で
、
「
絶
対
者
の
量
的
な
も
の
」
に
関
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は

次
の
よ
う
に
言
う
。
「
貴
方
に
と
っ
て
こ
の
抵
的
な
も
の
は
、
貴
方
が
見
た
が
っ
て
お
ら
れ
る
私
の
『
我
が
哲
学
体
系
の
叙
述
』
の
二
十
五
節

か
ら
は
決
し
て
、
な
り
た
た
ず
、
貴
方
が
私
の
手
紙
の
中
で
、
双
対
文
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
す
。
実
は
こ
う
い
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。
『
こ
の
絶
対
的
な
も
の
は
、
個
別
的
な
も
の
に
お
い
て
は
量
的
な
差
異
と
い
う
形
式
の
も
と
で
、
全
体
的
な
も
の
に
お
い
て

は
等
し
い
無
差
別
と
い
う
形
式
の
下
で
実
在
（
現
象
）
す
る
』
と
」
（
三
-
5
,

116、
前
掲
訳
、
一
八
七
頁
）
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
『
我
が
哲
学

体
系
の
叙
述
』
の
二
十
五
節
以
後
で
は
、
絶
対
者
を
「
等
し
い
無
差
別
」

(11
「
量
的
無
差
別
」
）
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
も
は
や
フ
ィ
ヒ
テ
が
い
う
よ
う
に
絶
対
者
を
雇
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
反
論
し

R
e
i
h
e
 
1. 

「
両
者
（
自
由
な
直
観
と
存
在
）
は
、
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1

0

)

 

て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
量
的
無
差
別
は
無
限
性
で
あ
る
」
（
三
十
七
節
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
と
っ
て
は
「
無
限
性
」
は
量
的
な
概
念
で
あ
り
、
「
無
限
者
」
と
「
絶
対
者
」
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
H

リ
ソ
グ
は
互
い
の
「
無
限
性
」
概
念
の
意
味
の
違
い
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

方
法
上
の
新
し
さ
に
つ
い
て
は
ラ
ウ
ト
に
よ
っ
て
適
切
な
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

V
g
l
.

IVー

2
,

14. 

こ
こ
で
「
存
在
は
否
定
的
概
念
で
あ
る
」

(
I
l
-
4
,

3
9
)

「
存
在
は
、
非
我
の
性
格
で
あ
る
」

(ibid.)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し

て
、
後
に
『
知
識
学
の
叙
述
』
で
、
絶
対
知
の
二
つ
の
質
料
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
「
存
在
と
自
由
」
の
内
の
「
存
在
」
は
「
非
我
」
概
念
の

変
容
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

(

4

)

こ
の
点
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

D.

H
e
n
r
i
c
h
,
 
F
i
c
h
t
e
s
 
u
r
s
p
r
u
n
g
l
i
c
h
e
 
Einsicht, 
in" 
Subjektivitiit 
u
n
d
 M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 f
u
r
 W
o
l
f
g
a
n
g
 C
r
a
m
e
r
"
,
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 H
e
n
r
i
c
h
,
 1
9
6
6

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
『
フ
ィ
ヒ
テ
の
坦
g
源
的
洞
察
』
座
小
田
豊
、
小
松

恵
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
六
年
、
な
ら
び
に
拙
論
「
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
自
己
意
識
の
成
立
と
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
（
『
哲
学
論

叢
』
第
十
九
号
、
一
九
八
八
年
）
の
参
照
を
求
む
。

前
掲
訳
、
一
四
九
、
一
五

0
頁。

前
掲
訳
、
一
―
―
頁
。
ラ
ウ
ト
の
調
べ
に
よ
る
と
『
知
識
学
の
叙
述
』
が
書
か
れ
た
の
は
一
八

0
二
年
で
あ
る
か
ら

(
V
g
l
.
Il
ー

6
,

1
2
8
)

、

こ
の
書
簡
の
あ
と
で
あ
る
。

前
掲
訳
、
一
八
四
頁
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
も
同
様
の
論
理
を
述
べ
て
い
る
。
「
私
を
意
識
す
る
た
め
に
は
、
私
は
自
由
に
行
為
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
行
為
の
概
念
の
企
投
な
し
に
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
自
由
に
選
択
す
る
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば
、
私
は
多
様
な
も
の
を
も
た
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
多
様
性
（
多
様
体
）
は
対
立
可
能
性
（
対
立
可
能
体
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

意
識
が
生
じ
る
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
多
様
な
も
の
の
中
で
、
全
て
の
も
の
が
対
立
し
て
い
て
は
い
け
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
何
も
な
く
な

る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
な
に
か
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ボ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
は
何
か
。
」
(

I
ー

4
,
5
8
)

こ
の
こ
と
の
よ
り
詳
し
い
証
明
は
、
拙
論
「
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
他
者
論
」
（
『
哲
学
論
叢
』
第
十
六
号
、
一
九
八
五
年
）
の
参

照
を
求
む
。

実
は
、
先
に
引
用
し
た
知
と
絶
対
者
の
「
絶
対
的
相
互
作
用
」
の
箇
所
は
、
小
フ
ィ
ヒ
テ
の
版
で
は
「
両
者
の
絶
対
的
相
互
貫
通

(
e
i
n
e

(

9

)

 

(

7

)

 

(

8

)

 

(

5

)

 

(

6

)

 

(

2

)

 

(
3
)
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付
記

a
b
s
o
l
u
t
e
 W
e
c
h
s
e
l
d
r
u
c
h
d
r
i
n
g
u
n
g
 b
e
i
d
e
r
)
」
（
F
i
c
h
t
e
,
F
i
c
h
t
e
s
 
W
e
r
k
e
,
 h
r
s
g
.
 
v
o
n
 
I• 

H. F
i
c
h
t
e
,
 
W
a
l
t
e
r
 d
e
 G
r
u
y
t
e
r
,
 

1
9
7
1
,
 
B
d
.
 
II, 
S
.
 
1
5
3
)

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
は
、
ラ
ウ
ト
編
集
の
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
に
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
小
フ

ィ
ヒ
テ
の
追
加
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
「
相
互
作
用
」
よ
り
も
「
相
互
貫
通
」
の
方
が
、
『
知
識
学
の
叙
述
』

を
よ
り
首
尾
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
我
々
と
し
て
は
ラ
ウ
ト
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
ク
リ
テ
ィ

ー
ク
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
論
文
ほ
、
フ
ィ
ヒ
テ
協
会
第
五
回
大
会
（
一
九
八
八
年
十
二
月
）
の
シ
ソ
ボ
ジ
ウ
ム
（
テ
ー
マ
「
自
我
と
世
界
」
）
で
の
発
表
の
前
半

部
分
に
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
大
阪
大
学
文
学
部
助
手
）




