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鏡
に
映
る
像
を
見
て
そ
れ
を
鏡
面
の
背
後
の
虎
焦
点
に
よ
っ
て
説
明
す
る
人
は
鏡
の
裏
に
当
の
物
体
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
ベ
ー
コ

ン
が
「
知
は
力
」
と
言
い
、
デ
カ
ル
ト
が
幸
福
の
た
め
に
自
然
の
利
用
を
説
い
て
以
来
我
々
は
何
を
得
、
何
を
失
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

(
1
)
 

「
自
然
を
破
壊
す
る
科
学
は
真
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
本
書
ほ
科
学
を
椴
念
に
よ
る
認
識
と
し
て
規
定
し
て
、
概
念
に
よ
る
方
法

と
自
然
科
学
の
対
象
で
あ
る
概
念
と
し
て
の
自
然
に
つ
い
て
論
じ
、
環
境
破
壊
の
原
因
を
こ
の
概
念
に
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
こ
の
概
念
の
根
底
に
あ
る

自
然
科
学
の
主
観
性
に
求
め
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
と
ベ
ー
コ
ン
に
端
を
発
す
る
「
近
代
科
学
」
の
形
成
を
ギ
リ
ジ
ア
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
ハ
哲
学
の
伝
統
の

中
で
究
明
し
、
近
代
理
性
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
こ
の
制
約
が
伝
統
そ
の
も
の
の
内
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て

(
2
)
 

如
何
な
る
自
然
概
念
が
適
切
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
概
念
化
の
手
法
そ
の
も
の
が
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

世
界
の
根
本
規
定
を
時
間
に
求
め
る
。
ヒ
ヒ
ト
は
歴
史
が
真
理
の
現
象
の
形
式
で
あ
る
と
見
な
し
、
こ
こ
に
時
間
ー
真
理
ー
現
象
ー
歴
史
と
い
う
テ
ー
ゼ

が
成
立
す
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
概
念
化
の
方
法
は
採
用
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
歴
史
を
有
す
る
以
上
概
念
史
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
の
限

界
を
呈
示
す
る
も
の
と
し
て
、
表
題
が
示
す
よ
う
に
。
ヒ
ヒ
ト
の
考
察
の
中
心
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
 

ビ
ヒ
ト
の
著
作
は
『
い
ま
、
こ
こ
で
』
を
始
め
と
し
て
既
に
数
点
の
邦
訳
が
あ
る
。
本
書
の
結
論
は
む
し
ろ
今
挙
げ
た
『
い
ま
、
こ
こ
で
』
の
最
終
の

章
で
集
約
的
に
、

書

評

《
そ
の
統
一
が
真
の
地
平
を
成
す
時
間
は
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
つ
の
様
態
ー
こ
れ
ら
は
論
理
的
に
は
必
然
性
、
現
実
性
、
可
能

性
に
対
応
す
る
ー
を
も
ち
、
時
間
は
こ
れ
ら
の
様
態
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
近
代
の
ョ
ー
ロ
ッ
。
ハ
思
惟
は
こ
の
統
一
を
「
永
遠
の
現
在
」
と

ゲ
オ
ル
グ
・
ピ
ヒ
ト
『
自
然
の
概
念
と
そ
の
歴
史
』

吉

田

『•

ノ‘

弥
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表
象
し
、
こ
れ
を
ギ
リ
シ
ア
以
来
転
義
を
加
え
な
が
ら
墨
守
し
て
き
た
「
同
一
性
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
同
一
性
が
時
間
の
真
相
が
遠
近
法
的
に
そ
こ

に
投
影
さ
れ
る
ス
ク
リ
ー
ソ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
投
影
さ
れ
た
も
の
が
時
間
の
真
相
で
あ
り
こ
の
映
像
の
内
に
真
の
客
観
が
成
立
す
る
も
の
と
見
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
投
影
は
時
問
の
本
性
に
由
来
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
近
代
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
観
の
「
投
企
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
時
間
の

従
っ
て
存
在
の
真
理
を
歪
め
る
本
来
的
な
原
因
で
あ
る
。
我
々
は
概
念
と
い
う
思
惟
形
式
か
ら
の
脱
却
を
迫
ら
れ
て
お
り
、

他
方
、
本
書
に
お
い
て
は
こ
の
結
論
を
こ
の
よ
う
に
集
約
さ
れ
た
形
で
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
狙
い
は
こ
の
結
論
を
必
然
と

す
る
過
程
を
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
る
。
科
学
、
就
中
近
代
科
学
と
さ
ら
に
こ
れ
に
基
づ
く
産
業
に
対
す
る
批
判
は
既
に
十
八
世
紀
に
潮
る
が
、
゜
ヒ
ヒ
ト
は

(
4
)
 

そ
の
先
駆
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
、
マ
ル
ク
ス
、
ニ
ー
チ
ェ
を
挙
げ
る
。
木
書
は
一
九
七
三
年
の
講
義
を
元
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

思
惟
を
基
盤
に
し
な
が
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
そ
の
歴
史
を
視
野
に
い
れ
て
こ
の
基
盤
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
す
る
。
ヒ
ヒ
ト
の
試
み
は
先
行
の
批
判
を

発
展
的
に
含
む
も
の
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
概
念
に
代
わ
る
認
識
の
形
式
に
つ
い
て
も
ま
た
時
間
の
地
平
に
お
い
て
真
理
を
展
開
す
る
こ

と
も
詳
細
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
。
前
者
は
「
芸
術

(
K
u
n
s
t
)
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
講
義
に
先
立
つ
「
芸
術
と
神
話
」
で
述
べ
ら
れ
、

ま
た
後
者
は
後
の
「
歴
史
の
哲
学
」
に
お
い
て
詳
論
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
三
講
義
は
従
っ
て
一
体
の
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
代
科
学
は
形
而
上
学
か
ら
の
脱
却
を
計
る
こ
と
と
し
て
、
「
真
理
と
は
何
か
、
真
理
の
認
識
は
可
能
か
」
と
い
う
問
題
を
立
て
る
こ
と
は
回
避
し
て
い

(
5
)
 

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
両
者
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
。
ヒ
ヒ
ト
は
真
理
を
い
か
な
る
も
の
と
解
し
、
ま
た
そ
の

(
6
)
 

認
識
の
可
能
性
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ビ
ヒ
ト
は
「
真
な
る
も
の
を
そ
の
真
理
に
お
い
て
捉
え
る
の
は
感
性
で
あ
る
」
と
し
、
こ

(
7
)
 

の
真
な
る
も
の
を
「
現
象
(
P
h
a
n
o
m
e
n
)
」
と
(
S
.
4
4
6
)
、
ま
た
こ
の
現
象
を
現
象
た
ら
し
め
る
一
切
の
も
の
の
総
括
を
「
現
象
性
(
P
h
a
n
o
m
e
n
a
l
i
t
a
t
)
」

と
呼
ぶ

(
S
.
4
4
4
)
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
現
象
の
現
象
性
を
顕
わ
に
す
る
の
が
芸
術
で
あ
り
、
そ
の
形
式
は
「
造
出

(
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
)
」
で

あ
る
(
S
.
4
4
5
)
。
し
か
し
現
象
の
現
象
性
が
解
朋
さ
れ
る
の
は
時
間
の
地
平
に
お
い
て
で
あ
る
。
時
間
は
先
述
の
よ
う
に
過
去
、
現
在
、
未
来
の
一
―
―
つ
の

自
然
を
屈
服
せ
し
め
る
限
り
、
自
然
を
破
壊
す
る
」
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
客
観
化
と
い
う
図
式
論
に
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自
然
概
念

様
態
を
有
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
様
態
の
区
別
に
お
い
て
解
さ
れ
る
時
問
が
「
現
象
的
時
間
」
で
あ
り
、
こ
の
区
別
を
止
揚
し
時
間
の
統
一
と
現
象
的
時
間

に
お
け
る
時
間
経
験
と
を
可
能
に
す
る
の
が
「
超
越
論
的
時
間
」
で
あ
る
。
そ
し
て
時
間
の
こ
の
二
つ
の
相
の
間
に
世
界

(
W
e
l
t
)
が
あ
る
°
。
ヒ
ヒ
ト
の

時
間
の
理
解
は
同
時
に
倫
理
の
根
拠
を
も
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
、
自
然
概
念
の
解
明
と
自
然
破
壊
を
非
難
す
る
倫
理
的
根
拠
、
さ
ら
に
ま
た
こ
の
破
壊

を
促
進
し
平
和
を
脅
か
す
政
治
と
社
会
の
あ
り
方
の
批
判
を
時
間
の
地
平
で
統
一
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
書
で
は
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
越
論
的
主
観
に
よ
る
歪
み
か
ら
純
化
し
、
こ
れ
を
構
築
体
と
し
て
時
間
の
本
質
を
解
明
す
る
こ
と
で

終
っ
て
い
る
。
こ
の
時
間
の
地
平
に
お
け
る
思
惟
の
新
し
い
形
式
が
既
に
触
れ
た
よ
う
に
「
芸
術
」
で
あ
る
。
芸
術
自
身
は
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
本

(
8
)
 

書
の
"
"
M
e
t
a
 ph
e
r
"
 
!1
よ
る
展
開
の
仕
方
は
芸
術
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
。
ヒ
ヒ
ト
は
カ
ン
ト
自
身
が
理
性
の
解
明
に
こ
の
手
法
が
本
質
的
で
あ
る
と
見

(
9
)
 

な
し
て
い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
事
実
カ
ン
ト
は
球
、
天
体
、
鏡
、
遠
近
法
、
虚
焦
点

(focus
i
m
a
g
i
n
a
r
i
u
s

—
こ
れ
は
前
の
二
つ
と
関
係
す
る
）

の
例
を
用
い
て
い
る
が
、
ビ
ヒ
ト
は
カ
ン
ト
に
従
っ
て
投
影

(proj
izieren)

を
基
本
作
用
に
も
つ
光
学
的
モ
デ
ル
を
採
用
し
て
い
て
、
投
影
を
投
企

(
e
n
t
w
e
r
f
e
n
)
に
、
ま
た
そ
れ
を
地
平

(
H
o
r
i
z
o
n
t
)
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
こ
に
木
書
を
貫
-
v
M
e
t
a
p
h
e
r
 ,
 
E
n
t
w
u
r
f
 ,
 
H
o
r
i
z
o
n
t
と
い
う
展
開

の
甚
本
構
造
が
成
立
す
る
。
次
に
右
の
結
論
を
導
い
た
自
然
概
念
、
主
観
の
構
成
、
形
而
上
学
と
科
学
論
に
つ
い
て
の
ピ
ヒ
ト
の
考
察
の
主
要
点
に
触
れ

よ
う
。自

然
概
念
と
は
自
然
科
学
が
定
め
る
「
規
則
の
総
体
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
S
.
2
1
1
)
。
概
念
は
ビ
ヒ
ト
に
従
え
ば
超
越
論
的
主
観
の
能
力
と
し

て
の
経
験
の
範
囲
内
で
の
思
惟
の
「
形
式
」
で
あ
る
(
S
.
3
1
6
)
。
こ
の
よ
う
な
自
然
観
に
よ
れ
ば
自
然
自
体
と
か
あ
る
が
ま
ま
の
自
然
と
い
う
も
の
は
考

え
ら
れ
ず
、
自
然
は
専
ら
主
観
が
投
企
し
て
実
験
で
検
証
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
う
表
現
で
意
味

し
た
こ
と
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
精
神
と
自
然
の
分
離
に
よ
っ
て
自
然
に
留
保
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
こ
の
主
観
の
本
性

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
こ
の
留
保
の
部
分
も
解
消
す
る
。
ビ
ヒ
ト
は
こ
の
自
然
概
念
の
下
で
如
何
に
自
然
が
破
壊
さ
れ
る
の
か
を
、
ま
た
他
方
何
故
自
然
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概
念
が
自
然
の
外
で
立
て
ら
れ
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
自
然
認
識
が
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
自
然
理
解
は
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
理
解
が
そ
の
後
の
哲
学
に
よ
る
転
義
や
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
影
響
に
よ
り
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ロ
ー
マ
の
物

(
r
e
s
)

の
観
念
が
合
わ
さ
っ
て
物
件
に
た
い
す
る
権
利
概
念
が
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
人
間
の
自
然
支
配
の
観
念
の
萌
芽

が
生
じ
た

(
S
.
1
6
2
)
。
ピ
ュ
ッ
ス
（
食
芍
へ
C
)

と
ナ
ト
ウ
ラ
（
ミ
a
t
u
r
a
)

と
い
う
語
が
二
つ
の
理
解
の
相
進
を
示
唆
し
て
い
る
。
自
然
概
念
が
自
然
の
外

に
置
か
れ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
の
概
念
を
形
成
す
る
思
惟
自
身
は
「
自
然
の
中
の
出
来
事
」

「核」

(
S
.
3
2
5
)

が
超
越
論
的
理
念
の
体

こ
の
歴
史
の
中
に
ビ
ヒ
ト
は
自
然
概
念
の
批
判
の
条
件
を
見
い
だ
す
。
こ
う
し
て
本
書
の
表
題
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。

ゲ
ー
テ
、
ツ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
ま
た
マ
ル
ク
ス
は
ス
。
ヒ
ノ
ザ
の
影
響
の
下
に
精
神
と
自
然
の
分
離
を
止
揚
し
て
生
の
統
一
を
回
復
し
よ
う
と
し

た
。
ゲ
ー
テ
が
ル
ソ
ー
や
ス
ビ
ノ
ザ
派
と
異
な
る
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
こ
の
自
然
と
い
う
語
を
使
用
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
（
S
.
4
4
)
。
し
か
し
近
代

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
概
念
の
克
服
の
た
め
に
ギ
リ
ツ
ア
の
。
ヒ
ュ
シ
ス
が
持
ち
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
明
確
な
理
解
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
こ
れ

に
対
し
、
。
ヒ
ヒ
ト
は
ギ
リ
シ
ア
的
自
然
観
を
描
き
だ
し
、
そ
れ
が
彼
が
目
差
す
自
然
理
解
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い

る。
近
代
主
観
（
超
越
論
的
主
観
）

カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
に
始
ま
る
近
代
形
而
上
学
の
批
判
的
解
明
を
遂
行
し
、
形
而
上
学
の
新
た
な
基
礎
づ
け
を
意
図
し
た
。
そ
し
て
こ
の
解
明
の
中
で

近
代
主
観
の
構
成
の
過
程
を
究
明
し
た
。
カ
ソ
ト
は
思
惟
す
る
自
我
が
近
代
の
主
観
従
っ
て
近
代
科
学
の
そ
れ
で
あ
る
の
は
そ
れ
が
超
越
論
的
主
観
で
あ

る
が
故
に
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
が
超
越
論
的
と
い
わ
れ
る
の
は
主
観
の
主
観
性
の
根
拠
、

系
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
主
観
は
思
惟
と
行
為
の
「
自
律
的
主
観

(
d
a
s
a
u
t
o
n
o
m
e
 S
u
b
j
e
k
t
)
」（
S
.
3
7
5
)

で
あ
る
。

主
観
は
第
一
に
世
界
が
知
ら
れ
る
形
式
ー
こ
れ
は
同
時
に
存
在
構
造
で
あ
る
ー
が
反
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
は
ギ
リ
シ

ア
哲
学
の
中
で
編
ま
れ
る
も
の
で
、
。
ヒ
ヒ
ト
は
同
一
性
、
論
理
、
理
性
の
テ
ー
マ
が
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
一
つ
の
体
系

(
S
.
2
8
)

で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
概
念
の
歴
史
が
結
果
す
る
。
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(10) 

へ
と
育
ま
れ
、
ま
た
ス
ト
ア
派
に
よ
っ
て
こ
の
体
系
の
内
実
が
如
何
に
転
義
さ
れ
た
の
か
を
述
べ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
叙
述
に
従
い
、
主
観
の
構
成
と
機

能
は
投
影

(
P
r
o
j
e
k
t
i
o
n
)

に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、
遠
近
法
が
こ
の
投
影
の
構
造
で
あ
る
。
次
に
客
観
界
も
こ
の
主
観
の
投
影
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

す
べ
て
科
学
的
理
論
は
超
越
論
的
理
念
の
体
系
と
結
び
つ
い
た
理
性
の
統
一
の
投
影
で
あ
る
(
S
.
2
5
4
)
。
主
観
は
自
己
の
主
観
性
を
投
影
す
る
こ
と
と
し

て
投
企
し
、
そ
の
投
影
の
全
体
が
客
観
界
を
成
す
。
そ
の
根
底
に
は
客
観
界
を
限
界
づ
け
る
地
平
の
投
企
と
し
て
の
根
源
的
な
投
企
が
存
す
る
。
カ
ン
ト

は
数
学
と
物
理
学
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
両
学
を
形
成
す
る
主
観
を
信
頼
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

超
越
論
的
主
観
の
主
観
性
が
科
学
と
行
為
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
自
然
破
壊
」
の
事
実
に
直
面
し
て
こ
の
主
観
性
に
背
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ピ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
理
性
の
カ
ン
ト
的
境
地
に
お
い
て
も
自
然
の
破
壊
は
避
け
ら
れ
な
い
。
超
越
論
哲
学
は
自
己
の
原
則
に
従
う
認
識
が
真
で
あ
る
と

前
提
し
て
い
る
。
ピ
ヒ
ト
は
こ
の
前
提
に
対
し
て
「
自
然
を
破
壊
す
る
科
学
は
正
し
い

(
r
i
c
h
t
i
g
)

と
し
て
も
、
真

(
w
a
h
r
)

で
は
あ
り
得
な
い
」
と
主

張
す
る
(
S
.
3
2
8
)
。
ピ
ヒ
ト
は
こ
の
主
張
を
こ
こ
で
も
投
影
の
モ
デ
ル
を
使
い
、
超
越
論
的
主
観
の
認
識
構
造
を
凹
面
鏡
に
た
と
え
る

(
S
.
3
7
9
)
。
凹

面
鏡
の
焦
点
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
が
自
然
の
光
を
統
一
す
る
と
い
う
そ
の
認
識
は
正
し
い
が
、
し
か
し
こ
の
主
観
の
歴
史
的
制
約
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の

主
観
性
が
不
動
の
同
一
性
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
客
観
を
措
定
す
る
こ
の
主
観
か
ら
の
逆
投
影
は
歪
み
を
有
し
、
そ
の
認
識
は
真
で
は
あ
り
得
な
い
。

こ
う
し
て
。
ヒ
ヒ
ト
は
「
カ
ン
ト
の
批
判
」
の
批
判

(
S
.
2
9
2
)

に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
哲
学
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
し
て
い

る
こ
と
や
こ
の
哲
学
の
原
則
を
成
す
超
越
論
的
理
念
は
ョ
ー
ロ
ッ
・
ハ
哲
学
の
伝
統
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
超
越
論
主
観
の
構
成
の
課
題
は
歴
史
的

(11) 

課
題
に
転
化
し
、
考
察
は
時
間
の
地
平
に
移
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
。
ヒ
ヒ
ト
は
カ
ソ
ト
の
立
場
を
離
れ
る
(
S
.
2
6
4
,
2
9
5
,
3
2
9
)
。

近
代
科
学
の
科
学
論

「
近
代
科
学
は
概
念
に
よ
る
認
識
で
あ
る
」

(
S
.
1
3
)

と
す
れ
ば
、
既
に
思
惟
形
式
と
し
て
の
概
念
が
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
概

念
が
科
学
の
認
識
形
式
と
な
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
可
能
性
を
与
え
た
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
科
学
論
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
分
析
論
後
書
」
に
糊
る
が
(
S
.
4
0
0
)
、
こ
の
伝
統
は
ス
ト
ア
派
や
ス
コ
ラ
学
に
よ
る
転
義
を
蒙
り
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
新
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た
に
近
代
科
学
の
方
法
的
原
理
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
近
代
科
学
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
科
学
理
論
を
「
転
倒
」
し
た
上
で
基
礎
に
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
総
合
的
認
識
の
試
み
を
彼
独
自
の
見
地
に
お
い
て
継
続
し
、
こ
の
認
識
の
成
立
を
根
拠
付
け
(
B
e
g
r
i
.
i
n
d
u
n
g
)
U
求
め

る
。
こ
の
形
式
が
近
代
科
学
の
そ
れ
に
転
じ
る
に
は
、
根
拠
が
主
観
の
主
観
性
と
し
て
「
人
間
の
思
惟
の
中
へ
」

(12) 

こ
の
投
影
が
右
に
述
べ
た
経
過
の
中
で
達
成
さ
れ
、
そ
の
結
果
確
立
さ
れ
た
形
式
が
実
験
で
あ
る
。
実
験
の
構
想
は
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
法
は
さ
ら

(13) 

に
主
観
性
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
実
験
の
成
功
は
自
然
が
自
ず
と
そ
の
過
程
を
歩
む
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
（

s.4
0
3
f
f
)
。
そ
れ
故
主

観
の
投
企
を
純
粋
に
実
現
し
た
も
の
が
機
械
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
は
「
自
然
自
身
が
機
械
た
る
べ
し
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
科
学
の
主
観
で

、
、
、

あ
る
超
越
論
的
主
観
の
投
企
に
基
づ
く
実
験
が
何
故
成
功
す
る
の
か
は
、
こ
の
主
観
の
分
析
の
結
果
が
示
す
よ
う
に
こ
の
主
観
が
自
然
の
「
可
能
性
を
誤

用
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
(
S
.
4
0
6
)

。
従
っ
て
実
験
の
成
果
は
こ
の
主
観
の
投
企
に
よ
っ
て
は
制
御
で
き
な
い
部
分
を
含
ん
で
い

る
。
科
学
の
力
は
自
然
の
「
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
集
中
」

(
S
.
3
0
0
)

に
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
そ
の
認
識
は
有
効
で
は
あ
る
が
破
壊
的
で
も

あ
り
得
る
。
こ
れ
は
科
学
の
投
企
が
自
然
の
営
み
の
仕
方
と
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
投
企
が
有
効
な
の
は
物
質
の
潜
勢

氾

的
性
格

(
S
.
3
0
5
)

に
よ
る
ヵ
こ
の
点
を
科
学
は
自
己
の
投
企
に
沿
う
の
が
物
質
の
本
性
だ
と
誤
認
し
て
い
る
。
自
然
は
破
壊
で
き
な
い
。
破
壊
さ
れ

る
の
は
人
間
が
住
む
環
境
で
あ
る
。
自
然
に
は
無
限
の
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
我
々
は
そ
の
全
て
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

人
間
の
自
然
へ
の
作
用
が
環
境
と
し
て
の
形
態
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
か
を
判
定
す
る
一
般
的
な
基
準
は
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
環
境
を

破
壊
す
る
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
＾
文
明
だ
け
で
は
な
い
が
、
超
越
論
的
主
観
を
根
底
に
有
す
る
自
然
科
学
に
よ
る
破
壊
と
い
う
の
は
人
類
史
上
希
有
の
事
態
で

あ
り

(
S
.
3
2
)
、
い
ま
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
ほ
こ
の
超
越
論
的
主
観
の
主
観
性
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。

方
法
に
関
し
て
。
ヒ
ヒ
ト
は
も
う
一
つ
の
注
意
を
与
え
て
い
る
。
方
法
と
い
う
語
の
意
味
は
「
道
に
従
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
道

が
一
本
の
線
と
し
て
解
さ
れ
る
と
、
こ
の
線
に
沿
っ
た
目
標
へ
の
進
行
と
か
、
一
意
的
決
定
と
い
う
観
念
が
生
じ
、
道
が
通
過
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

(
G
e
l
a
n
d
e
)
 
:t: 目
標
へ
の
中
継
点
あ
る
い
は
目
標
へ
の
到
達
を
遅
延
さ
せ
る
障
害
と
し
か
見
ら
れ
な
い
。
目
的
地
へ
急
ぐ
人
が
い
ま
現
に
い
る
辺
り
の

風
景
を
楽
し
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
は
自
己
の
目
標
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
途
中
の
地
域
に
含
ま
れ
る
い
ろ
い
ろ
の
形
式
や
そ

(
S
.
4
0
4
)

移
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
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こ°t
 形

而
上
学

こ
の
体
系
の
上
に
形
而
上
学
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
形

れ
ら
の
連
関
に
気
付
く
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
為
的
に
設
け
ら
れ
た
目
的
地
が
自
然
で
は
な
く
て
、
風
景
が
自
然
な
の
で
あ
る
(
S
.
5
0
)
。

主
観
の
構
成
に
関
す
る
カ
ン
ト
分
析
の
い
ま
―
つ
の
結
果
は
自
由
の
理
念
を
通
し
て
精
神
の
領
域
を
同
じ
主
観
の
地
乎
の
中
で
現
出
せ
し
め
た
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
領
域
に
誕
生
し
た
科
学
で
あ
る
精
神
科
学
は
そ
の
後
二
世
紀
に
亙
っ
て
現
在
に
至
る
ま
で
自
然
科
学
と
同
じ
経
過
を
辿
る
。
近
代
科
学
が
自

己
の
根
拠
に
目
を
背
け
ま
た
そ
の
自
然
理
解
の
枠
内
に
留
ま
る
か
ぎ
り
、
自
然
か
ら
の
分
離
に
よ
っ
て
も
自
然
へ
の
回
帰
に
よ
っ
て
も
自
由
の
真
の
理
解

を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
右
に
述
べ
た
経
過
の
中
で
精
神
科
学
は
自
然
科
学
が
有
す
る
破
壊
的
傾
向
を
技
術
文
明
へ
の
参
与
に
よ
っ
て
促
進
し

て
き
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
近
代
精
神
の
本
性
を
明
ら
か
に
し
て
以
降
科
学
は
む
し
ろ
ヵ
ソ
ト
が
人
間
理
性
に
設
け
た
制
約
を
回
避
し
カ
ン
ト
哲
学
の

究
極
目
的
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
「
合
理
性
」
を
賞
揚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る

(
S
.
2
1
9
)
。

近
代
自
然
科
学
の
成
立
の
要
件
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
近
代
形
而
上
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の

1

―
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
近
代
形
而
上
学
の
根
拠

は
さ
ら
に
糊
っ
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
中
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
形
而
上
学
に
つ
い
て
の
。
ヒ
ヒ
ト
の
見
解
に
触
れ
よ
う
。
゜
ヒ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ

(15) 

ァ
哲
学
の
中
で
近
代
自
然
科
学
の
成
立
の
遠
因
と
な
る
も
の
は
バ
ル
メ
ニ
デ
ー
ス
の
ヌ
ー
ス
、
ヘ
ー
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
自
然

（
ピ
ュ
シ
ス
）
あ
る
い
は
時
間
の
統
一
を
考
え
る
互
い
に
通
約
不
可
能

(
i
n
k
o
m
m
e
n
s
u
r
a
b
e
l
)

な
形
式
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
プ
ラ
ト
ン
が

(16) 

両
者
を
綜
合
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
後
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
定
式
化
さ
れ
る
難
問
を
哲
学
体
系
の
中
に
引
き

い
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
認
識
の
形
式
を
論
理
学
に
よ
っ
て
体
系
化
し
、

而
上
学
で
は
真
な
る
も
の
は
没
時
間
性

(
N
eitlosigkeit)

の
中
あ
る
と
さ
れ
た
。

し
か
し
後
期
の
ス
ト
ア
派
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
与
え
た
い
く
つ
か
の

基
本
点
で
の
「
転
義
」
に
よ
っ
て
、
不
動
の
同
一
性
を
有
す
る
思
惟
主
観
を
通
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
理
解
の
自
然
と
し
て
の
「
。
ヒ
ュ
シ
ス
」
は
時
間
的
に

変
化
す
る
も
の
の
領
域
へ
移
さ
れ
、
こ
の
時
間
的
に
変
化
す
る
も
の
の
認
識
に
真
理
性
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
近
代
形
而
上
学
へ
の
境
地
が
開
か
れ
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(
S
.
1
4
4
)

が
障
害
と
な
っ
て
い
る
。

近
代
自
然
科
学
は
そ
の
甚
礎
で
あ
る
近
代
の
形
而
上
学
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
科
学
で
あ
る
保
証
を
得
た
と
見
な
し
て
い
る
が
、
一
方
で

こ
の
形
而
上
学
に
基
づ
い
て
人
間
と
自
然
を
分
離
し
て
近
代
的
主
観
と
し
て
の
人
間
に
自
由
を
与
え
る
。
他
方
で
自
然
科
学
の
可
能
性
を
同
時
に
こ
の
主

観
に
保
証
し
、
さ
ら
に
国
家
や
社
会
な
ど
の
自
由
の
領
域
を
も
科
学
の
対
象
と
す
る
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
の
中
で
の
人
間
の
行
動
は

カ
の
行
使
と
い
う
形
式
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
自
然
の
破
壊
も
―
つ
に
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
生
じ
る
。
し
か
し
こ
の
主
観
を
構
成
す
る
の
は
こ
の
形

而
上
学
で
あ
る
以
上
真
の
矛
盾
は
こ
の
形
而
上
学
の
内
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
は
自
己
の
根
拠
を
無
意
識
の
領
域
に
追
い
遣
り
実
証
性
に
逃
避
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
矛
盾
を
そ
れ
自
身
と
し
て
は
回
避
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
結
果
自
ら
が
招
い
た
事
態
に
対
処
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
陥
る
。
そ

れ
故
こ
の
形
而
上
学
を
回
復
す
る
こ
と
は
何
等
解
決
を
齋
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
こ
の
形
而
上
学
が
ギ
リ
シ
ア
の
形
而
上
学
の
中
に
根
拠
を
有
す

る
か
ら
と
い
っ
て
、
形
而
上
学
が
真
理
の
認
識
を
直
接
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
古
代
の
形
而
上
学
の
復
興
も
そ
れ
自
身
解
決
の
た

め
の
目
的
と
は
な
り
え
な
い
。

ガ
リ
レ
オ
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
科
学
者
が
神
学
に
も
関
わ
っ
て
い
た
初
期
の
科
学
、
し
か
し
十
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
も
近
代
主
観
の
構
成
に
つ
い

て
は
知
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
主
観
の
構
成
の
必
然
性
と
真
相
と
を
明
ら
か
に
し
た
カ
ン
ト
が
、
ビ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
さ
ら
に
神
、
世
界
、

人
間
と
い
う
一
―
―
つ
の
理
念
（
こ
こ
で
は
「
対
象
」
と
い
わ
れ
る
）
の
体
系
に
お
い
て
近
代
主
義
の
克
服
の
手
掛
か
り
を
見
い
だ
そ
う
と
努
め
た
こ
と
が
遺

稿
集
の
手
稿
か
ら
推
測
で
き
る
と
い
う
。
近
代
の
初
期
の
努
力
を
基
礎
に
飛
躍
的
な
発
展
を
体
験
す
る
十
八
世
紀
、
こ
の
発
展
を
背
景
に
カ
ン
ト
に
よ
っ

て
そ
の
構
成
が
解
明
さ
れ
た
主
観
が
カ
ン
ト
が
指
摘
し
た
そ
の
限
界
を
自
ら
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
拘
わ
ら
ず
呈
示
し
つ
つ
そ
の
後
今
日
ま
で
辿
っ
た

(17) 

経
過
を
。
ヒ
ヒ
ト
の
全
般
的
な
批
判
に
よ
っ
て
再
考
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
点
を
挙
げ
れ
ば
哲
学
的
に
は
、

概
念
に
よ
る
思
考
を
放
棄
す
る
一
方
で
時
間
の
解
明
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
式
を
継
承
し
て
こ
れ
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
可
能
で
あ
る

の
か
、
ま
た
「
超
越
論
的
時
間
」
を
時
間
の
統
一
の
甚
礎
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
問
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
破
壊
に
対
す
る
対
策

の
点
で
は
資
源
の
管
理
が
基
本
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
先
進
国
に
よ
る
発
展
途
上
国
の
「
搾
取
」
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注
(

1

)

 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
自
身
の
自
己
批
判
が
永
年
の
西
側
の
支
配
の
下
に
置
か
れ
て
き
た
諸
文
明
と
の
間
に
合
意
を
築
く
の
に
ど
の
よ
う
な
視
点
を
提
供
し

得
る
で
あ
ろ
う
か
。

G
e
o
r
g
 Picht, 
D
e
r
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 N
a
t
u
r
 u
n
d
 S
e
i
n
e
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
.
 
Stuttgart "
 Klett ,
 
Cotta, 
1
9
8
9
・

ビ
ヒ
ト
の
紹
介
に
つ
い
て

は
、
邦
訳
『
い
ま
、
こ
こ
で
』
（
斎
藤
義
一
監
修
、
一
九
八
六
、
法
政
大
学
出
版
局
）
の
後
書
き
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。

ピ
ヒ
ト
の
自
然
科
学
へ
の
疑
念
は
既
に
一
九
五
四
年
に
呈
さ
れ
て
い
る

(s.
4
6
2
)
。

ビ
ヒ
ト
の
哲
学
は
斎
藤
義
一
氏
を
中
心
に
し
て
精
力
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

批
判
が
思
惟
の
根
底
に
及
び
な
が
ら
な
お
こ
の
思
惟
の
限
界
を
止
揚
で
き
な
い
場
合
に
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。
こ
の
速
関
を
詳
ら
か
に
し
た

の
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
が
、
彼
の
哲
学
は
む
し
ろ
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
試
み
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る

(
S
・
3
0
)
。
ビ
ヒ

ト
は
形
而
上
学
の
崩
壊
を
齋
し
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
誘
因
と
な
る
一
―
―
つ
の
要
因
を
、
天
文
学
、
進
化
論
、
歴
史
主
義
に
求
め
る
。
天
文
学
は
地
動

説
と
宇
宙
の
無
限
の
没
中
心
的
広
が
り
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
人
間
中
心
主
義
を
揺
る
が
せ
、
進
化
論
は
人
間
と
自
余
の
生
物
と

の
形
而
上
学
的
境
界
を
撤
廃
し
、
歴
史
主
義
は
人
間
の
存
在
と
そ
の
思
惟
や
行
為
が
自
然
に
お
け
る
出
来
事
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
形

而
上
学
の
不
動
の
原
則
を
も
時
間
の
地
平
に
あ
る
事
象
と
見
な
す
。
こ
う
し
て
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
の
絶
対
的
優
位
と
い
う
観
念
に
終
止
符
が

打
た
れ
た
の
で
あ
る
。

科
学
は
無
矛
盾
性
と
実
験
に
よ
る
追
証
可
能
性
の
二
つ
を
真
理
の
基
準
と
し
て
い
る
。
し
か
し
。
ヒ
ヒ
ト
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
甚
準
に
合
致
す
る

認
識
は
正
し
い

(richtig)
と
し
て
も
、
真
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ピ
ヒ
ト
は
個
別
的
某
準
に
合
致
す
る
認
識
は
正
し
い
と
規
定

し
て
い
る
。

新
し
い
思
惟
形
式
の
成
立
に
は
さ
ら
に
知
覚
従
っ
て
感
覚
へ
の
評
価
も
革
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
ビ
ヒ
ト
は
、
カ
ン
ト
に
も
感

性
に
対
す
る
評
価
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
し
か
な
い

(
S
.
4
4
4
)

と
批
判
す
る
。

新
し
い
方
法
は
叙
述
の
形
式
を
も
規
定
し
て
い
る
と
ピ
ヒ
ト
は
言
っ
て
い
る

(
S
.
2
9
7
£
.

同
様
の
こ
と
が
『
い
ま
、
こ
こ
で
』
で
も
述
べ
ら

れ
て
い
る
（
同
書
邦
訳
五
四
四
頁
）
）
。
同
じ
命
題
が
叙
述
の
進
展
と
と
も
に
異
な
る
境
位
の
上
に
移
さ
れ
て
い
く
。
メ
タ
フ
ァ
ー
と
地
平
と
い

う
こ
と
に
よ
る
方
法
が
暗
示
す
る
こ
と
と
、
こ
の
形
式
に
よ
る
叙
述
が
醸
し
出
す
意
義
と
に
つ
い
て
は
本
評
で
は
触
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
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本
書
が
与
え
る
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

本
文
中
と
注
で
挙
げ
ら
れ
た
数
字
は
原
書
の
ペ
ー
ジ
を
示
す
。

。
ヒ
ヒ
ト
は
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
の
建
築
術
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
"
"die K
u
n
s
t
 der S
y
s
t
e
m
e
"
 (
B
.
 8
6
0
.
 
注（
9
）
)
と
言
っ
た
こ
の
"
"
K
u
n
s
t
"
 

を
芸
術
と
解
し
て
、
自
己
の
主
張
の
根
拠
に
し
て
い
る
(
S
.
7
0
)
。

B. 6
7
2
 
(
カ
ソ
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
ペ
ー
ジ
は

B
版
で
示
さ
れ
て
い
る
）
。

B. 6
7
5
 

批
判
は
時
間
の
様
相
に
お
い
て
主
観
性
が
互
解
す
る
こ
と
で
終
わ
る
(
S
.
3
8
1
)
。

近
代
科
学
の
歩
み
そ
の
も
の
が
―
つ
の
実
験
で
あ
る
(
S
.
1
6
)
。

こ
の
方
法
は
必
ず
し
も
一
意
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
こ
こ
に
「
方
法
の
議
論
」

(
S
.
3
3
0
)

が
生
じ
て
く
る
。

こ
れ
は
認
識
の
正
し
さ
に
つ
い
て
の
説
明
と
同
一
の
事
柄
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
自
然
の
規
定
の
面
か
ら
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

。
ヒ
ヒ
ト
の
タ
ー
ミ
ノ
ロ
ジ
ー
は
伝
統
的
な
そ
れ
に
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
。

こ
の
企
て
が
後
の
哲
学
の
二
項
対
立
の
原
因
を
な
し
、
ま
た
現
在
直
面
す
る
自
然
破
壊
の
遠
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
°
。
ヒ
ヒ
ト
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
精
神
史
は
こ
の
歴
史
の
根
源
に
含
ま
れ
る
欺
腑
の
内
在
的
矛
盾
の
絶
え
ざ
る
展
開
と
し
て
現
れ
る
」

(
S
.
3
4
5
)

と
い
っ
て
い
る
。

そ
の
際
併
せ
て
、
科
学
の
各
発
展
段
階
を
開
く
考
え
方
に
も
留
意
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

（
大
阪
朋
浄
女
子
短
期
大
学
教
授
）




