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と
は
い
え
他
方
で
、
カ
ン
ト
以
後
の
批
判
主
義
の
展
開
の
中
に
、

一
定
の
方
向
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

マ

(l) 

カ
ン
ト
は
、
自
ら
の
時
代
を
批
判
の
時
代
と
規
定
し
た
。
こ
の
認
識
は
、
今
日
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、

批
判
と
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、

異
な
る
が
、

そ
の
答
え
は
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
言
う
批
判
は
、
も
ち
ろ
ん
単
な
る
否
定
と
は

旧
き
も
の
の
否
定
で
あ
る
と
同
時
に
新
し
き
も
の
の
構
築
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
批
判
は
、
そ
の
可
能
性

に
関
し
て
、
も
は
や
そ
れ
ほ
ど
自
明
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
批
判
的
言
説
が
、
自
ら
を
正
当
化
し
、
さ
ら
に
新
し
き
も

の
の
構
築
へ
と
向
か
う
と
き
に
帯
び
る
規
範
主
義
的
な
性
格
そ
の
も
の
に
疑
念
を
持
つ
者
も
い
る
。

ル
ク
ス
に
よ
っ
て
拓
か
れ
、
今
世
紀
に
入
っ
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
第
一
世
代
の
人
々
に
よ
っ
て
継
承
•
発
展
さ
れ
た
立
場
、
す
な

わ
ち
、
認
識
に
せ
よ
道
徳
に
せ
よ
、
主
観
ー
客
観
と
い
う
閉
じ
た
枠
組
み
を
前
提
と
し
、
こ
れ
に
準
拠
す
る
形
で
そ
れ
ら
を
批
判
す
る

立
場
か
ら
、
社
会
な
い
し
は
相
互
主
観
性
と
い
う
基
盤
を
視
野
に
収
め
た
う
え
で
、
批
判
は
展
開
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
へ
の
移

(2) 

行
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
流
れ
に
悼
さ
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
が
陥
っ
て
い
た
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
脱
却
し
、
よ
り
＾
建
設
的
な
V
批
判
を
目

指
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
彼
は
、

カ
ン
ト
的
な
批
判
の
理
念
に
よ
り
忠
実
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
他
方
で
そ
の

た
め
に
か
え
っ
て
、
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
彼
は
、
カ
ン
ト
流
の
超
越
論
哲
学
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
誤
り
、
す
な
わ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
批
判

カ
ン
ト
・
ロ
ー
テ
ィ

田

中

ハ
ー
バ
ー
マ
ス

誠



26 

う。 ち
、
自
ら
の
批
判
的
言
説
を
根
拠
づ
け
る
不
変
の
基
礎
を
発
見
し
う
る
と
す
る
空
し
い
幻
想
を
払
拭
し
切
れ
て
い
な
い
と
し
て
非
難
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
転
回
を
め
ぐ
る
問
題

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
こ

こ
の
点
を
と
り
わ
け
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
の
は
ロ
ー
テ
ィ
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
指
摘
は
、
批
判
的
社
会
理
論
の
可
能
性
に
つ
い

て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

マ
ス
に
お
け
る
批
判
理
論
の
い
わ
ゆ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
転
回
の
意
義
を
、
ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
批
判
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、

明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
際
、

ロ
ー
テ
ィ
が
言
う
の
と
は
別
の
意
味
で
、

カ
ン
ト
と
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
連
関
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ

歪
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
の
脱
却
と
い
う
テ
ー
マ
を
め
ぐ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
主
張
は
、
理
想
的
発
話
状
況
に
お
い

て
、
よ
り
よ
き
議
論
の
も
つ
強
制
な
き
強
制
に
よ
っ
て
合
意
が
得
ら
れ
る
と
い
う
、

一
見
き
わ
め
て
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
像
の
批
判
的
有
効
性
に
つ
い
て
疑
念
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。
最
も
根
本
的
な
疑
念
は
、
自
由
に
交
わ
さ
れ
る
多
種

多
様
な
議
論
が
、
果
た
し
て
―
つ
の
結
論
へ
と
収
倣
し
う
る
の
か
、
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
、

う
し
た
議
論
の
収
束
は
望
ま
し
い
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
疑
念
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
自
身
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
念
を
断
固
と
し

て
容
認
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
む
し
ろ
「
刺
激
的
で
実
り
あ
る
不
一
致
」
こ
そ
求
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
す
る
の
が
ロ
ー
テ
ィ

で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
試
み
は
、
無
駄
で
あ
る
ば
か
り
か
有
害
で
さ
え
あ
る
。

R
・
ゲ
ス
に
倣
っ
て
「
フ
ラ
ン
ク
フ

ル
ト
学
派
に
と
り
つ
い
て
い
る
悪
夢
」
を
ハ
ク
ス
リ
ー
の
『
す
ば
ら
し
き
新
世
界
』
に
た
と
え
て
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

‘、
―

一ヽ

／

／
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り
良
い
議
論
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
決
定
す
る
普
遍
的
基
準
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
過
程
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
得
ら
れ
な
い

『
す
ば
ら
し
き
新
世
界
』
の
市
民
た
ち
が
、
理
論
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
研
究
に
よ
っ
て
、
彼

ら
の
幸
せ
な
隷
属
状
態
か
ら
逃
れ
る
道
を
考
え
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
合
理
的
L

で
あ
る
と

見
な
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
彼
ら
の
感
覚
を
で
っ
ち
上
げ
る
の
に
一
役
買
う
よ
う
な
物
語
は
、
こ
う
し
た
研
究
が
、
彼
ら
が
現
在

も
っ
て
い
る
欲
求
と
合
致
す
る
よ
う
な
類
の
歪
め
ら
れ
て
い
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
観
念
を
生
み
出
す
よ
う
に
さ
せ
る
こ

(4) 

と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

ロ
ー
テ
ィ
は
、
「
鏡
」
の
比
喩
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
近
代
の
認
識
論
を
批
判
す
る
に
あ
た
っ
て
、
科
学
的
認
識
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
考
え
ら
れ
て
き
た
客
観
性
を
、
実
在
と
の
対
応
で
は
な
く
、
意
見
の
一
致
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
＾
主
観
ー

(5) 

客
観
＞
と
い
う
二
元
論
的
図
式
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
の
だ
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
も
ま
た
、
「
強
制
な
き
合
意
」
は
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ

る
。
し
か
し
彼
の
言
う
合
意
は
、

は
じ
め
か
ら
約
束
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
時
々
で
、
実
現
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る

も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
合
意
を
保
証
す
る
よ
う
な
根
拠
を
探
す
こ
と
は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
彼
は
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
普
遍
主
義
的
傾
向
を
批
判
す
る
。
真
な
る
合
意
と
偽
り
の
合
意
の
区
別
や
、
真
な
る
合
意
へ
と
人
々
を
強
制
す
る
よ

と
ロ
ー
テ
ィ
は
考
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
普
遍
主
義
的
な
要
求
を
決
し
て
放
棄
し
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
今
日
、
カ
シ
ト
の
場
合

の
よ
う
な
文
化
全
体
に
対
す
る
裁
判
官
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
合
理
性
へ
の
信
頼
に
基
づ
い
て

普
遍
主
義
的
な
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
ま
で
断
念
す
る
必
要
は
な
い
。
哲
学
は
、
諸
学
問
の
共
同
作
業
に
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
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し
て
単
な
る
言
葉
遊
び
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ら
が
「
幸
福
な
収
束
」
へ
と
向
か
う
の
を
助
け
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
専
門
化
し
閉
鎖
的
に
な
っ
た
諸
文
化
領
域
間
の
媒
介
者
と
な
る

(6) 

こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
場
合
哲
学
は
、
解
釈
者
1
1
通
訳
者
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

行
為
の
理
論
は
、
哲
学
の
こ
う
し
た
機
能
を
基
礎
づ
け
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
共
同
作
業
の
一
環
と
し
て
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
は
裁
判
官
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
え
な
い
と
す
る
点
で
は
、

し
か
し
彼
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
哲
学
に
そ
の
普
遍
主
義
的
要
求
を
撤
回
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
哲
学
は
八
解
釈
学
＞
と
な
る
べ
き
だ
と
す

る
。
彼
の
言
う
解
釈
学
は
、

カ
ン
ト
以
来
の
認
識
論
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
成
果
を
あ
げ
る
た
め
の
方
法
や
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な

(

7

)

(

8

)

 

く
、
そ
も
そ
も
―
つ
の
学
問
を
表
す
名
で
さ
え
な
い
。
そ
れ
は
、
「
い
ま
の
と
こ
ろ
ま
だ
共
約
不
可
能
な
言
説
に
つ
い
て
の
言
説
」
で

わ
り
方
に
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
違
い
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
違
い
は
、
現
在
共
約
不
可
能
な
言
説
に
対
す
る
関

ロ
ー
テ
ィ
に
と
っ
て
、
哲
学
は
、
こ
う
し
た
言
説
を
共
約
可
能
に
す
る
こ
と
に
関
わ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
し
て
、

普
遍
的
な
共
約
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
哲
学
に
と
っ
て
自
殺
行
為
に
等
し
い
。
と
い
う
の
は
、
哲
学
は
、
会
話
の
継
続
を
こ
そ

め
ざ
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
普
遍
的
な
共
約
可
能
性
を
求
め
る
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
会
話
を
打
ち
切
ら
せ
よ
う
と

(9) 

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
求
め
る
「
刺
激
的
で
実
り
あ
る
不
一
致
L

は
、
会
話
の
継
続
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

諸
々
の
言
説
の
間
に
一
致
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
会
話
の
進
展
の
な
か
で
た
ま
た
ま
結
果
と
し
て
達
成
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
哲
学
の
介
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
一
致
が
達
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
恒
久
的
な
も
の
で

は
な
く
、
新
た
な
言
説
の
登
場
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
崩
れ
去
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
は
醒
め
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

一
致
へ
の
希
望
は
、
そ
れ
自
体
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
不
一
致
へ
の
希
望
よ
り
以
上
の
意
義
を
も
つ
わ
け
で
は

(IO) 

な
い
。
「
対
話
者
た
ち
は
、
意
見
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
も
一
致
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
ロ
ー
テ
ィ
の
言
葉
は
、
決

ン
観
に
お
い
て
は

あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、

ロ
ー
テ
ィ
も
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
共
通
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
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て
彼
は
、

徹
底
し
た
反
基
礎
づ
け
主
義
を
と
る
ロ
ー
テ
ィ
に
と
っ
て
、
近
代
哲
学
の
普
遍
主
義
的
で
基
礎
づ
け
主
義
的
な
悪
し
き
伝
統
の
元
凶

は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、

ロ
ー
テ
ィ
の
批
判
に
対
し
て
、

一
定
の
範
囲
で
カ
ン
ト
を
弁
護
す
る
こ
と
を
試
み
た

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
ロ
ー
テ
ィ
の
立
場
の
違
い
を
よ
り
明
確
に
し
、
前
者
の
立
場
を
擁
護
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず

ロ
ー
テ
ィ
は
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
の
名
に
お
い
て
指
し
示
さ
れ
る
近
代
の
「
認
識
論
的
」
哲
学
の
特
徴
を
、
「
鏡
」
の
比
喩
に
よ
っ

て
表
さ
れ
る
対
応
説
的
認
識
観
お
よ
び
こ
う
し
た
認
識
観
を
基
礎
と
し
た
認
識
の
普
遍
的
・
究
極
的
基
礎
の
追
求
に
見
て
い
る
。
そ
し

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
も
、
広
い
意
味
で
こ
れ
ら
の
論
点
に
示
さ
れ
た
思
想
の
影
響
圏
内
に
い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は

ま
ず
、
こ
れ
ら
が
、

し
よ
う
。

カ
ン
ト
が
、

カ
ン
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
、
後
の
議
論
の
方
向
づ
け
を
得
る
こ
と
に

一
面
で
対
応
説
的
な
認
識
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
鏡
」
の
比
喩
を
も
っ
て
語

ら
れ
る
よ
う
な
見
方
を
超
え
出
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
ロ
ー
テ
ィ
の
見
方
は
、
認
識
を
、
知
覚
を
モ
デ

ル
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
命
題
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
る
方
向
へ
踏
み
出
し
た
点
で
は
、
カ
ン
ト
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
の
歩

(ll) 

み
は
不
十
分
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
の
言
う
知
覚
モ
デ
ル
と
は
、
対
象
と
の
実
在
的
関
係
を
前
提
と
し
た
認
識
観
で
あ
る
。
ロ
ー

(12) 

テ
ィ
は
、
こ
の
知
覚
モ
デ
ル
と
命
題
モ
デ
ル
の
問
の
麒
甑
に
よ
っ
て
生
じ
る
カ
ン
ト
認
識
論
の
問
題
点
を
分
析
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど

カ
ン
ト
に
は
、
た
と
え
ば
「
触
発
」
の
概
念
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
認
識
観
を
示
す
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
カ
ン

で
あ
る
。

い
。
そ
れ
は
、

2

ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
カ
ン
ト
像
の
捏
造
と
カ
ン
ト
認
識
論
の
可
能
性
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ト
の
認
識
論
全
体
、

と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
＾
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
V
を
も
た
ら
し
た
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
当
然

異
論
が
出
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
ロ
ー
テ
ィ
の
追
及
は
執
拗
で
あ
る
。
彼
は
、
「
構
成
」
と
い
う
カ
ン
ト
認
識
論
の
キ
ー
ワ
ー

(13) 

ド
も
、
依
然
ど
し
て
、
「
因
果
論
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
の
枠
組
み
」
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
し
て
批
判
す
る
。

ロ
ー
テ
ィ
が
、
こ
の
よ
う
な
か
な
り
強
引
な
解
釈
に
固
執
す
る
の
は
、
知
覚
を
モ
デ
ル
と
し
た
認
識
論
が
、
彼
の
言
う
「
基
礎
づ
け

主
義
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
知
覚
的
メ
タ
フ
ァ
ー
」
を
選
ぶ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
認
識
が
筋
の
通
っ
た
も
の

と
な
る
原
因
を
求
め
、
「
認
識
さ
れ
る
対
象
か
ら
の
強
制
」
へ
と
進
む
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
知
識
の
基
礎
に
到
達
す
る
こ
と
」

(14) 

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
を
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
基
礎
づ
け
主
義
者
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
ま

ず
、
た
と
え
カ
ン
ト
が
実
在
論
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
そ
の
こ
と
に
依

わ
れ
わ
れ
の
論
議
と
は
独
立
の
、
外
在
的
（
形
而
上
学
的
）
な
意
味
に
お
け
る
世
界
に
つ
い
て
、
有
意
味
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
と
で
き
ま
い
と
、
わ
れ
わ
れ
は
以
下
の
こ
と
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
概
念
の
地
位
は
、
こ
の

論
議
の
内
部
で
は
い
か
な
る
も
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
使
用
す
る
か
。
対
象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
論

(15) 

議
が
正
当
な
認
識
を
も
た
ら
す
と
い
う
主
張
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
で
き
る
か
。

カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
、
認
識
論
的
側
面
と
形
而
上
学
的
側
面
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
、
彼
の
批
判
哲
学
全
体
と
彼
が
抱
い
て
い
た

形
而
上
学
再
建
の
希
望
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
は
、

題
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
な
く
、
形
而
上
学
的
実
在
論
者
と
し
て
の
カ
ン
ト
と
い
う
側
面
か
ら
、
彼
の
認
識
論
を
、
強
引
に
裁
断
し
よ

存
し
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

カ
ン
ト
解
釈
上
―
つ
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、

ロ
ー
テ
ィ
は
、
そ
う
し
た
問
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う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
カ
ン
ト
像
が
、
因
果
論
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ロ
ー
テ
ィ
の

カ
ン
ト
批
判
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
構
成
と
い
う
言
葉
を
純
粋
な
実
在
論
的
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
、

が
対
象
を
、
文
字
ど
お
り
作
り
出
す
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
「
構
成
説
」
は
、

わ
れ
わ
れ
の
認
識
と
対
象
と
の
関
係
を
、

認
識
は
そ
の
対
象
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

つ
ま
り
、
認
識

い
か
に
す
れ
ば
保
証
し
う
る
の
か
。
模
写
説
を
採
ら
な
い
以
上
、
そ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の

と
い
う
疑
問
さ
え
生
じ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
論
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト

に
お
い
て
、
基
礎
づ
け
主
義
が
導
入
さ
れ
た
と
ロ
ー
テ
ィ
は
考
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
は
普
遍
的
な
枠
組
み
が
存
在
し
、
ま

た
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
発
見
し
う
る
と
い
う
考
え
方
は
、
「
鏡
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
自
然
の
姿
が
し
だ
い
に
正
確
に
な
っ
て
い
く
」

(16) 

と
い
う
考
え
方
に
は
「
何
か
正
し
い
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
々
に
と
っ
て
大
変
魅
力
的
で
あ
っ
た
」
と
彼
は
言
う
。

そ
の
場
合
、
基
礎
づ
け
主
義
の
「
魅
力
」
は
、
そ
れ
が
、
実
在
論
的
発
想
を
支
え
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う

関
係
の
う
ち
に
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
言
葉
は
、

し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
は
、
形
而
上
学
的
実
在
論
に
依
拠
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
逆
に
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
た

(17) 

め
に
案
出
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。

さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
が
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
が
、
こ
う
し
た
共
犯
関
係
の
外
に
あ
る
こ
と
を
示

ロ
ー
テ
ィ
の
言
う
よ
う
な
、
認
識
の
不
変
の
根
拠
と
な
る
対
象
か
ら
の
強
制
の
発
見

を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
認
識
の
究
極
的
な
根
拠
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
プ
プ
ナ
ー
が
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
彼
が
言
う
に
は
、
権
利
問
題
を
問
う
カ
ン
ト
の
演
繹

(18) 

は
、
す
べ
て
の
人
々
に
賛
同
を
強
制
す
る
よ
う
な
証
明
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
プ
プ
ナ
ー
は
、
哲
学
的
証
明
と
数
学
的
証
明
の
区
別

に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
記
述
か
ら
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
直
観
的
な
明
証
性
を
も
つ
の
は
数
学
的
な
証
明

(
D
e
m
o
n
s
t
r
a,
 

tion)
だ
け
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
な
証
明

(
B
e
w
e
i
s
)
は
、
そ
の
よ
う
な
明
証
性
を
あ
て
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
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を、

は
な
い
。

(19) 

の
理
由
は
、
哲
学
的
証
明
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
証
明
が
、
「
思
考
の
中
の
対
象
」
で
あ
る
言
語
の
み

に
よ
る
証
明
だ
と
い
う
主
張
に
は
、
思
考
の
外
に
根
拠
を
置
く
証
明
に
対
す
る
明
確
な
拒
否
の
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
証
明
は
、
総
じ
て
独
断
的
で
あ
っ
て
、
受
け
入
れ
難
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ブ
プ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

強
制
的
な
証
明
の
可
能
性
を
否
定
し
た
こ
と
に
よ
る
、
方
法
論
的
欠
陥
を
補
う
た
め
に
、
訴
訟
手
続
き
を
モ
デ
ル
と
し
た
演
郷
が
導
入

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
賛
同
の
強
制
で
は
な
く
、
「
思
慮
あ
る
承
認
」
を
め
ざ
す
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
理
性
の
権
利
要
求
は
、

(20) 

判
断
力
に
よ
る
、
「
自
由
で
公
開
的
な
吟
味
」
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
基
づ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
決
し
て
ア
ー
ペ

(21) 

ル
流
の
究
極
的
基
礎
づ
け
を
狙
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
と
プ
プ
ナ
ー
は
言
う
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
経
験
の
普
遍
妥
当

性
を
要
求
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
中
核
に
あ
る
超
越
的
統
覚
の
概
念
は
、
認
識
の
究
極
的
根
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

超
越
論
的
統
覚
の
統
一
へ
と
様
々
な
表
象
を
帰
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
で
決
定
的
な
も
の
そ
れ
自
体
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
と

い
う
の
は
、
「
私
は
考
え
る
」
は
、
自
己
意
識
に
お
い
て
常
に
開
か
れ
て
い
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
か
わ
る
が
わ
る
に
与
え
ら

れ
る
意
識
内
容
を
自
分
の
も
の
と
し
て
同
定
す
る
可
能
性
に
の
み
訴
え
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
己
意
識
の
総
合
の
能
作

(22) 

―
つ
の
甚
本
的
な
原
理
へ
と
固
定
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

超
越
論
的
演
繹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
の
自
己
理
解
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
統
覚
の
能
作
の
承
認
を
要
求
す
る
。
そ

の
場
合
の
演
繹
の
方
法
を
、
ブ
プ
ナ
ー
は
、
「
自
己
関
係
性
」
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
自
己
関
係
性
に
お
い
て
、
「
決
定

的
な
の
は
、
解
明
さ
れ
る
前
提
が
解
明
す
る
行
為
に
も
妥
当
す
る
こ
と
、

そ
し
て
こ
の
こ
と
が
反
省
の
な
か
で
反
省
と
と
も
に
明
ら
か
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彼
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

(23) 

に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
こ
う
し
た
主
張
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
超
越
論
的
演
繹
が
、

認
識
と
の
間
の
自
己
関
係
的
な
構
造
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
、
形
而
上
学
的
で
独
断
的
な
原
理
に
よ
っ
て
わ

れ
わ
れ
の
認
識
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ブ
プ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
独
断
的
な
正
当
化
の
道
を

と
ら
な
い
場
合
、
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
他
の
選
択
肢
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
以
外
に
な
い
。
そ
し
て
、
事
実
上
で
は
な
く
権
利

上
、
選
択
肢
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
の
論
証
は
、
自
己
関
係
性
と
い
う
構
造
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
自
身
が
こ
う
し
た
構
造
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
こ
と
は
、
プ
プ
ナ
ー
も
認
め
て
お
り
、

カ
ン
ト
の
記
述

の
な
か
に
、
こ
の
構
造
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
際
の
彼
の
論
拠
も
十
分
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
プ
プ
ナ
ー
の

記
述
を
再
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
新
た
な
論
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

認
識
作
用
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
総
合
と
、
自
己
を
意
識
す
る
あ
ら
ゆ
る
意
識
の
な
か
に
生
ず
る
総
合
と
の
間
に
連
関
を
樹

立
す
る
こ
と
は
、
そ
の
樹
立
に
際
し
て
も
ち
ろ
ん
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
連
関
を
樹
立
す
る
こ
と
自
体
が
総

合
的
な
能
作
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
演
繹
は
、
認
識
の
統
覚
へ
の
還
元
と
い
う
作
業
を
行
う
の
だ
が
、
こ
の

(24) 

作
業
は
、
メ
タ
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
す
で
に
あ
る
二
つ
の
総
合
の
間
に
総
合
的
な
結
合
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
説
明
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
と
同
時
に
誤
解
を
招
く
も
の
で
も
あ
る
。
彼
が
こ
れ
に
続
け
て
「
す
べ
て
の
判
断
の
論
理
的
形

式
は
、
判
断
に
含
ま
れ
る
諸
概
念
の
統
覚
に
よ
る
客
観
的
統
一
に
あ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
を
拠
り
所
に
、
超
越
論
的
論
証
を
行

う
判
断
も
事
情
は
同
じ
だ
と
し
て
、
そ
こ
に
自
己
関
係
性
を
見
い
だ
し
た
う
え
で
、
カ
ン
ト
の
総
合
の
概
念
は
形
式
的
で
あ
る
た
め
に
、

そ
れ
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
も
の
を
認
識
行
為
の
本
質
的
な
構
造
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
も
と
に
置
く
こ
と
が
で
き
る
点
に
彼
の
超
越
論
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的
論
証
の
弱
点
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
は
、

一
貫
し

い
さ
さ
か
プ
プ
ナ
ー
の
一
人
相
撲
の
観
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
っ
て
は
、
超
越

論
的
演
繹
と
一
般
の
認
識
と
の
間
の
形
式
的
な
連
続
性
は
言
え
て
も
、
超
越
論
的
演
繹
の
特
質
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
わ
れ
わ

れ
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
た
い
。
ま
ず
、
超
越
論
的
演
繹
の
う
ち
で
、
と
り
わ
け
そ
の
中
核
と
な
る
超
越
論
的
統
覚
を
め
ぐ
る
論

証
は
、
認
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
正
当
化
の
作
業
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、

わ
れ
わ
れ
は
、
ブ
プ
ナ
ー
が
総
合
の
総
合
と
し
て
把
握
し
た
超
越
論
的
演
繹
は
、
そ
れ
自
体
、
認
識
行
為
の
一
契
機
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
を
提
案
し
た
い
。
そ
れ
は
、
認
識
を
正
当
化
す
る
と
同
時
に
認
識
の
産
出
に
も
関
与
す
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
そ
こ
に
は

明
ら
か
に
自
己
関
係
性
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
認
識
は
、
演
繹
以
前
の
、
す
な
わ
ち
統
覚
と
総
合
さ
れ

る
以
前
の
認
識
と
は
異
質
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
説
明
を
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
で
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
、
知
覚
判
断
と
経
験

判
断
の
区
別
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
観
的
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
知
覚
判
断
は
、
「
意
識
一
般
」
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に

(25) 

よ
っ
て
、
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
た
経
験
判
断
と
な
る
。
こ
の
意
識
一
般
と
の
関
係
を
、
超
越
論
的
統
覚
と
の
総
合
に
よ
っ
て
樹
立
す

る
の
が
超
越
論
的
演
繹
で
あ
る
。
超
越
論
的
演
繹
を
、
経
験
判
断
を
生
み
出
す
認
識
行
為
そ
の
も
の
の
一
契
機
と
見
な
す
こ
と
に
は
、

通
常
の
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
す
れ
ば
疑
念
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
ブ
プ
ナ
ー
の
興
味
深
い
見
解
が
、

た
、
し
か
も
実
り
の
多
い
視
点
の
も
と
に
理
解
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
超
越
論
的
演
繹
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
の
自
己
理
解
に

訴
え
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
個
別
の
主
観
に
、
そ
の
内
部
に
あ
る
、
意
識
一
般
へ
と
通
じ
る
超
越
論
的

統
覚
の
機
能
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
機
能
と
結
び
つ
い
た
認
識
の
普
遍
妥
当
性
を
示
そ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
認

識
の
正
当
化
を
行
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
知
覚
判
断
を
経
験
判
断
に
高
め
る
こ
と
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
認
識
行

為
と
認
識
の
正
当
化
は
分
離
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
、
あ
る
判
断
を
正
当
化
す
る
別
の
判
断
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
、
判
断
の
外
部
に
あ
る
何
ら
か
の
実
在
が
正
当
化
の
た
め
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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で
あ
る
。

自
己
意
識
に
正
当
化
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
の
正
当
化
は
認
識
行
為
の
内
へ
と
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

ブ
プ
ナ
ー
の
言
う
、
自
己
関
係
性
は
、
超
越
論
的
演
繹
を
核
と
す
る
、
認
識
行
為
と
認
識
の
正
当
化
の
自
己
言
及
的
関
係
と
し
て
捉
え

し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
演
繹
の
「
思
慮
あ
る
承
認
L

を
め
ざ
す
と
い
う
性
格
は
、
経
験
判
断
に
お
い
て
「
私
は
、
私
が
い
つ
も
、

(26) 

ま
た
誰
も
が
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
は
、
同
じ
知
覚
を
必
然
的
に
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
望
む
」
と
い
う
事
態
に
対
応
し

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
必
然
性
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
統
一
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
超
越
論
的
統
覚
は
、
経
験
的
統
覚
と
対
比
す
る
か
た
ち
で
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
後
者
は
、
主
観
的
統
一
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
意
識
の
多
数
性
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
意

識
の
多
数
性
あ
る
い
は
他
者
性
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
の
自
己
理
解
に
お
い
て
、
超
越
論
的
統
覚
の
能
作
が
反
省
的

に
承
認
さ
れ
う
る
と
い
う
意
識
哲
学
的
な
事
実
に
よ
っ
て
ク
リ
ア
ー
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
承
認
は
、
他
に
選
択
肢
が
な
い
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
、
自
己
意
識
の
統
一
を
欠
い
て
は
、

い
か
な
る
合
理
的
な
判
断
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た
プ
プ
ナ
ー
の
言
葉
の
と
お
り
、
超
越
論
的
統
覚
は
、
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、

そ
の
働
き
を
、
首
尾
一
貫
し
た
主
張
の
な
か
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
と
は
、
経
験
判
断
が
、
常
に
潜
在
的
に
こ
う
し
た
承
認
の
要
求
と
し
て
の
超
越
論
的
演
評
を
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
点

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、

直
す
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
彼
の
実
在
論
的
な
信
念
と
は
異
な
る
地
盤
の
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
プ
プ
ナ
ー
の
解
釈
を
手
が
か
り
に
行
っ
た
そ
の
再
構
成
は
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
演
繹
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
意
識
哲
学
的
な
論
証
は
、
実
在
論
的
発
想
と
手
を
切
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
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し
て
い
る
。

ロ
ー
テ
ィ
は
、

カ
ン
ト
認
識
論
の
こ
う
し
た
出
発
点
を
見
誤
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、

ら
生
じ
た
哲
学
的
な
流
れ
の
中
に
身
を
お
い
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
同
じ
流
れ
の
中
で
、
ロ
ー
テ
ィ
と
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
違
い
を
な
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
、
哲
学
に
お
け
る
＾
批
判
V
の
意
味
づ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

こ
こ
で
節
を
改
め
て
、
さ
ら
に
、

カ
ン
ト
哲
学
の
可
能
性
と
、
そ
れ
が
は
ら
む
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

＾
議
論
＞
と
＾
論
争
＞

前
節
に
お
け
る
超
越
論
的
演
鐸
の
解
釈
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
意
味
は
、
こ
う
し
た
演
繹
が
不
可
能
な
場
合
、

学
的
な
手
法
が
通
用
し
な
い
場
合
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
、
美
的
判
断

（
趣
味
判
断
）
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
所
論
を
手
が
か
り
に
し
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ロ
ー
テ
ィ
自
身
、
こ
の
出
発
点
か

つ
ま
り
、
意
識
哲

カ
ン
ト
は
た
し
か
に
、
美
的
判
断
に
つ
い
て
も
演
鐸
を
行
っ
て
い
る
。
美
的
判
断
が
、
快
・
不
快
の
感
情
と
い
う
主
観
的
な
も
の
を

規
定
根
拠
と
す
る
判
断
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
演
繹
が
必
要
な
の
は
、
そ
れ
が
、
す
べ
て
の
人
々
の
同
意
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
認
識
判
断
の
場
合
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
統
覚
の
論
証
に
お
け
る
力
（
他
に
選
択
肢
が
な
い
こ
と
）
を
あ
て
に

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
、
「
共
通
感
覚
」
と
い
う
理
念
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
よ
う
に
主
観
の
自
己

理
解
を
通
じ
て
判
断
の
普
遍
的
妥
当
性
を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
、
相
互
主
観
性
へ
の
顧
慮
が
不
可
欠
に
な
る
。
し

(27) 

た
が
っ
て
、
共
通
感
覚
を
基
盤
と
す
る
美
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
は
、
「
公
共
的
」
妥
当
性
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

断
の
普
遍
妥
当
性
は
、
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

3
 

つ
ま
り
、
美
的
判

(28) 

カ
ン
ト
は
、
「
趣
味
に
つ
い
て
は
（
た
と
え
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
し
て
も
）
論
争
す
る
こ
と
は
で
き
る
L

と
述
べ
て
い
る
。
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(streiten)
は
、
判
断
の
対
立
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
一
致
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
点
で
は
同

じ
で
あ
る
が
、
前
者
が
一
定
の
証
明
根
拠
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
き
、
意
見
の
一
致
に
至
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お

い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
証
明
根
拠
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
美
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
は
、
論
争
の
中
で
追
求
さ
れ
は
す
る

(29) 

が
、
論
争
を
通
じ
て
た
と
え
一
致
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
常
に
暫
定
的
性
格
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
美
的
判
断
の
性
格
を
、
認
識
判
断
の
場
合
と
比
較
し
て
お
く
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
。
『
純
粋
理

性
批
判
』
で
は
、
超
越
論
的
統
覚
（
こ
れ
は
主
観
の
自
己
理
解
に
依
存
し
て
お
り
、
自
己
意
識
の
直
接
的
な
所
与
性
と
い
う
前
提
に
基

づ
い
て
い
る
）
と
い
う
意
識
哲
学
的
な
装
置
に
よ
っ
て
演
繹
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
演
繹
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
自
由
で
公

開
的
な
吟
味
」
を
通
じ
た
「
思
慮
あ
る
承
認
」
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
側
面
は
、
意
識
哲
学
的
手
法
お
よ
び
そ
れ

が
示
し
た
「
選
択
肢
の
な
さ
」
に
よ
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
認
識
行
為
に
お
い
て
対
話
の
も
つ
意
義
は
曖
昧

な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
所
説
の
思
い
切
っ
た
再
構
成
に
よ
っ
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

カ
ン
ト
が
、
判
断
力
の
う
ち
に
設
け
た
規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
の
区
別
は
、
前
者
が
認
識
判
断
と
、
後
者
が
美
的
お
よ
び

目
的
論
的
判
断
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
の
「
見
え
に
く
さ
」
を
さ
ら
に
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
判
断
力
の
間
の
関
係
、
あ
る
い
は
反
省
的
判
断
力
が
認
識
判
断
に
対
し
て
も
つ
は
ず
の
関
係
が
、
視
野
に
入
り

に
く
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
規
定
的
判
断
力
は
、
個
別
的
直
観
を
悟
性
に
よ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
統
一
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と

で
、
認
識
判
断
を
生
み
出
す
が
、
こ
う
し
た
判
断
が
ど
れ
ほ
ど
積
み
重
ね
ら
れ
て
も
、
自
然
全
体
を
把
握
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
個
々

の
判
断
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
単
な
る
ば
ら
ば
ら
な
知
識
の
集
積
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
与
え
ら
れ
た
特
殊
な
も
の
に
対
し
て
、

い
ま

だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
普
遍
的
な
も
の
を
見
い
だ
す
能
力
で
あ
る
反
省
的
判
断
力
の
働
き
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
省
的
判
断

力
は
、
規
定
的
判
断
力
が
作
動
し
え
な
い
場
合
（
美
的
判
断
の
場
合
）
は
も
と
よ
り
、
認
識
判
断
が
成
立
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

＾
議
論
>
(
d
i
s
p
u
t
i
e
r
e
n
)
と
＾
論
争

v
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も
ち
ろ
ん
、

カ
ン
ト
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
、
対
話
と
い
う
次
元
で
論
じ
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
反
省
的
判
断

力
と
理
性
と
の
問
の
関
係
に
注
目
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
認
知
的
な
分
野
に
つ
い
て
も
、
先
に
、
美
的
判
断
に
関
し
て
確
認
し
た
対
話

的
な
次
元
か
ら
見
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

＾
議
論
＞
と
＾
論
争
＞
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
区
別
に
即
し
て
言
え
ば
、
規
定
的
判
断
力
に
よ
っ
て
生
ず
る
判
断
に
つ
い
て
は
A
議

論
V
が
可
能
で
あ
る
が
、
反
省
的
判
断
力
に
は
、
判
断
の
根
拠
と
な
る
普
遍
的
な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
判
断
に
つ
い
て
は
、

に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
＾
論
争
＞
だ
け
が
可
能
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
規
定
的
判
断
力
が
有
効

(32) 

な
圏
域
と
反
省
的
判
断
力
に
委
ね
ら
れ
る
圏
域
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
、
特
に
反
省
的

判
断
力
固
有
の
機
能
を
、
規
定
的
判
断
力
の
そ
れ
と
取
り
違
え
る
こ
と
は
、
本
来
認
識
が
不
可
能
な
も
の
の
認
識
可
能
性
を
主
張
す
る

で
は
意
識
哲
学
的
な
手
法
は
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。

働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
個
々
の
認
識
判
断
と
理
性
の
規
制
的
•
発
見
的
機
能
と
を
媒
介
す
る
。
悟
性
は
多
様
な
直

観
を
概
念
に
お
い
て
結
合
す
る
が
、
そ
の
場
合
の
統
一
は
「
配
分
的

(distributiv)
統
一
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

理
性
は
多

様
な
概
念
を
理
念
に
お
い
て
結
合
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
、
「
集
合
的

(kollektiv)
統
一
」
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
力
は
、
こ

の
二
つ
の
統
一
の
間
を
媒
介
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
念
は
「
虚
焦
点
」

(
f
o
c
u
s
i
m
a
g
i
n
a
r
i
u
s
)
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
実
在
的
な
も

(30) 

の
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
理
念
や
反
省
的
判
断
力
に
関
し
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
場
合
と
同
様
の
意
味
で

の
演
繹
は
不
可
能
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
そ
れ
で
も
、
理
念
が
何
ら
か
の
意
味
で
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
演
繹
は
必

(31) 

要
だ
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
が
持
ち
出
す
の
が
、
「
最
高
の
知
性

(Intelligenz)
J

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
は
、
そ
れ
自
体

が
理
念
で
あ
っ
て
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
に
お
け
る
超
越
論
的
統
覚
の
よ
う
な
論
証
の
基
盤
と
は
な
り
え
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ

カ
ン
ト
を
、
現
代
哲
学
の
動
向
と
の
連
関
の
中
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4
 
意
識
か
ら
言
語
へ

異
質
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

」
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
独
断
的
形
而
上
学
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、

と
か
ら
、

カ
ン
ト
の
意
図
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
も
う
一
歩
進
ん
で
、
規
定
的
判
断
力
固
有
の
領
域
と
見
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
反

省
的
判
断
力
の
働
き
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
問
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

れ
、
確
固
た
る
根
拠
に
よ
っ
て
対
話
が
一
致
に
い
た
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
も
、

る
可
能
性
は
な
い
の
か
。
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
の
一
致
を
権
利
上
の
一
致
と
取
り
違
え
る
と
い
う
新
た
な
独
断
を

排
す
る
と
い
う
点
で
、
批
判
哲
学
の
意
に
か
な
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
も
は
や
カ
ン
ト
の
示
し
た
枠
組
み
の
中
で
は
論
じ
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
確
認

し
て
お
き
た
い
の
は
、

の
こ
と
は
、

カ
ン
ト
の
所
論
を
超
越
論
的
演
繹
の
も
っ
て
い
た
意
識
哲
学
の
枠
組
み
に
は
収
ま
ら
な
い
地
点
ま
で
追
跡
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
な
問
題
圏
の
直
前
ま
で
到
達
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

カ
ン
ト
の
認
識
論
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
問
題
設
定
の
方
向
性
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
こ

＾
議
論
＞
可
能
性
が
保
証
さ

＾
論
争
V
が
開
始
さ
れ

ロ
ー
テ
ィ
の
言
う
＾
認
識
論
的
哲
学
＞
と
は

カ
ン
ト
に
お
い
て
、
認
識
行
為
が
認
識
の
正
当
化
を
そ
の
契
機
と
し
て
含
ん
で
い
る
の
を
見
た
。
そ
れ
は
客
観

の
側
は
も
ち
ろ
ん
、
主
観
の
側
に
お
い
て
も
、
認
識
行
為
の
外
部
に
認
識
の
正
当
性
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
こ
と
の
当
然

の
結
果
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
超
越
論
的
統
覚
を
実
体
化
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
に
関
す
る
彼
の
記
述

が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
超
越
論
的
統
覚
は
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
行
為
を
そ
の
内
部
か
ら
正
当
化
す
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け
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

カ
ン
ト
と
わ
れ
わ
れ
と
の
問
に
は
、

い
わ
ゆ
る
＾
言
語
論
的
転
回
＞
と
い
う
決
定
的
な
懸
隔
が
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
の
独
断
的
な
基
礎
づ
け
を
拒
否
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
継
承
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
意
識
か
ら
言
語
へ
と
い

う
哲
学
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
化
に
応
じ
て
、

カ
ン
ト
哲
学
を
再
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
統
覚
の
概
念
を
中
核
と
す
る
論
証
は
、
そ
の
意
識
哲
学
的
性
格
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
そ
れ

に
よ
っ
て
は
説
明
し
え
な
い
領
域
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
言
語
哲
学
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
、
超
越
論
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
、
言
語
が
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
い
う
動
向
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
さ
ら
に
、
超
越
論
哲
学
は
、
対
話
を
通
じ
て

(33) 

形
成
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
学
問
や
文
化
を
基
礎
づ
け
る
、
「
究
極
的
な
メ
タ
学
問
」
を
標
榜
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
究
極
的
な
甚
礎
づ
け
は
決
し
て
行
っ
て
い
な
い
し
、
可
能
だ
と
も
考
え
て
い
な
い
。
究
極
的
な
基
礎
づ

ば
ら
眼
が
注
が
れ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
非
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
か
ら
区
別
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
も
っ

カ
ン
ト
が
、

＾
議
論
＞
と
＾
論
争
V
の
区
別
に
よ
っ
て
示
唆
し
て
い
た
、

析
は
二
次
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
の
分

言
語
論
的
な
究
極
的
基
礎
づ
け
の
試
み
は
、
相
互
主
観
的
に
妥
当
す

る
あ
ら
ゆ
る
批
判
を
可
能
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
批
判
さ
れ
な
い
条
件
を
開
示
す
る
と
い
う
、
こ
の
上
な
く
特
権
的

(34) 

な
地
位
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
見
い
だ
さ
れ
た
条
件
が
、
い
か
な
る
批
判
も
免
れ
て
い
る
と
い
う
保
証
は
何
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の

か
。
も
し
そ
の
保
証
が
、
再
び
対
話
の
な
か
で
追
求
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
に
、
究
極
的
基
礎
づ
け
と
い
う
名
を

冠
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
の
超
越
論
的
遂
行
論
は
、
論
証
の
諸
規
約
の
範
型
的
明
証
性
が
恣
意
的
な
決
断
に
還
元
さ

れ
な
い
た
め
の
根
拠
を
意
識
の
明
証
性
に
求
め
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
再
び
意
識
哲
学
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
言
語
論
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し
今
や
、

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

カ
ン
ト
が
、

八
議
論

vゃ
＾
論
争
＞
と
い
う
概
念
に
込
め
て
い
た
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
々
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
、
射
程
に
収
め

は
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
全
体
と
比
較
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

わ
れ
る
。

的
転
回
を
徹
底
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
範
型
的
明
証
性
で
さ
え
、
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
象
と
さ
れ
、
そ
こ
で
相
互
主
観
的

に
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
、
究
極
的
な
基
礎
づ
け
の
不
可
能
性
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思

し
か
し
、
こ
こ
に
は
も
う
―
つ
の
道
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

を
、
言
語
哲
学
的
に
特
権
化
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
内
部
に
視
点
を
置
い
て
こ
れ
を
分
析
し
、

再
構
成
す
る
な
か
で
、

前
者
の
場
合
の
よ
う
に
、

(35) 

り
は
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

カ
ン
ト
が
超
越
論
的
統
覚
の
概
念
を
用
い
て
意
識
哲
学
的
に
行
っ
た
論
証

カ
ン
ト
的
な
演
繹
が
は
ら
ん
で
い
た
問
題
を
解
消
す
る
と
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
道
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
演
繹
を
言
語
哲
学
的
に
拡
大
解
釈
し
て
、
「
究
極
的
な
メ
タ
学
問
」
に
仕
立
て
上
げ
た

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
所
論
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
演
繹
の
類
比
物
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
を
、

る
と
彼
が
考
え
て
い
た
自
然
科
学
に
お
い
て
は
、

ニ
ュ
ー
ト
ン
物
理
学
は
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
や
超
越
論
的
演
繹
と
だ
け
対
比
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
れ

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
お
い
て
は
、
認
知
的
な
分
野
は
、

カ
ン
ト
の
場
合
と

同
じ
く
、
道
徳
や
芸
術
と
並
ぶ
―
つ
の
文
化
領
域
に
過
ぎ
な
い
。
認
識
の
正
当
化
と
し
て
の
超
越
論
的
演
繹
は
、
そ
こ
で
は
、
真
理
性

と
い
う
―
つ
の
妥
当
要
求
お
よ
び
そ
れ
を
巡
っ
て
の
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
の
な
か
へ
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

カ
ン
ト
と
わ
れ
わ
れ
を
隔
て
て
い
る
の
は
言
語
論
的
転
回
だ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
「
確
実
な
道
」
を
歩
ん
で
い

＾
議
論
V
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
一
致
が
得
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か

カ
ン
ト
が
考
え
て
い
た
よ
う
な
、
宇
宙
全
体
を
説
明
す
る
唯
一
の
理
論
で
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
＾

統
一
科
学
V
の
可
能
性
を
信
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

A
論
争
V
の
火
種
は
、
至
る
所
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
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つ
、
流
動
化
さ
れ
る
。

が
ヽ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
究
極
的
基
礎
づ
け
を
め
ざ
す
ア
ー

そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
お
け
る
合
意
の
可
能
性
に
つ
い
て
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
を
妥
当
要
求
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
問
題
に
展
望
を
開

く
。
話
し
手
の
妥
当
要
求
が
、
聞
き
手
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
同
意
さ
れ
る
の
は
、
両
者
が
、
そ
の
妥
当
要
求
を
可
能
に
し
て
い
る
言
語

的
・
文
化
的
な
規
範
を
共
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
言
う
＾
議
論
V
が
可
能
な
の
は
、
あ
る
信
念
体
系
を

共
有
す
る
者
同
士
の
間
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
共
通
の
生
活
世
界
な
り
学
問
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
な
り
を
前
提
に
し
う
る
場
合
に

の
み
、
確
実
な
合
意
を
期
待
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
特
定
の
学
問
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
生
活
世
界
を
合
意

の
た
め
の
不
変
の
条
件
と
し
て
、
対
話
に
先
立
っ
て
前
提
す
る
事
は
で
き
な
い
。
通
常
の
学
問
的
対
話
や
日
常
の
会
話
に
お
い
て
は
、

共
通
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
や
生
活
世
界
を
前
提
に
し
て
、
対
話
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

こ
で
の
期
待
は
容
易
に
裏
切
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
、

認
識
判
断
が
、

＾
議
論
＞
に
よ
っ
て
必
然
的
に
合
意
に
至
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
生
活
世
界
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
そ

の
よ
う
な
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。

(36) 

れ
、
言
語
的
に
組
織
化
さ
れ
た
解
釈
範
型
の
ス
ト
ッ
ク
L

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
生
活
世
界
は
、
「
文
化
的
に
伝
承
さ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
に
よ
っ
て
、
常
に
再

(37) 

生
産
さ
れ
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
何
ら
か
の
危
機
状
況
に
お
け
る
「
問
題
圧
力
」
に
よ
っ
て
、
生
活
世
界
そ
の
も
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
主
題
と
な
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
は
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

＾
議
論
＞
で

は
な
く
＾
論
争
＞
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
形
態
の
関
係
は
、
そ
の
区
別
を
維
持
し
つ

も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
た
と
お
り
、

A
論
争
V
は
、
合
意
へ
の
保
証
は
な
い
が
、
そ
の
希
望
が
あ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ

(38) 
る
。
こ
の
合
意
へ
の
希
望
と
い
う
い
さ
さ
か
控
え
め
な
条
件
は
、
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つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ペ
ル
や
、
逆
に
、
合
意
よ
り
不
一
致
に
価
値
を
見
い
だ
す
ロ
ー
テ
ィ
か
ら
、

橋
頭
堡
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
、

ロ
ー
テ
ィ
の
所
論
を
取
り
上
げ
、

通
常
的
言
説
と
変
則
的
言
説

ロ
ー
テ
ィ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
カ
ン
ト
の
用
語
を
通
じ
て
述
べ
て
き
た
事
柄
に
つ
い
て
、
通
常
的
ー
変
則
的
と
い
う
ク
ー
ン
の
語
彙
を

用
い
て
説
明
す
る
の
だ
が
、

そ
の
場
合
の
彼
の
ス
タ
ン
ス
は
独
特
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
対
概
念
は
、
単
に
言
説
の
種
類
や
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
哲
学
的
な
立
場
の
違
い
に
対
応
し
て
い
る
。

彼
の
言
う
「
通
常
的
言
説
」

(
n
o
r
m
a
l
d
i
s
c
o
u
r
s
e
)
と
は
、
「
合
意
に
到
達
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
、
す
で
に
、
合
意
を
得
た
規

準
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
言
説
」
を
、
ま
た
、
「
変
則
的
言
説
」

(
a
b
n
o
r
m
a
l
d
i
s
c
o
u
r
s
e
)
と
は
、
そ
の
よ
う
な
規
準
を

(39) 

欠
い
た
言
説
を
意
味
す
る
。
変
則
的
言
説
を
生
み
出
す
哲
学
者
は
「
革
命
的
哲
学
者
」
と
呼
ば
れ
う
る
が
、
ロ
ー
テ
ィ
に
と
っ
て
重
要

な
の
は
、
こ
の
革
命
的
哲
学
者
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
二
種
類
の
タ
イ
プ
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
言
説
の
共
約
不
可
能
性
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
人
々
と
、

そ
の
よ
う
な
試
み
に
対
し
て
否
定
的
な
哲
学
者
の
区
別
で
あ
る
。
前
者
が
、
「
通
常
の
職
業
化
さ
れ
た
哲
学
が

(40) 

そ
の
内
部
で
営
ま
れ
う
る
よ
う
な
新
た
な
学
派
の
基
礎
を
築
く
」
こ
と
に
な
る
「
体
系
的
哲
学
者
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
啓

発
的

(edifying)
哲
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ロ
ー
テ
ィ
自
身
は
、
後
者
の
立
場
に
立
と
う
と
す
る
。
し
か
し
、

に
変
則
的
言
説
を
生
み
出
し
続
け
る
と
い
う
、
啓
発
的
な
哲
学
者
像
は
、
維
持
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

5
 

ロ
ー
テ
ィ
は
、
啓
発
に

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
そ
れ
と
対
決
さ
せ
て
み
よ
う
。

い
わ
ば
常

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
区
別
す
る
た
め
に
は
、
放
棄
で
き
な
い
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（
わ
れ
わ
れ
自
身
や
他
の
人
々
を
）
啓
発
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
文
化
と
、
異
文
化
や
歴
史
上
の
時
代
と

の
間
を
関
連
づ
け
た
り
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
規
範

(
d
i
s
c
i
p
l
i
n
e
)
と
、
共
約
不
可
能
な
語
彙
で
共
約
不
可
能
な
目
的
を
追
求
し
て

(41) 

い
る
よ
う
に
見
え
る
他
の
規
範
と
の
間
を
関
連
づ
け
た
り
す
る
解
釈
学
的
活
動
で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
共
約
不
可
能
な
言
説
問
の
関
連
づ
け
は
、
も
ち
ろ
ん
、
第
三
者
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
異
文
化
を
、
自
ら
の
文
化
的
規
範
を
通
し
て
見
る
以
外
に
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ

こ
で
の
「
解
釈
学
的
活
動
」
は
、
二
つ
の
側
面
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

り
、
も
う
―
つ
は
、
自
文
化
に
対
す
る
い
わ
ば
反
照
的
関
係
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
第
一
の
側
面
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
共
約
不
可

能
な
言
説
間
に
関
係
が
生
じ
、
第
二
の
側
面
で
は
、
通
常
的
な
言
説
空
間
に
共
約
不
可
能
な
言
説
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
啓

発
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
前
者
で
は
、
異
な
る
文
化
相
互
問
に
お
い
て
、
後
者
で
は
、
変
則
的
言
説
か
ら
通
常

的
言
説
へ
と
い
う
方
向
で
起
こ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
啓
発
の
二
つ
の
側
面
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
的
行
為
の
二
つ
の
様
態
お
よ
び
そ
れ
ら
の
間
の
関
係
と
い
う
よ
り
包
括
的
な
枠
組
み
の
中
で
捉
え
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
が
、

ロ
ー
テ
ィ
は
、

A
自
文
化
中
心
主
義
＞
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま

う
。
彼
の
自
文
化
中
心
主
義
が
、
彼
自
身
の
言
う
と
お
り
、
異
文
化
を
排
除
す
る
こ
と
の
な
い
緩
や
か
な
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
よ

う
な
自
文
化
中
心
主
義
に
基
づ
く
対
話
は
、
せ
い
ぜ
い
、
「
他
の
人
々
の
見
解
が
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
見
解
と
一
致
し
な
い
か
を
説
明
し
、

(42) 

そ
の
不
一
致
と
い
う
事
実
が
わ
れ
わ
れ
の
他
の
信
念
と
う
ま
く
か
み
合
う
よ
う
わ
れ
わ
れ
の
信
念
を
編
み
直
す
こ
と
」
に
貢
献
す
る
＜

ら
い
で
あ
る
。
異
文
化
と
の
接
触
に
よ
る
、
こ
う
し
た
差
異
の
確
認
と
し
て
の
信
念
体
系
の
再
編
成
は
重
要
な
事
柄
に
は
違
い
な
い
が
、

こ
こ
に
は
明
ら
か
に
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

ロ
ー
テ
ィ
の
議
論
の
決
定
的
な
問
題
点
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ

―
つ
は
、
異
文
化
と
の
対
話
と
い
う
側
面
で
あ
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話
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
「
必
要
な
の
は
、

ロ
ー
テ
ィ
が
、
「
刺
激
的
で
実
り
あ
る
不
一
致
」
に
と
ど
ま
り
う
る
理
由
を
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
立
場
と
比
較
し
て
考
え
る
と
、
ロ
ー

テ
ィ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
が
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
彼
は
、
「
何
か
を
語
れ
ば
必
然
的
に
あ
る
主
題
に
つ
い
て
見
解
を
表
明

し
た
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
「
た
だ
何
か
を
語
っ
て
い
る
だ
け
L

か
も
し
れ
な
い
と
言
う
。
こ
れ

だ
け
の
こ
と
な
ら
容
認
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に
彼
が
、
「
啓
発
的
哲
学
者
は
、
見
解
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
見
解
を
も
つ

(43) 

こ
と
を
避
け
つ
つ
、
見
解
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
を
排
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
大
い
に
問
題
で

あ
ろ
う
。
彼
が
、
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
観
に
と
ど
ま
り
う
る
の
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
彼
が
、

つ
い
て
考
え
る
際
に
、
行
為
調
整
に
お
け
る
問
題
の
解
決
と
い
う
視
点
を
欠
い
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
妥
当
要
求
と
い
う
概
念

を
基
軸
と
し
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
通
常

的
言
説
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
た
妥
当
要
求
は
、
自
明
の
基
盤
（
生
活
世
界
や
共
通
の
学
問
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
承
認
な
い
し
拒
否
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
妥
当
要
求
の
基
盤
自
体
が
疑
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
妥
当
要

求
が
承
認
さ
れ
ま
た
拒
否
さ
れ
る
か
は
原
理
的
に
は
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
。
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
原
理
的

に
言
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
あ
る
言
説
が
通
常
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、

そ
れ
が
掲

げ
る
妥
当
要
求
が
、
実
際
に
、
特
定
の
基
盤
を
損
な
う
こ
と
な
く
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
切
り
離
し
て
は
語
り
え
な
い
。
）
と
こ
ろ
が
、

変
則
的
言
説
は
、
こ
う
し
た
妥
当
要
求
の
基
盤
を
相
対
化
す
る
。
そ
こ
で
は
、
妥
当
要
求
が
承
認
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
あ
ら
か

じ
め
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
の
対

(44) 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
通
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
と
区
別
し
て
、
「
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
を
忌
避
す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、

れ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
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(45) 

何
を
話
題
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
合
意
が
得
ら
れ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
L

と
言
う
が
、
こ
の
よ
う
な
最
低
限
の
条
件
し
か
満
た
さ

な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
得
ら
れ
る
の
は
、
問
題
の
解
決
で
は
な
く
、
自
ら
の
変
則
的
言
説
に
自
己
満
足
す
る
こ
と
だ
け
で
あ

(46) 

ろ
う
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
現
実
に
は
多
く
の
場
合
、
行
為
調
整
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
働
く
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、

ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

行
為
調
整
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
異
文
化
な
い
し
異
な
る
信
念
体
系
と
の
接
触
に
お
け
る
、
自
文
化
や
自
ら
の
信
念
体
系
の
再

編
成
は
、
単
な
る
差
異
の
確
認
に
は
と
ど
ま
り
え
ず
、
必
然
的
に
合
意
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
現
実
に
合
意
が
積
み
重
ね
ら

れ
れ
ば
、
そ
こ
に
新
た
な
妥
当
要
求
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
従
来
の
変
則
的
言
説
は
通
常
的
言
説
と
な
る
。

と
こ
ろ
が
、

ロ
ー
テ
ィ
の
議
論
は
行
為
調
整
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ら
な
い
状
況
に
つ
い
て
の
み
あ
て
は

そ
れ
は
特
殊
な
状
況
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ロ
ー
デ
ィ
の
言
う
啓
発
は
こ
う
し
た
移
行
を
目
的
と
し
な
い
。
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
啓
発
の
も
つ
二
つ
の
方
向
性
に
つ

い
て
触
れ
た
が
、
変
則
的
言
説
が
通
常
的
言
説
へ
の
移
行
を
ま
っ
た
＜
度
外
視
で
き
る
と
す
れ
ば
、
異
文
化
に
対
し
て
も
、
自
文
化
に

対
し
て
も
、
そ
の
共
約
不
可
能
性
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
徹
底
し
た
啓
発
的
態
度
を
と
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

発
は
常
に
そ
の
時
代
の
文
化
が
提
供
す
る
素
材
を
使
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

こ
う
し
た
立
場
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
変
則
的
言
説
が
、
「
常
に
通
常
的
言
説
に
寄
生
的
で
あ
り
」
、
「
啓

ロ
ー
テ
ィ
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
変
則
的

言
説
は
、
「
誰
も
が
知
っ
て
い
る
規
範
か
ら
の
意
識
的
な
離
反
」
と
い
う
「
実
存
主
義
的
態
度
」
を
常
に
と
り
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

(48) 

の
み
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
態
度
を
と
る
啓
発
的
哲
学
者
は
、
合
意
を
求
め
る
「
議
論
」

(
a
r
g
u
m
e
n
t
)

で
は
な
く
、
単
な
る
「
会
話
」

(conversation)
の
愛
好
者
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
行
為
調
整
と
い
う
視
点
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
通
常
的
言
説
か
ら
の
離
反
は
、
そ
れ
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
実
践
的
連
関
か
ら
の
離
脱
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、

(49) 

ロ
ー
テ
ィ
の
言
う
解
釈
学
は
、
「
貴
族
主
義
的
」
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
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6
 

的
で
あ
る
と
さ
え
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

さ
い
に
こ
こ
で
ロ
ー
テ
ィ
に
関
し
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
彼
の
主
張
が
、
西
欧
的
な
自
己
欺
脳

(50) 

と
し
て
の
「
関
心
な
き
知
」
と
い
う
幻
想
を
復
活
さ
せ
か
ね
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
践
的
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
い
わ
ば
＾
純

粋
な

v変
則
的
言
説
は
、

そ
の
実
、
現
実
の
社
会
的
な
行
為
連
関
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
＾
純
粋

(51) 

な
V
科
学
理
論
も
人
間
の
社
会
的
実
践
か
ら
独
立
し
て
は
存
在
し
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
無
自
覚
な
哲
学
的
言
説
は
、

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
共
約
不
可
能
な
変
則
的
言
説
の
意
義
を
強
調
し
て
み
て
も
、
そ
れ
自
体
は
西
欧
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
空
間
を
背
景
と

し
た
、
そ
の
意
味
で
は
、
通
常
的
言
説
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、

す
る
、

ロ
ー
テ
ィ
の
無
批
判
な
肯
定
ぶ
り
と
も
相
侯
っ
て
、
彼
の
哲
学
が
、
表
向
き
反
抗
的
に
見
え
る
の
と
は
裏
腹
に
、
没
批
判
的
・

独
断
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

さ
て
わ
れ
わ
れ
は
、

批
判
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
が
、

な
認
識
論
と
は
別
の
地
盤
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
潜
在
的
に
は
、
今
日
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
哲
学
へ

の
転
換
と
い
う
方
向
性
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
目
的
は
、

解
の
不
十
分
さ
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

解
の
も
と
に
矮
小
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

八
近
代
科
学

v
ゃ
＾
民
主
主
義
＞
に
対

ロ
ー
テ
ィ
の
哲
学
は
、
彼
自
身
の
期
待
に
反
し
て
、
啓
発

ロ
ー
テ
ィ
の
批
判
に
反
し
て
、
形
而
上
学
的
な
実
在
論
や
そ
れ
に
基
づ
く
対
応
説
的

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
哲
学
の
批
判
的
機
能
に
見
い
だ
す
の
だ
が
、
最
後
に
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

ロ
ー
テ
ィ
の
カ
ン
ト
理

ロ
ー
テ
ィ
が
、
近
代
哲
学
を
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
図
式
的
な
理

そ
の
最
も
有
意
義
な
部
分
を
見
失
っ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ロ
ー
テ
ィ
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
の
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に
重
き
を
置
く
な
ら
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
文
化
諸
領
城
の
区
別
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

認
識
・
道
徳
•
美
と
い
っ
た
文
化
領
域
問
の
区
別
に
つ
い
て
も
、

も
説
得
的
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
彼
は
、
「
カ
ン
ト
の
偉
大
さ
は
…
…
道
徳
的
信
念
に
余
地
を
残
す
た
め
に
理
性
に
つ
い
て
の
伝
統
的

な
考
え
方
を
破
壊
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
し
、

カ
ン
ト
は
、
科
学
に
つ
い
て
の
彼
の
診
断
を
、
科
学
的
研
究
に
関
す
る
反
省
に
よ
っ
て
露
呈
さ
れ
る
＾
不
可
避
の
主
観
的
条
件
＞
と
い

(52) 

う
視
点
か
ら
行
っ
た
と
し
て
非
難
す
る
。

の
方
向
性
が
、

の
た
め
、

ロ
ー
テ
ィ
は
カ
ン
ト
に
批
判
的
で
あ
る
が
、
そ
の
議
論
は
必
ず
し

カ
ン
ト
に
よ
る
科
学
的
真
理
と
道
徳
的
決
定
と
の
原
理
的
な
区
別
を
評
価
し
な
が
ら
、

つ
ま
り
、
彼
は
、
認
識
論
中
心
の
哲
学
か
ら
脱
却
す
る
可
能
性
を
カ
ン
ト
に
認
め
つ
つ
、
こ

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
認
識
論
的
な
、
超
越
論
的
統
覚
を
中
核
と
す
る
＾
主
観
性
の
哲
学
＞
に
よ
っ
て
示
さ

れ
た
点
が
不
満
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ロ
ー
テ
ィ
の
関
心
は
、
彼
の
言
う
認
識
論
中
心
の
哲
学
の
批
判
に
あ
り
、
こ
の
誤
っ
た
見
方

い
っ
た
ん
は
見
い
だ
さ
れ
た
カ
ン
ト
哲
学
の
意
義
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

な
＾
主
観
性
の
哲
学
V
は
、
相
互
主
観
性
の
哲
学
の
種
子
を
す
で
に
宿
し
て
い
る
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
無
視
し
て
、

排
撃
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
哲
学
的
基
盤
を
掘
り
崩
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

自
体
が
拠
っ
て
立
つ
甚
盤
で
あ
る
。

ロ
ー
テ
ィ
の
哲
学
が
ま
が
り
な
り
に
も
対
話
の
次
元

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
視
点
に
立
て
ば
、

カ
ン
ト
的

カ
ン
ト
哲
学
を

カ
ン
ト
哲
学
の
意
識
哲
学
的
傾
向
は
乗
り

越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
＾
主
観
性
の
哲
学
＞
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
地
平
は
、
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
視
点

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
行
為
お
よ
び
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
有
す
る
主
体
に
定
位
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
事
実
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
文
化
諸
領
域
の
区
別
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
主
体
が
掲
げ
る
妥
当
要
求
の

区
別
と
し
て
継
承
さ
れ
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
の
分
析
・
批
判
の
手
が
か
り
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

(53) 

し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
た
な
い
ロ
ー
テ
ィ
は
、
「
脱
理
論
化
さ
れ
た
共
同
体
感
覚
L

と
い
う
、
没
批
判
的
な
観
念
に
依
存
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
共
同
体
感
覚
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
は
、
妥
当
要
求
や
文
化
諸
領
域
の
区
分
は
、

そ
れ
に
墓
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注

次
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

と
っ
て
は
受
け
入
れ
難
い
の
で
あ
る
。

づ
く
諸
々
の
文
化
的
・
社
会
的
現
象
の
批
判
と
と
も
に
、
有
害
無
益
な
も
の
と
し
て
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
科
学
者

の
目
標
や
手
続
き
と
、
政
治
家
の
そ
れ
ら
と
の
間
に
は
興
味
を
引
く
よ
う
な
認
識
論
的
差
異
は
な
い
」
と
い
う
、
こ
れ
自
体
説
明
と
限

(54) 

定
を
要
す
る
主
張
を
、
「
A
う
ま
く
い
く
も
の
な
ら
何
で
も
よ
い
＞
と
い
う
精
神
」
に
基
づ
い
て
擁
護
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
を
、

そ
の
批
判
的
潜
在
力
も
ろ
と
も
否
定
し
去
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、

ア
ー
ペ
ル
の
よ
う
な
硬
直
的
な
基
礎
づ
け
主
義
で
も
な
く
、
ま
た
、

ロ
ー

テ
ィ
の
よ
う
な
没
批
判
主
義
で
も
な
い
、
第
三
の
立
場
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
自
ら
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
の
「
批
判
的
機
能
」
を
主
張
し
つ
つ
、
そ
の
「
仮
説
的
ス
テ
ー
タ
ス
」
を
承
認
し
て
い
る
こ
と

(55) 

に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
理
論
は
、
現
代
と
い
う
歴
史
的
状
況
に
埋
没
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
を
超
え
出
て
し
ま
う
こ
と
も

な
く
、
そ
の
内
部
で
、
そ
の
問
題
状
況
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
論
議
に
供
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
若
き
日
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
カ

ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
と
同
じ
理
論
的
な
構
え
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
の
診
断
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
歴
史
の

(56) 

一
要
素
で
あ
る
と
い
う
構
え
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
理
論
と
し
て
の
弱
点
と
見
る
こ
と
は
、
超
歴
史
的
な
理
論
空
間
を
、
す

べ
て
に
先
立
つ
前
提
と
し
て
考
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
批
判
理
論
に

(
1
)
 
Kant, 
Kritik 
der reinen 
Vernunft, 
A
X
I
.
A
n
m
.
 (
以
下
K
r
Vと
略
記
）

(
2
)
た
だ
し
、
批
判
の
基
盤
を
社
会
に
お
く
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
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