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き
り
確
信
し
て
い
る
1

(
『
第
三
対
話
』
二
六
二
頁
）

「
私
は
長
い
間
自
分
の
感
官

(
s
e
n
s
e
)

に
不
信
を
抱
い
て
き
た
。
私
は
‘
思
う
に
、
薄
暗
い
光
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
偽
り
の
レ
ン
ズ

を
通
し
て
事
物
を
見
て
い
た
。
今
や
レ
ン
ズ
は
除
去
さ
れ
た
。
そ
し
て
新
し
い
光
が
押
し
入
っ
て
く
る
。
諸
事
物
を
そ
の
本
来
の
姿
で

見
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
諸
事
物
の
知
ら
れ
ざ
る
本
性
と
か
絶
対
的
存
在
に
つ
い
て
苦
労
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
は
っ

感
官
を
信
頼
し
、
感
官
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
知
識
の
源
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
（
神
と
自
我
は
別
）
バ
ー
ク
リ
の
姿
勢

の
一
端
が
こ
こ
に
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
、
感
官
が
彼
の
望
ん
だ
程
の
高
い
信
頼
を
置
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
‘
二
つ
の
問

題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
彼
自
ら
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
。

バ
ー
ク
リ
の
代
弁
者
フ
ィ
ロ
ナ
ス
と
の
長
い
や
り
と
り
の
後

ハ
イ
ラ
ス
は
次
の
様
に
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

感
官
へ
の
信
頼
と
バ
ー
ク
リ

「
現
実
的
知
覚
」
を
め
ぐ
っ
て

中

谷

隆

雄
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「
拡
張
の
効
果
と
は
‘
私
が
考
え
る
に
、
バ
ー
ク
リ
の
原
理
を
‘
我
々
が
常
識
的
見
解
と
考
え
た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
を
確
信
す
る
よ
う

(
2
)
 

な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
」
と
テ
ィ
プ
ト
ン
は
言
う
。
確
か
に
‘
拡
張
原
理
は
バ
ー
ク
リ
が
重
ん
じ
た
「
常
識

s
e
n
s
e
)
」
（
『
原
理
論
』
序
論
―
一
節
、
『
対
話
』
二
六
三
頁
そ
の
他
）

の
部
屋
の
机
も
知
覚
可
能
で
あ
る
故
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
〈
原
理
〉
は
常
識
の
言
う
所
と
な
る
。
そ
し
て
、
「
ル
ー
ス
が
バ
ー
ク
リ
に

(
3
)
 

拡
張
原
理
を
帰
す
と
き
‘
自
身
の
根
拠
に
つ
い
て
非
常
に
確
信
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
テ
ィ
プ
ト
ン
は
言
う
が
、
『
原
理
論

P
r
i
n
c
i
p
l
e
s
 
o
f
 H
u
m
a
n
 

も
の
と
し
て
次
の
様
な
現
象
論
的
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

「
私
が
書
き
も
の
を
し
て
い
る
机
は
存
在
す
る
と
私
は
言
う
。
即
ち
、
私
は
そ
れ
を
見
、
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
が
私
の

書
斎
を
出
て
も
‘
机
は
存
在
す
る
と
私
は
言
う
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
し
私
が
私
の
書
斎
に
居
れ
ば
私
は
机
を
知
覚
す
る

(
A
 
T
r
e
a
t
苔：

c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 
T
h
e
 

k
n
o
e
 le
d
g
e
)
』
に
関
し
て
言
え
ば

ル
ー
ス
の
見
解
を
裏
付
け
る

非
拡
張
原
理
ー
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」

対
比
さ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
様
に
呼
ぽ
う
。

「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

(
e
s
s
e
e
s
t
 
p
e
r
c
i
p
i
)
」
(
『
原
理
論
』
三
節
そ
の
他
）
と
い
う
バ
ー
ク
リ
の
著
名
な
原
理

（
以
下
〈
原
理
〉
と
略
記
）

は
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
‘
或
い
は
知
覚
さ
れ
る
の
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る

(
e
s
s
e
e
s
t
 
p
e
r
 -

•(l) 

cipi 
a
u
t
 
p
o
s
s
e
 
p
e
r
c
i
p
i
)
」
と
「
拡
張
す
る
の
が
自
然
」
と
ル
ー
ス
は
言
う
。
「
拡
張
す
る
の
が
自
然
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
バ
ー
ク

リ
の
意
図
に
即
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

一
、
現
実
的
知
覚

バ
ー
ク
リ
解
釈
と
い
う
領
域
内
で
の
主
張
で
あ
る
。

〈
原
理
〉
を
字
義
通
り
解
釈
す
る
場
合
と

拡
張
原
理
ー
「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
或
い
は
知
覚
さ
れ
る
の
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
」

(
c
o
m
m
o
n
 

と
調
和
す
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
持
っ
て
い
る
。
誰
も
い
な
い
隣
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照） だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
‘
或
い
は
或
る
他
の
精
神

(
s
o
m
e

o
t
h
e
r
 
s
p
i
r
i
t
)

が
現
実
に

(
a
c
t
u
a
l
l
y
)

机
を
知
覚
し
て
い
る
と
い
う
こ

現
実
に
は
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
机
が
存
在
す
る
と
言
え
る
の
は
‘
「
も
し
私
が
書
斎
に
居
れ
ば
私
は
机
を
知
覚
す
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
意

味
で
机
が
知
覚
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
或
る
他
の
精
神
」
は
他
人
の
心
を
意
味
し
て
い
る
様
だ
が
、
こ
こ
で
他
人
の
心
を
持
ち
出

す
の
は
余
計
で
あ
ろ
う
。
誰
も
い
な
い
部
屋
の
机
が
存
在
す
る
と
言
え
る
の
に
‘

さ
ら
に
他
人
を
部
屋
に
入
れ
て
現
実
に
知
覚
さ
せ
る
必

要
は
な
い
。
他
の
個
所
（
『
原
理
論
』
五
八
節
）
で
は
地
球
の
運
動
を
現
象
論
的
に
解
明
し
て
い
る
が
、
地
球
の
運
動
は
知
覚
可
能
性
に
よ

っ
て
裏
付
け
ら
れ
こ
そ
す
れ
、
他
人
の
現
実
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
（
少
な
く
と
も
バ
ー
ク
リ
の
時
代
に
於
い
て
は
）
裏
付
け
ら
れ
よ
う
が

な
い
。
実
際
そ
こ
で
は
他
人
の
心
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
或
る
他
の
精
神
」
が
神
を
意
味
す
る
と
し
て
も
‘

冗
長
で
あ
る
こ

一
方
、
非
拡
張
原
理
に
従
え
ば
、
誰
も
い
な
い
部
屋
の
机
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
故
に
存
在
し
な
い
こ
と
と
な
り
、

ノ

ク

リ

ゞ

．． 

の
主
張
は
常
識
に
背
く
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
‘
二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
常
識
と
調
和
す
る
拡
張
原
理
を
採
る
の
が
バ
ー
ク
リ
の
意
図
に

か
な
つ
の
か
。
否
‘
非
拡
張
原
理
も
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
常
識
に
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
神
の
助
け
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
．．．． 
感
官
の
諸
対
象
と
は
、
知
覚
さ
れ
ず
に
は
存
在
し
得
な
い
観
念
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
実
際
我
々
は
考
え
て
い
る
け
れ
ど
も
‘

そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ら
は
我
々
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
間
だ
け
し
か
存
在
し
な
い
と
結
論
づ
け
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
‘
我
々

が
知
覚
し
て
い
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
知
覚
し
て
い
る
或
る
他
の
精
神
が
在
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
『
原
理
論
』
四
八
節
）
（
同
三
節
参

そ
れ
が
可
能
と
な
る
。
バ
ー
ク
リ
は
言
う
。

と
に
変
わ
り
な
い
。

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
『
原
理
論
』
三
節
）
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誰
も
い
な
い
部
屋
の
机
も
神
が
知
覚
し
て
い
る
故
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
非
拡
張
原
理
も
結
果
的
に
は
常
識
に
背
か
な
い
。
詰
る

所
、
〈
原
理
〉
と
常
識
と
を
ど
ち
ら
の
形
で
調
停
し
て
い
る
と
み
な
す
の
が
バ
ー
ク
リ
の
意
図
に
か
な
う
の
か
と
い
う
問
題
に
な
る
。
「
知
覚
」

を
知
覚
可
能
性
に
ま
で
拡
張
す
る
の
か
、
或
い
は
‘
「
知
覚
」
を
現
実
の
知
覚
に
限
定
し
、
神
の
助
け
を
受
け
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
‘

現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
事
物
の
存
在
を
知
覚
可
能
性
に
よ
っ
て
保
証
す
る
の
か
‘
或
い
は
神
の
知
覚
に
よ
っ
て
保
証
す
る
の
か
。

論
的
選
択
肢
と
し
て
現
象
論
に
直
面
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
‘

『
原
理
論
』
で
は
‘
右
に
引
い
た
様
に
、
双
方
の
立
場
を
支
持
す
る
パ
ッ
セ
ー
ジ
が
共
存
し
て
い
る
が
、
「
初
期
の
段
階
で
は
‘
彼
は
理

(
4
)
 

か
な
り
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
気
に
な
っ
て
い
た
」
と
し
、
ベ
ネ
ッ
ト
は

『
注
釈

(
P
h
i
l
o
s
o
p
h
苔
zl

C
o
m
m
e
n
t
a
r
i
e
s
)
』
か
ら
五
二
、

(
5
)

（

6
)
 

る
。
テ
ィ
プ
ト
ン
の
指
摘
す
る
様
に
、
左
の
九
八
の
他
‘

つ
ま
り
、
私
が
意
志
す
る
か
否
か
、
私
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
何
事
か
を
想
像
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
‘

た
だ
私
を
そ
こ
へ
行
か
せ
て
く
れ
て
、

（
『
注
釈
』
九
八
）

る。

「
木
々
が
公
園
に
あ
る
。

一
八
五

a
、

一
八
五

a
、
二
九
三

a
が
ベ
ネ
ッ
ト
の
見
解
を
裏
付
け
る
典
型
的
な
も
の
で
あ

日
中
に
私
の
目
を
開
け
さ
せ
て
く
れ
る
な
ら
、
私
は
そ
れ
ら
を
見
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
」

だ
が
、
「
神
の
知
覚
」
も
、
未
完
成
な
形
で
は
あ
る
が
、
『
注
釈
』
に
見
出
せ
る
。
人
間
に
よ
っ
て
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
事
物
が
、

(
7
)
 

神
の
う
ち
に
あ
る
力
能

(
p
o
w
e
r
s
)

に
よ
り
（
五
二
）
、
（
テ
ィ
。
フ
ト
ン
の
解
釈
に
従
え
ば
）
神
の
意
志
作
用

(volitions)

に
よ
り
（
八

0
二
）
保
証
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
『
原
理
論
』
公
刊
以
前
に
も
現
象
論
と
「
神
の
知
覚
」
が
共
存
し
て
い
た
が
、
前
者
の
方

が
、
殊
に
初
期
に
於
い
て
は
‘
（
文
献
を
量
的
に
見
て
も
）
や
や
優
勢
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
因
に
、
『
注
釈
』
は
一
七

0
七
年
夏
か
ら
次
の

(
8
)
 

年
の
初
秋
に
か
け
て
記
さ
れ
た
覚
え
書
き
で
あ
り
、
項
目
番
号
を
追
っ
て
バ
ー
ク
リ
の
思
考
過
程
が
た
ど
れ
る
。

九
八

一
八
五

ニ
八
二
、
二
九
三
、
二
九
三

a
を
挙
げ
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こ
と
だ
け
で
充
分
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
注
釈
』
か
ら
『
原
理
論
』
（
一
七
一

0
)
を
経
て
、
『
対
話

(
T
h
r
e
e
Dialop:ues b
e
t
w
e
e
n
 H
y
l
a
s
 
a
n
d
 

ハ
イ
ラ
ス
「
そ
う
だ
‘

フ
ィ
ロ
ナ
ス
、
可
感
的
事
物

(
s
e
n
s
i
b
l
e
t
h
i
n
g
)
 
の
存
在
は
‘
知
覚
可
能

(
p
e
r
c
e
i
v
a
b
l
e
)
で
あ
る
こ
と
に

存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
は
な
い
と
思
う
。
」

フ
ィ
ロ
ナ
ス
「
な
ら
ば
観
念

(
i
d
e
a
)

以
外
の
何
が
知
覚
可
能
な
の
か
。
そ
し
て
観
念
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
存
在
し
得

-
9
 

る
の
か
。
こ
れ
ら
は
我
々
の
間
で
ず
っ
と
前
か
ら
同
意
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
」
（
『
第
三
対
話
』
二
三
四
頁
）

「
可
感
的
事
物
」
即
ち
「
観
念
」
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
と
き
に
の
み
存
在
す
る
と
さ
れ
、
存
在
の
依
り
所
を
知
覚
可
能
性
に
求
め
る
方
向
は
こ
こ

で
は
っ
き
り
と
否
定
さ
れ
る
。
ベ
ネ
ッ
ト
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
か
の
様
に
、
後
述
の
一
個
所
（
錯
視
の
コ
ン
テ

(10) 

キ
ス
ト
）
を
除
い
て
「
現
象
論
的
条
件
法

(
p
h
e
n
o
m
e
n
a
l
i
s
t
i
c
c
o
n
d
i
t
i
o
n
a
l
s
)
」
が
見
当
ら
な
い
。
反
対
に
、
神
を
要
請
す
る
方
向

は
‘
「
そ
れ
故
‘
私
が
そ
れ
ら
（
可
感
的
諸
事
物
）
を
知
覚
し
て
い
る
時
間
の
あ
い
ま
に
も
そ
れ
ら
が
そ
の
う
ち
に
存
在
す
る
様
な
或
る

-11) 

他
の
精
神
が
在
る
」
（
『
第
三
対
話
』
二
三
0

|

―
頁
）
と
い
う
結
論
へ
と
導
か
れ
る
「
神
の
存
在
証
明
」
の
形
と
な
っ
て
強
化
さ
れ
て

(12)

（

13) 

い
る
。
こ
の
存
在
証
明
は
バ
ー
ク
リ
の
一
時
的
な
逸
脱
で
あ
っ
て
彼
の
真
意
で
は
な
い
と
す
る
ベ
ネ
ッ
ト
、
テ
ィ
。
フ
ト
ン
の
説
は
説
得

的
で
あ
る
が
、

た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
こ
こ
で
は
差
支
え
な
い
。
非
拡
張
解
釈
を
裏
付
け
る
に
は
、
神
が
駆
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う

先
行
の
『
注
釈
』
並
び
に
後
続
の
『
対
話
』
の
右
の
様
な
事
情
に
照
ら
し
て
、
『
原
理
論
』
の
現
象
論
的
パ
ッ
セ
ー
ジ
は
初
期
思
想
の
「
残

(14)

（

15) 

骸

(
r
e
s
i
d
u
e
)
」
に
す
ぎ
ず
、
バ
ー
ク
リ
哲
学
の
本
質
的
部
分
を
成
す
も
の
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
〈
原
理
〉
の
知
覚
は
現

実
的
知
覚

(
a
c
t
u
a
l
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)
-
「
こ
こ
の
そ
し
て
今
の

(
p
r
o
h
i
c
 
&
 n
u
n
c
)
」
(
『
注
釈
』
七
三
一

に
至
る
と
事
態
は
明
瞭
に
な
る
。

a
)
知
覚
ー
の
み
を
意
味
し
、

p
h
i
l
oミ
o
g
)』
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可
能
的
知
覚

(
p
o
s
s
i
b
l
e
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)
 

「
知
覚
さ
れ
る
」

の
意
味
を
拡
張
し
、

パ
ッ
セ
ー
ジ
を
な
お
ざ
り
に
す
る
と
い
う
―
つ
の
無
理
で
済
む
非
拡
張
解
釈
が
有
利
な
の
は
議
論
を
侯
た
ず
と
も
明
ら
か
な
様
に
思
え
る
。

要
す
る
に
、
本
質
的
に
言
っ
て
‘
可
能
的
知
覚
は
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
事
物
の
存
在
に
寄
与
し
な
い
と
バ
ー
ク
リ
は
考
え
て
い

た
。
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
現
実
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
事
物
に
可
能
的
知
覚
が
関
り
を
持
つ
と
は
彼
も
考
え
な
か
っ
た
ろ
う
。

二
、
実
在
性

「
知
覚
す
る

(
p
e
r
c
e
i
v
e
)
」

は
含
ま
な
い
。

か
つ
「
神
の
知
覚
」
を
等
閑
視
す
る
と
い
う
二
つ
の
無
理
を
強
い
る
拡
張
解
釈
よ
り
、
現
象
論
的

の
語
義
は
広
く
‘

バ
ー
ク
リ
に
於
て
も
、
「
想
像
す
る

(
i
m
a
g
i
n
e
)
」
或
い
は
「
想
う

(
c
o
n
c
e
i
v
e
)
」
と
、

．
．
．
．
．
．
 

同
義
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
『
原
理
論
』
二
三
節
）
。
し
か
し
、
〈
原
理
〉
は
‘
「
存
在
す
る
と
は
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
」
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
キ
ミ
ー
ラ
（
空
想
上
の
怪
物
）
も
「
存
在
す
る
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
、

(16) 

バ
ー
ク
リ
自
身
認
め
る
様
に
‘
「
通
常
よ
り
広
い
意
味
で
存
在
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
」
（
『
注
釈
』
四
七
三
）
。
そ
れ
故
‘
何
ら
か
の
事
物

が
通
常
の
意
味
で
存
在
す
る
と
言
お
う
と
す
れ
ば
‘

そ
れ
が
現
実
に
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
想
像
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
感
官
知
覚
と
想
像
の
区
別
は
一
見
自
明
な
様
に
思
え
る
が
、

そ
う
で
は
な
い
。
知
覚
の
「
作
用

(
a
c
t
i
o
n
)
」
と
い
う
も
の
が
否
定
さ
れ
て
お
り
（
『
第
一
対
話
』

(17) 

の
対
象
ー
観
念
—
の
側
で
行
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
物
質
論
者

(
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
t
s
)
」

バ
ー
ク
リ
の
場
合

で
あ
れ
ば
、
観
念
に
物
質
が
（
原
因
或
い
は
機
会
因
そ
の
他
と
し
て
）
対
応
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て

一
九
七
頁
）
、
そ
の
区
別
は
自
と
知
覚

つ
ま
り
、
非
拡
張
原
理
が
採
ら
れ
、
拡
張
原
理
は
捨
て
ら
れ
る
。
何
よ
り
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（同）
言
わ
れ
て
い
る
。

感
官
の
観
念

(
i
d
e
a
s

o
f
 
s
e
n
s
e
)

と
想
像
の
観
念

(
i
d
e
a
s

o
f
 
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
)
を
区
別
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
質
を
否
定
し
た

バ
ー
ク
リ
と
す
れ
ば
、
心
と
観
念
の
世
界
を
超
え
る
こ
と
な
く
そ
れ
ら
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
諸

原
理
に
従
え
ば
世
界
は
「
観
念
の
妄
想
的
な
体
系

(
a
c
h
i
m
e
r
i
c
a
l
 
s
c
h
e
m
e
 o
f
 i
d
e
a
s
)
」
（
『
原
理
論
』
三
四
節
）
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
反
論
を
予
想
し
て
試
み
ら
れ
る
‘
自
説
と
常
識
と
の
間
の
調
停
と
も
な
っ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
‘
我
々
の
意
志
に
応
じ
て
現
れ
る
の
が
想
像
の
観
念
で
、
我
々
の
意
志
に
か
か
わ
り
な
く
現
れ
る
の
が
感
官
の
観
念
と
さ

れ
、
有
意
性
の
有
無
が
区
分
の
基
準
と
な
る
（
『
原
理
論
』
二
九
節
）
。
さ
ら
に
‘

「
感
官
の
観
念
は
想
像
の
観
念
よ
り
強
く
、
生
き
生
き
と
し
て
、
判
明
で
あ
る

(
m
o
r
e
s
t
r
o
n
g
,
 lively, 
a
n
d
 d
i
s
t
i
n
c
t
)
。

（同

同
様
に
一
様
性
‘
秩
序
お
よ
び
一
貫
性

(
a
s
t
e
a
d
i
n
e
s
s
,
 
o
r
d
e
r
,
 
a
n
d
 c
o
h
e
r
e
n
c
e
)

を
持
ち
、
そ
し
て
人
間
意
志
の
結
果
で
あ

る
観
念
の
様
に
、
で
た
ら
め
に
換
起
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
規
則
的
な
つ
な
が
り
ま
た
は
系
列
で
換
起
さ
れ
る
。
」
（
『
原
理
論
』
三

0
節）

即
ち
、
第
二
に
、
観
念
そ
の
も
の
の
特
性
に
着
目
し
て
、
感
官
の
観
念
は
想
像
の
観
念
に
比
べ
て
「
よ
り
強
く
、
生
き
生
き
と
し
て
、

祠）

判
明
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
区
分
の
仕
方
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
印
象

(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)
と
観
念
の
そ
れ
を
「
先
取
り
し
て
い
る
」
と
も

第
三
に
、
観
念
と
観
念
の
関
係
に
つ
い
て
、
感
官
の
諸
観
念
の
間
に
は
「
一
様
性
、
秩
序
お
よ
び
一
貫
性
」
が
あ
る
の
に
対
し
、
想
像

の
観
念
に
は
そ
う
い
う
特
徴
が
な
い
と
い
う
。
即
ち
、
前
者
に
は
「
か
く
か
く
の
観
念
に
か
く
か
く
の
他
の
観
念
が
伴
う
」
（
『
原
理
論
』

(19) 

三
0
節
）
と
い
う
規
則
性
が
あ
る
の
に
、
後
者
に
は
そ
れ
が
な
い
。
そ
の
様
な
規
則
性
は
我
々
に
「
一
種
の
予
見

(
f
o
r
e
s
i
g
h
t
)
」

三
一
節
）
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
食
物
が
栄
養
に
な
り
‘
睡
眼
が
元
気
を
回
復
さ
せ
、
火
が
我
々
を
暖
め
る
と
い
う
こ
と
」

つ
ま
り
「
自
然
の
法
則

(
t
h
e
l
a
w
s
 
o
f
 
n
a
t
u
r
e
)
」
（
同
三

0
節
）
を
我
々
は
知
る
。

そ
れ
は



30 

バ
ー
ク
リ
自
身
こ
れ
ら
四
種
の
観
念
を
取
立
て
て
区
別
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
（
夢
に
つ
い
て
は
そ
の
兆
し
が
な
い
で
も
な
い
が
（
『

第
三
対
話
』
二
三
五
頁
）
。
）

が
、
二
種
の
観
念
を
区
別
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
で
三
つ
も
の
基
準
を
提
出
し
た
理
由
を
考
え
れ
ば
‘

像
、
幻
覚
、
夢
の
三
種
の
観
念
を
代
表
さ
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
〈
原
理
〉
に
よ
っ
て
諸
事
物
の
存
在
を
確
言
し
よ
う
と
す
れ
ば
‘
「
知
覚
さ
れ
る
」
観
念
が
感
官
の
観
念
で
あ
る
こ
と
は
右
の
三
つ

の
基
準
の
適
用
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
の
基
準
の
適
用
に
際
し
て
不
都
合
が
生
じ
て
く
る
。

り
、
既
述
の
様
に
、
〈
原
理
〉
の
知
覚
は
現
実
的
知
覚
の
み
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
「
知
覚
さ
れ
る
」
の
は
現
前
し
て
い
る
単
一
の
観
念
だ

け
で
あ
る
。
第
三
の
基
準
と
は
諸
観
念
の
間
に
「
一
様
性
、
秩
序
お
よ
び
一
貫
性
」
と
い
う
関
係
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
こ
れ
ら
の

(20) 

表
現
は
理
解
で
き
る
様
な
仕
方
で
単
一
の
観
念
に
適
用
さ
れ
得
な
い
」
。
現
実
に
知
覚
し
て
い
る
観
念
が
後
続
の
観
念
と
の
間
に
一
貫
性
を

有
す
る
か
否
か
を
知
覚
者
は
当
の
観
念
だ
け
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
故
そ
れ
が
感
官
の
観
念
か
否
か
が
判
定
で
き
な
い
。
そ

夢 幻
覚

”
 

”
 

だ
か
ら
感
官
の
観
念
と
想
像
の
観
念
と
の
丹
念
な
比
較
が
応
用
力
の
あ
る
基
準
を
生
み
出
し
た
と
も
言
え
る

無

無

無

無

有

想
像

”
 

感
官
の
観
念

有 無ヽヽ
有
意
性

無 有
強
さ

無 無 有
一
貫
性

以
上
三
つ
の
基
準
に
従
っ
て
感
官
の
観
念
と
想
像
の
観
念
が
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
種
の
観
念
を
区
別
す
る
だ
け
な
ら
、
三
つ

も
の
基
準
は
要
ら
な
い
。
た
だ
、
基
準
が
三
つ
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
表
の
様
に
四
つ
の
観
念
の
世
界
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

バ
ー
ク
リ
は
「
想
像
の
観
念
」
に
想

つ
ま
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る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

の
こ
と
を
判
定
す
る
に
は
、
プ
ラ
ッ
ケ
ン
の
言
う
様
に
、
「
待
っ
て
見

(
w
a
i
t

a
n
d
 

何
ら
か
の
事
物
に
適
用
し
て
そ
の
存
在
を
言
明
す
る
に
も
「
待
っ
て
見
」
な
く
て
は
な
ら
ず
、
〈
原
理
〉
の
知
覚
は
現
実
的
知
覚
に
と
ど
め

ま
た
、
「
感
官
の
観
念
は
心
の
創
造
物
よ
り
強
い
実
在
性

(
r
e
a
l
i
t
y
)

を
自
ら
の
う
ち
に
待
つ
と
さ
れ
、
感
官
の
観
念
に
つ
い
て
の
記
述

は
同
時
に
実
在
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
感
官
の
観
念
の
世
界
は
同
時
に
実
在
的
世
界
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
現
実
的
知
覚
に
と
ど
ま
る
限
り
、
実
在
的
／
想
像
的
の
区
別
は
で
き
な
い
。

要
す
る
に
、

バ
ー
ク
リ
の
説
は
「
事
物
の
存
在
或
い
は
実
在
性
を
損
じ
る
」
（
『
原
理
論
』
三
六
節
）
（
即
ち
常
識
に
反
す
る
）
と
い
う
反

論
に
対
処
す
る
意
味
も
こ
め
て
感
官
の
観
念
の
三
つ
の
基
準
を
提
出
し
て
い
る
が
、
第
三
基
準
に
於
い
て
、
感
官
の
現
実
的
知
覚
に
よ
っ

て
は
実
在
的
／
想
像
的
の
区
別
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
後
述
の
様
に
、
バ
ー
ク
リ
は
自
身
の
「
懐
疑
論
反
駁
を
台
無

(22) 

し
す
る
」
の
で
あ
る
。

三
、
錯
視

現
実
的
知
覚
の
域
を
出
る
こ
と
な
く
感
官
に
信
頼
を
置
く
バ
ー
ク
リ
の
立
場
が
維
持
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
、
錯
視
と
い

う
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
彼
自
ら
明
ら
か
に
し
て
し
ま
う
。

ハ
イ
ラ
ス
「
次
の
こ
と
に
対
し
て
あ
な
た
は
何
と
言
う
か
。
あ
な
た
に
よ
れ
ば
人
は
自
ら
の
感
官
に
よ
っ
て
事
物
の
実
在
性
に
つ
い
て

判
断
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
‘
月
を
平
ら
で
光
る
直
径
凡
そ
―
フ
ィ
ー
ト
の
面
と
考
え
た
り
、
或
い
は
四
角
い
塔
を
遠
く
か
ら
見
て

石

21)

s
e
e
)
」
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
〈
原
理
〉
を
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姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。

う
反
論
に
対
す
る
答
え
で
あ
る
が

『
オ
ー
ル
に
触
れ
る

一
方
の
端
が
水
の
中
に
あ
る
オ
ー
ル
を
曲
が
っ
て
い
る
と
考
え
た
り
す
る
と
き
、
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
誤
り
を

フ
ィ
ロ
ナ
ス
「
そ
の
様
な
人
は
、
現
実
に
知
覚
し
て
い
る
観
念
に
つ
い
て
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
が
自
分
の
現
在
の
知

覚
か
ら
な
す
推
論
に
お
い
て
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、

オ
ー
ル
の
場
合
、
彼
が
視
覚
に
よ
っ
て
直
接
に
知
覚
し
て
い
る
も
の
は

確
か
に
曲
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
彼
は
正
し
い
。
し
か
し
、

オ
ー
ル
を
水
か
ら
出
し
て
も
同
じ
曲
が
り
具
合
を
彼
が
知
覚
す

る
だ
ろ
う
と
か
、
そ
の
オ
ー
ル
は
‘
曲
が
っ
た
事
物
が
い
つ
も
彼
の
触
覚
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
と
同
じ
様
に
、
彼
の
触
覚
に
影
響
を
及

ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
、
も
し
彼
が
そ
こ
か
ら
結
論
づ
け
れ
ば
、
そ
の
点
で
彼
は
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
」
（
『
第
三
対
話
』
二
三
八
頁
）

(23) 

バ
ー
ク
リ
は
錯
視
の
問
題
に
「
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
語
法

(
t
h
e

s
e
n
s
e
 ,
 
d
a
t
a
 
talk)

」
で
対
処
す
る
。
「
一
方
の
端
が
水
の
中
に
あ
る
」

オ
ー
ル
に
つ
い
て
、

そ
の
曲
が
っ
た
見
え
を
視
覚
観
念

(11
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
）
と
し
て
抽
象
し
、
そ
れ
に
「
誤
り
」
を
帰
す
こ
と
な

(24) 

く
、
他
の
感
官
の
観
念
が
持
つ
の
と
変
ら
ぬ
実
在
性
を
付
与
す
る
。
そ
の
代
り
、
現
実
に
知
覚
し
て
い
る
視
覚
デ
ー
タ
「
曲
が
っ
た
オ

ー
ル
」
か
ら
、
『
オ
ー
ル
を
水
か
ら
出
し
て
も
視
覚
デ
ー
タ
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
』
と
か
‘

(25) 

と
触
覚
デ
ー
タ
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
』
と
推
論
す
る
こ
と
を
「
誤
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
‘
「
人
は
自
ら
の
感

官
に
よ
っ
て
事
物
の
実
在
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
」
「
誤
り
」
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い

と
こ
ろ
で
、

犯
し
う
る
の
か
。
」

円
い
と
考
え
た
り

「
誤
り
」
と
い
う
も
の
を
排
除
し
な
い
と
い
う
点
で
、
こ
こ
に
も
‘
常
識
を
重
視
す
る
バ
ー
ク
リ
の

い
わ
ゆ
る
「
常
識
」
人
が
関
心
を
持
つ
の
は
オ
ー
ル
の
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
の
あ
り
さ
ま
で
は
な
く
、
事
物

(
t
h
i
n
g
)

と
し

て
の
オ
ー
ル
の
あ
り
さ
ま
で
は
な
い
か
。
な
ら
ば
、
「
事
物
」
と
い
う
観
点
か
ら
フ
ィ
ロ
ナ
ス
の
答
え
を
見
る
こ
と
は
‘

バ
ー
ク
リ
が
常
識
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ケ
ン
は
次
の
様
に
言
っ
て
い
る
。

ル
」
が
観
念
集
合
「
オ
ー
ル
」
か
ら
除
去
さ
れ
る
。
し
か
し

を
重
視
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
適
当
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
と
思
う
。

「
物
質
論
者
」
で
あ
れ
ば
、
「
一
方
の
端
が
水
の
中
に
あ
る
」
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
を
事
物
「
真
直
ぐ
な
オ
ー
ル
」

し
、
事
物

(II
物
質
）

ヽ

し
か
し

バ
ー
ク
リ
に
よ
れ
ば
、
事
物
と
は
「
観
念
の
集
合

(
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 i
d
e
a
s
)
」
（
『
原
理
論
』

（
一
元
論
的
説
明
）
。
が
、
こ
こ
で
も
「
現
実
的
知
覚
」
が
障
害
と
な
る
。

の
誤
っ
た
現
れ
と
み
な

と
そ
の
現
れ
と
い
う
形
で
、
事
物
の
あ
り
さ
ま
を
二
元
論
的
に
説
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
事
物
「
オ
ー

一
節
）

で
あ
る
。
従
っ
て
、

視
覚
観
念
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
は
観
念
集
合
「
オ
ー
ル
」
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
風
に
事
物
の
あ
り
さ
ま
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

ま
ず
、
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
を
見
て
、
「
オ
ー
ル
を
水
か
ら
出
し
て
も
同
じ
曲
が
り
具
合
を
知
覚
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
推
論
す
る
。
即
ち
、

オ
ー
ル
を
水
か
ら
出
し
た
時
点
で
も
視
覚
観
念
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
は
観
念
集
合
「
オ
ー
ル
」
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
推
論
す
る
。

そ
し
て
、

オ
ー
ル
を
水
か
ら
出
し
、
真
直
ぐ
な
オ
ー
ル
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
論
が
誤
り
と
判
明
す
る
。
そ
の
結
果
、
「
曲
が
っ
た
オ
ー

を
現
実
に
知
覚
し
て
い
る
時
点
で
は
‘
そ
れ
を
観
念
集
合
「
オ
ー
ル
」
か
ら
除
去
す
る
と
い
う
手
続
き
は
遂
行
で
き
な
い
。
即
ち
、
除
去

の
手
続
き
は
「
現
実
的
知
覚
」
に
よ
っ
て
は
遂
行
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
「
現
実
的
知
覚
」
に
よ
っ
て
は
事
物
の
あ
り
さ
ま
は
把
握
で
き
な

い
。
事
物
の
あ
り
さ
ま
を
把
握
す
る
に
は
、
推
論
が
誤
り
と
判
明
す
る
の
を
「
待
っ
て
見
る
」
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
ブ
ラ
ッ

「
こ
の
こ
と
は
あ
ら
ゆ
る
観
念
に
わ
た
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
錯
覚
が
こ
の
様
な
仕
方
で
処
理
さ
れ
う
る
な
ら
、
な
ぜ
桃
色
の
ね
ず
み

は
、
な
ぜ
心
的
想
像
は
そ
う
処
理
さ
れ
え
な
い
の
か
。
あ
る
所
与
の
セ
ン
ス
・
デ
ー
タ
が
『
実
在
的
な
』
対
象
を
作
り
上
げ
る
で
あ
ろ

ル
」
は
あ
く
ま
で
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」

の
背
後
に
あ
る
。

「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
そ
の
も
の
が
誤
り
で
な
い
故
‘
「
曲
が
っ
た
オ
ー
ル
」
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四
、
懐
疑
論

実
在
性
お
よ
び
錯
視
と
い
う
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
ー
ク
リ
は
自
分
の
攻
撃
目
標
で
あ
る
懐
疑
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
、

(28)

（

29) 

と
ポ
プ
キ
ン
、
フ
ラ
ッ
ケ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。
両
者
の
指
摘
に
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
の
意
図
が
あ
る
様
だ
が
、
こ
こ
で
は
‘
「
現
実
的

に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
的
知
覚
の
域
を
超
え
出
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

う
様
な
『
観
念
集
合
』
の
成
分
な
の
か
‘
或
い
は
『
錯
覚
の
』
対
象
を
作
り
上
げ
る
で
あ
ろ
う
様
な
『
観
念
集
合
』
の
成
分
な
の
か
を

(26) 

我
々
が
述
べ
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
道
は
待
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ー
タ
そ
の
も
の
は
述
べ
て
く
れ
な
い
。
」

錯
視
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
は
他
の
知
覚
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
バ
ー
ク
リ
に
従
え
ば
、
我
々
は
知
覚
す
れ
ば
推
論
す
る
の
で
あ
っ
て
‘

錯
視
だ
か
ら
推
論
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
前
も
っ
て
錯
視
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

錯
視
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
推
論
が
「
誤
り
」
と
判
明
す
る
こ
と
だ
か
ら
、

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に

(27) 

於
い
て
、
推
論
が
真
か
偽
か
判
明
す
る
ま
で
「
待
っ
て
見
」
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

結
局
、

バ
ー
ク
リ
は
錯
視
の
分
折
を
通
し
て
、
錯
視
等
特
別
な
場
合
だ
け
で
な
く
一
般
に
、
現
実
的
知
覚
の
み
に
よ
っ
て
は
事
物
の
あ

り
さ
ま
が
把
握
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
存
在
の
問
題
に
即
し
て
言
う
な
ら
、
〈
原
理
〉
を
適
用
し
て
何
ら
か
の
事
物
の
存
在

を
確
言
す
る
た
め
に
は
‘
事
物
の
あ
り
さ
ま
を
確
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
待
っ
て
見
」
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
故
‘

こ
こ
で
も
‘

バ
ー
ク
リ
は
感
官
と
い
う
も
の
が
彼
の
望
ん
だ
程
の
強
い
信
頼
を
与
え
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
ら
明
ら
か
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に
実
在
性
を
帰
す
二
元
論
（
物
質
論
）
に
よ
っ
て
懐
疑
論
が
生
じ
る
。
二
元
論
に
従
え
ば
実
在
界
は
到
達
で
き
な
い
も
の
と
な
り
、
諸
事

こ
の
よ
う
な
懐
疑
論
か
ら
の
脱
却
は
、
物
質
を
消
去
し
、
残
っ
た
観
念
に
実
在
性
を
付
与
す
る
「
非
物
質
論

(
i
m
m
a
t
e
r
i
a
l
i
s
m
)
」

（
『
第
三
対
話
』
二
五
九
頁
）
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
物
質
論
が
「
感
官
に
信
頼
を
置
か
な
い
」
（
『
原
理
論
』
八
八
節
）
の
に
対

し
、
非
物
質
論
は
感
官
に
信
頼
を
置
く
（
同
四

0
節
）
。
実
在
界
を
感
官
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
事
柄
の
肯

定
の
側
か
否
定
の
側
を
受
け
入
れ
る
」
こ
と
と
な
り
、
懐
疑
論
の
「
未
決
定
」
状
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
バ
ー
ク
リ
は
考
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
彼
は
感
官
に
信
頼
を
置
き
す
ぎ
、
現
実
的
知
覚
に
意
が
注
が
れ
て
、
可
能
的
知
覚
に
は
当
初
あ
る
程
度
注
目
し
た
も
の
の
、

終
に
は
そ
れ
に
然
る
べ
き
地
位
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
身
の
「
懐
疑
論
反
駁
を
台
無
し
に
し
」
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
現
実
的
知
覚
だ
け
で
は
何
ら
か
の
観
念
が
感
官
の
観
念
の
第
三
基
準
「
一
貫
性
」
を
満
た
す
か
否
か
を
判
定
で
き
な
い
。

そ
し
て
、

バ
ー
ク
リ
に
と
っ
て
は
感
官
の
観
念
の
世
界
が
実
在
的
世
界
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
知
覚
に
よ
っ
て
は
実
在
的
／
想
像
的
の
区

物
に
関
し
て
肯
定
も
否
定
も
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

゜
、7

ヽ

と
し

知
覚
」
を
土
台
に
置
く
バ
ー
ク
リ
の
思
想
が
、
二
つ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
を
通
し
て
、
懐
疑
論
へ
と
立
ち
戻
っ

バ
ー
ク
リ
に
よ
れ
ば
‘
懐
疑
論
者
と
は
「
す
べ
て
の
こ
と
を
疑
う
人
」
（
『
第
一
対
話
』

(a 
q
u
e
s
t
i
o
n
)

の
肯
定
の
側
か
否
定
の
側
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
存
す
る
」
（
同
）
の
で
は
な
く
‘
「
両
方
の
側
の
間
で
の
未
決
定
(
s
u
s
p
e
n
s
e
)

を
意
味
す
る
」
（
同
）
。
そ
し
て
、
こ
の
様
な
「
未
決
定
」
状
態
は
「
可
感
的
事
物
の
実
在
性
を
否
定
す
る
」
（
同
）
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
、

し
か
も
そ
れ
は
「
事
物
の
実
在
的
な
本
性
を
我
々
の
感
官
に
は
い
っ
て
く
る
も
の
か
ら
区
別
す
る
」
（
『
対
話
』
序
文
）

と
い
う
形
を
と
る

つ
ま
り
、
我
々
の
感
官
に
は
い
っ
て
く
る
観
念
と
我
々
の
感
官
が
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
物
（
物
質
）
を
区
別
し
、
後
者

て
し
ま
っ
た
、
と
理
解
し
た
い
。

一
七
三
頁
）
を
意
味
し
、
「
疑
う
」
と
は
「
事
柄
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要
す
る
に
、
現
実
的
知
覚
に
よ
っ
て
は
‘
感
官
へ
の
信
頼
か
ら
実
在
界
の
把
握
へ
、
そ
し
て
実
在
界
の
把
握
か
ら
懐
疑
論
の
克
服
へ
と

い
う
二
つ
の
掛
橋
を
渡
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
バ
ー
ク
リ
は
二
つ
の
問
題
に
取
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
感
官
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
た
思
想
家
の
「
見
事
な
」
失
敗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

(30) 

実
在
性
の
問
題
に
よ
っ
て
可
能
的
知
覚
の
承
認
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
し
て
錯
視
を
「
現
象
論
的
条
件
法
」
で
分
折
し
た
バ
ー
ク
リ
を

指
し
て
、
ベ
ネ
ッ
ト
は
「
見
え
と
実
在
の
区
別
に
対
処
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
全
く
切
迫
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
現
象
論
を
強
い

(31) 

ら
れ
た
」
と
言
う
。
さ
ら
に
次
の
様
に
言
え
な
い
か
。
観
念
論
を
徹
底
し
な
が
ら
、
し
か
も
「
常
識
か
ら
離
れ
ま
い
と
し
て
、
結
局
バ
ー

ク
リ
は
現
象
論
に
た
ど
り
着
い
た
、

て
常
識
に
反
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
も
た
ら
す
ま
い
と
努
力
し
た
結
果
、

バ
ー
ク
リ
は
現
象
論
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

現
象
論
と
い
う
も
の
が
、
直
接
に
は
、
現
実
に
知
覚
さ
れ
ざ
る
事
物
も
存
在
す
る
と
い
う
常
識
を
裏
付
け
よ
う
と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う

に
な
る
。

別
が
で
き
な
い
。
即
ち
‘

つ
ま
り

バ
ー
ク
リ
は
感
官
を
信
頼
し
た
も
の
の
、
そ
の
現
実
的
知
覚
に
よ
っ
て
は
実
在
界
が
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
実
在
性
に
つ
い
て
の
自
ら
の
定
義
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
第
三
基
準
を
度
外
視
し
、
感
官
に
よ
っ
て
実
在
界
が
把
握
で
き
る
と
し
て
み
て
も
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
が
踏
め
な
い
。

錯
視
の
分
折
か
ら
明
ら
か
な
様
に
、
現
実
的
知
覚
の
み
に
よ
っ
て
は
現
前
し
て
い
る
観
念
が
何
ら
か
の
観
念
集
合
（
事
物
）
に
含
ま
れ
る

か
否
か
を
判
定
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
事
物
の
あ
り
さ
ま
を
確
定
で
き
ず
、
知
覚
者
は
懐
疑
論
的
「
未
決
定
」

の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と

と
。
即
ち
、
観
念
論
が
「
実
在
性
」
、
「
誤
り
」
と
い
う
も
の
を
否
認
し
て
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ



37 

(
7
)
 T
i
p
t
o
n
,
 op. cit., 
P
.
3
4
 0
 

(
6
)
 T
i
p
t
o
n
,
 op. cit., 
P
.
3
3
3
-
4
 

(
5
)
 B
e
n
n
e
t
t
,
 op. cit .. 

P
.
1
9
1
 

こ
と
と
そ
れ
は
符
合
す
る
。
付
記
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
現
象
論
は
事
実
的
現
象
論

(
f
a
c
t
u
a
l

p
h
e
n
o
m
e
n
a
l
i
s
m
)

で
あ
っ
て
、
言
語

(32) 

分
折
の
一
種
で
あ
る
言
語
的
現
象
論

(linguistic
p
h
e
n
o
m
e
n
a
l
i
s
m
)

と
は
依
然
質
を
異
に
す
る
。
な
お
、
ベ
ネ
ッ
ト
が
バ
ー
ク
リ
の

(33)

（

33) 

立
場
を
「
観
念
論
」
と
呼
ぴ
、
「
現
象
論
は
た
と
え
真
で
な
く
と
も
観
念
論
と
真
理
の
間
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
彼
は
‘

バ
ー
ク
リ
が
生
み
出
し
た
結
果
に
対
し
て
、
ポ
プ
キ
ン
、
ブ
ラ
ッ
ケ
ン
と
は
異
っ
た
（
或
い
は
反
対
の
）
プ
ラ
ス
の
評
価
を
与
え
て
い
る

様
で
あ
る
。
こ
の
評
価
の
相
違
は
、
ポ
プ
キ
ン
、
ブ
ラ
ッ
ケ
ン
が
バ
ー
ク
リ
理
論
全
体
の
整
合
性
に
着
目
し
、

に
つ
い
て
の
バ
ー
ク
リ
の
結
論
を
独
立
さ
せ
て
扱
っ
た
と
い
う
観
点
の
相
違
に
起
因
す
る
と
思
う
。
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