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カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
は
、
そ
れ
が
人
間
理
性
一
般
の
批
判
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
、
批
判
を
遂
行
す
る
主
体
が
個
別
的
な
哲
学
的
理

性
で
あ
る
と
い
う
側
面
と
が
同
時
に
存
在
す
る
。
即
ち
、
哲
学
的
理
性
が
、
人
間
の
「
理
性
能
カ
一
般
の
批
判
」

(
A
X
I
I
)
を
遂
行
す
る
の

で
あ
る
。
理
性
批
判
が
「
理
性
の
自
己
認
識
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
「
経
験
と
共
に
」
(
B
l
,

V
g
l
.
 B
1
6
1
)

始
ま
る
こ
と
を
事
実
と
し
て
承
認
す
る
が
、
理
性

批
判
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
諸
要
索
の
権
利
を
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
哲
学
的
理
性
は
、
化

学
者
の
分
析
的
方
法
を
範
と
し
て
、
具
体
的
認
識
活
動
の
有
す
る
こ
の
「
共
に
」
と
い
う
性
格
を
解
体
し
、
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
て
い

(
4
)
 

る
人
間
理
性
の
諸
要
素
を
「
弧
立
(
i
s
o
l
i
e
r
e
n
)
」（
A
2
2
1
1
 B
3
6
)

せ
し
め
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
要
素
の
弧
立
化
と
は
、
哲
学

的
理
性
の
行
な
う
先
験
的
反
省
の
論
理
的
抽
象
作
用
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
し
て
も
、
理
性
批
判
に
お

い
て
哲
学
的
理
性
と
い
う
契
機
が
軽
視
し
得
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
観
察
者
で
あ
る
「
探
求
し
吟
味

序

カ
ン
ト
の
理
性
批
判
と
批
判
理
性

山

本

博

史
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す
る
理
性
」
(
A
7
4
4
1
1
 B
7
7
2
)
、
即
ち
哲
学
的
理
性
は
、
人
間
理
性
に
関
す
る
先
験
的
反
省
を
行
な
う
に
せ
よ
、
そ
の
こ
と
の
故
に
直
ち
に

「
批
判
理
性
(
d
i
e
k
r
i
t
i
s
c
h
e
 V
e
r
n
u
n
f
t
)
」（
A
2
7
0
1
1
 B
3
2
6
)

と
称
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
理
性
の
自
己
認
識
」
が
成
立
し
た
時
に
初
め
て
、

小
論
の
意
図
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
物
」
概
念
と
「
自
我
」
概
念
と
の
多
義
性
を
、
哲
学
的
理
性
の
反
省
的
思
惟
と
の
関

係
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
上
述
の
こ
と
を
確
証
す
る
と
共
に
、
そ
の
問
題
点
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

哲
学
的
理
性
は
、
「
先
験
的
惑
性
論
」
に
お
い
て
、
心
性
の
受
容
性
の
能
力
た
る
惑
性
を
、
具
体
的
認
識
活
動
か
ら
抽
象
し
弧
立
せ
し
め

る
。
惑
性
を
受
容
性
の
能
力
と
し
て
考
察
す
る
と
は
、
感
性
に
お
け
る
経
験
的
表
象
を
与
え
ら
れ
た

(
g
e
g
e
b
e
n
)
も
の
と
し
て
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る
が
、
感
性
的
表
象
の
所
与
性
は
経
験
的
事
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、

即
ち
「
経
験
的
直
観
の
未
限
定
な
(
u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
)
対
象
」
(
A
2
0
1
1
 B
3
4
)

を
現
象
(
E
r
s
c
h
e
i
n
u
n
g
)

と
名
付
け
る
。
そ
の
対
概
念
が
所
謂

物
自
体
で
あ
る
。
こ
の
現
象
と
物
自
体
と
の

よ
っ
て
、

カ
ン
ト
は
両
者
の
差
異
を
明
確
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
的
区
別
に
お
け
る
『
現
象
』
は
、
「
あ
れ
こ
れ
の
感
官
の
特
殊
な

(
6
)
 

位
置
或
い
は
組
織
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
」
(
A
4
5
1
1
 B
6
2
)

表
象
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
個
別
的
主
観
の
感
性
に
お
け
る
常

に
主
観
的
・
偶
然
的
表
象
（
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
ロ
ッ
ク
の
第
二
性
質
と
解
す
る
）
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
対
概
念
で
あ
る
『
物

自
体
』
は
、
主
観
一
般
の
感
性
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
惑
性
一
般
」

ぬ
表
象
（
第
一
性
質
）

カ
ン
ト
は
経
験
的
所
与
表
象
を
、

(
A
4
5
 1
1
 B
6
2
)

に
対
し
て
妥
当
す
る
、
主
観
的
・
偶
然
的
で
は
あ
り
得

、
、
、
、
、
、
、
、

の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
個
別
的
主
観
の
惑
性
の
有
す
る
主
観
性
・
偶
然
性
へ
の
関
係
を
有
さ
ぬ
と
い

「
先
験
的
区
別
」
を
、
そ
れ
ら
の

「
経
験
的
」
(
A
4
5
1
1
 B
6
2
)

区
別
に
対
比
さ
せ
る
こ
と
に

哲
学
的
理
性
は
、
自
ら
を
批
判
理
性
と
し
て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。



77 

う
意
味
で
、
自
体
(
a
n
sich)
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
無
反
省
的
・
具
体
的
認
識
活
動
に
お
い
て
は
、
経
験
的
意
味

に
お
け
る
『
現
象
』
と
『
物
自
体
』
と
は
不
可
分
で
は
あ
る
が
、
前
者
が

individuel
ー
な
主
観
性
・
偶
然
性
を
免
れ
ぬ
と
い
う
経
験
的
反

省
を
通
じ
て
、
両
者
は
分
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
経
験
的
区
別
は
、
個
別
的
主
観
の
感
性
の
主
観
性
・
偶
然
性
に
関
す
る
哲
学
的

理
性
の
経
験
的
反
省
に
よ
っ
て
成
立
す
る
区
別
で
あ
る
。
こ
の
反
省
が
経
験
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
未
だ
我
々
の
認
識
能
力
（
感
性
一

般
）
と
の
関
係
に
お
い
て
為
さ
れ
て
い
ず
、
個
々
の
主
観
の
表
象
を
単
に
経
験
的
に
比
較
し
、
そ
の
主
観
性
・
偶
然
性
を
捨
象
す
る
に
す

ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ト
ょ
、
~. 

カ
ン

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
指
摘
す
る
如
く
‘

を
（
ロ
ッ
ク
の
第
一
性
質
と
第
二
性
質
と
の
質
的
区
別
を
）

d
a
s
 l
n
d
i
d
u
e
l
l
'
S
u
b
j
e
k
t
i
v
e
と
d
a
s
A
l
l
g
e
m
e
i
n
'
S
u
b
j
e
k
t
i
v
e
と
い
う
主
観

性
の
内
部
に
お
け
る
量
的
区
別
と
解
し
、
後
者
を
人
間
惑
性
一
般
と
の
関
係
に
お
い
て
現
象
と
名
付
け
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
験
的

意
味
に
お
け
る
現
象
の
概
念
は
、
哲
学
的
理
性
の
先
験
的
反
省
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
現
象
と
い
う
語
の
語
義
か
ら
し
て
、
そ
れ
自
身
現
象
で
は
あ
り
得
ぬ
が
現
象
に
お
い
て
現
象
す
る
当
の
も
の
を
想
定
す
る

こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
現
象
す
る
或
る
も
の
な
く
し
て
現
象
が
あ
る
」

(
B
X
X
V
I
f
.
)
と
い
う
不
合
理
な
命
題
が
成

立
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、

か
か
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
物
自
体
と
は
、

一
体
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。(

8
)
 

D
i
n
g
 a
n
 sich
と
い
う
表
現
は
、
プ
ラ
ウ
ス
の
指
摘
す
る
如
く
、

D
i
n
g
als 
a
n
 sich b
e
t
r
a
c
h
t
e
t
の
縮
約
形
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

即
ち
、

a
n
sich
は
D
i
n
g
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
「
物
」
に
関
す
る
哲
学
的
理
性
の
反
省
作
用
を
意
味
す
る

b
e
t
r
a
c
h
t
e
n

(od. erwii.-

g
e
n
)
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
反
省
の
仕
方
を
規
定
す
る
こ
の
語
句
a
n
sich
は
《
そ
れ
自
身
に
即
し
て
、
従
っ
て
他
の
如
何
な
る
も
の
に

も
即
す
る
こ
と
な
く
〉
と
い
う
否
定
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

a
n
sich
と
は

o
h
n
e
Riicksicht a
u
f
 e
t
w
a
s

と

(
9
)
 

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

e
t
w
a
s
を
規
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
所
謂
物
自
体
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。

『
現
象
』
と
『
物
自
体
』
と
の
経
験
的
区
別
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哲
学
的
理
性
は
、
経
験
的
反
省
の
段
階
に
お
い
て
は
こ
の

e
t
w
a
s
を
個
別
的
主
観
の
感
性
の
主
観
性
・
偶
然
性
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
だ

が
、
経
験
的
反
省
を
前
提
と
す
る
先
験
的
反
省
の
段
階
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
人
間
惑
性
一
般
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
験
的

意
味
に
お
け
る
物
自
体
と
は
、
「
理
性
（
即
ち
哲
学
的
理
性
ー
~
筆
者
付
注
）
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
、
即
ち
我
々
の
感
性
を
顧
慮
す
る

、
、
、
、

こ
と
な
く
考
究
(
e
r
w
a
g
e
n
)
さ
れ
た
」

(
A
2
8
1
1
 B
4
4
 1

傍
点
筆
者
）
物
で
あ
る
。
即
ち
、
哲
学
的
理
性
の
先
験
的
反
省
に
よ
り
否
定
的

つ
ま
り
表
象
と
人
間
惑
性
一
般
と
の
関
係
を
捨
象
し
て
考
察
さ
れ
た
物
で
あ
る
。
さ
て
、

a
n
sich
と
い
う
語
句
が
否
定
的
意
味
を
有

す
る
限
り
、
物
自
体
は
常
に
否
定
的
な
性
格
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
象
が
悟
性
綜
合
に
関
し
て

u
n
b
e
s
t
i
m
m
t

で
あ
る

と
は
言
え

b
e
s
t
i
m
m
b
a
r
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
物
自
体
は

u
n
'
b
e
s
t
i
m
m
b
a
r
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
そ
の
反
省
的
思
惟
に
お
い
て
物

自
体
を

u
n
b
e
s
t
i
m
m
b
a
r
=
 unb
e
k
a
n
n
t
と
限
定
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
次
の
如
く
言
い
得
る
。
哲
学
的
反
省
以
前

に
お
い
て
は
無
反
省
で
あ
る
が
故
に
何
ら
区
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
従
っ
て
「
同
一
の
物
」

(
B
X
く
日
）
を
、
哲
学
的
理
性
は
先
験
的
反

省
を
通
じ
て
「
二
重
の
観
点
か
ら
考
察
」

(
B
X
I
X
A
n
m
.
)
し、

か
の
先
験
的
区
別
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
カ
ン
ト
解
釈
史
上
絶
え
ず
争
わ
れ
て
き
た
触
発
の
問
題
は
、
か
か
る
観
点
か
ら
す
れ
ば
如
何
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(10) 

既
に
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
が

T
r
i
l
e
m
m
a
と
い
う
語
で
示
し
た
如
く
、
我
々
は
、
超
験
的
(
t
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
)
触
発
の
立
場
を
採
る
に
せ
よ
、
経

験
的
触
発
の
立
場
を
採
る
に
せ
よ
、
ま
た
二
重
触
発
の
立
場
を
採
る
に
せ
よ
困
難
に
陥
る
。
だ
が
、

カ
ン
ト
は
、
実
際
多
く
の
箇
所
で
物

自
体
に
よ
る
触
発
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
超
験
的
触
発
を
直
ち
に

reelー
な
関
係
と
解
す
る
な

ら
ば
、
先
験
的
観
念
論
は
先
験
的
実
在
論
に
堕
す
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
触
発
・
被
触
発
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
述
す

る
如
く
、
純
粋
統
覚
は
、
そ
の
純
粋
性
の
故
に
思
惟
に
お
い
て
「
無
制
限
の
領
域
」
(
B
1
6
6

A
n
m
.
)
を
有
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
形
式
た

る
範
疇
は
、
認
識
す
る
た
め
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
思
惟
す
る
た
め
に
物
自
体
に
適
用
し
得
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
理
性
も
ま
た
、

こ、

•. 
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
触
発
·
被
触
発
の
問
題
＇
~
そ
れ
は
現
象
の
経
験
的
実
在
性
の
根
拠
の
問
題
に
他

な
ら
ぬ
ー
~
が
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
。
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
理
性
は
触
発
・
被
触
発
の
関
係
を
定
立
し

た
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
の
真
の
解
決
は
、
後
述
す
る
如
く
、
「
先
験
的
対
象
」
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
先
験
的
分
析
論
」
に
お
い
て
も
、
哲
学
的
理
性
は
悟
性
を
心
性
の
他
の
要
素
か
ら
弧
立
せ
し
め
て
、
悟
性
を
「
そ
れ
だ
け
と
し
て
考
察
」

(
B
1
5
3
)

す
る
。
そ
し
て
、
悟
性
機
能
の
根
源
的
根
拠
を
、
「
我
々
の
全
て
の
表
象
に
対
す
る
相
関
者
」
(
A
l
2
3
)

で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
他
の

表
象
に
伴
わ
ざ
る
を
得
ず
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
我
思
う
と
い
う
表
象
す
ら
を
も
生
み
出
す
」
（
B
1
3
2
)

純
粋
統
覚

に
見
出
す
。
そ
れ
は
、
「
自
発
性
の
作
用
」
(
B
1
3
0
)

と
し
て
「
断
片
」
(
A
l
5
6
1
1
 B
1
9
5
)

的
な
る
知
覚
を
統
一
し
つ
つ
、
そ
の
働
き
に
即
し

て
自
己
の
「
汎
通
的
同
一
性
」
（
B
1
3
3
)

を
自
覚
す
る
純
粋
な
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
悟
性
を
弧
立
せ
し
め
て
考
察
し
得
る
た

め
に
は
、
我
々
は
何
ら
か
の
仕
方
で
そ
の
根
拠
た
る
純
粋
統
覚
を
定
立
し
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
が
、
純
粋
統
覚
に
つ
い
て
何

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
先
験
反
省
的
思
惟
に
お
い
て
物
自
体
に
実
在
性
及
び
実
体
性
の
範
疇
を
適
用
し
、
そ
れ
を
「
思
惟
的
実
在
(
e
n
s

r
a
t
i
o
n
i
s
)
」（
A
2
9
0

1
1
 8
3
4
7
)

と
し
て
思
惟
し
得
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
惟
的
実
在
と
現
象
と
の
関
係
を
、
哲
学
的
理
性
は
現
象
間
の
因
果
関
係
と
の
類
比

(11) 

(
A
n
a
l
o
g
i
e
)

に
お
い
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
「
類
推
に
よ
っ
て
、
私
は
私
に
と
っ
て
絶
対
に
未
知
な
る
物
の
関
係
概
念
を
与
え
得
る
」
と

カ
ン
ト
が
言
う
様
に
、
触
発
・
被
触
発
の
関
係
は
、
哲
学
的
理
性
の
類
比
的
思
惟
に
よ
り
成
立
す
る
i
d
e
e
l
l

な
関
係
で
あ
る
。
勿
論
こ
の

こ
と
は
、
「
先
験
的
感
性
論
」
の
問
題
領
域
に
お
い
て
は
、
外
的
触
発
に
対
し
て
も
内
的
（
自
己
）
触
発
に
対
し
て
も
、
同
様
に
妥
当
す
る
の
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ら
か
の
こ
と
を
思
惟
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
「
絶
え
ざ
る
循
環
」

(
A
3
4
6
1
1
 B
4
0
4
)
に
陥
ら
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
困
難
に
我
々
は
直
面
す
る

の
で
あ
る
。
で
は
如
何
に
し
て
、
そ
れ
は
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
自
己
に
注
視
し
、
自
己
を
観
察
す
る
哲
学
者
と
い
う
意
味
で
の
「
知
性
(Intelligenz)
」（
B
1
5
8
A
n
m
.
)
に
関
し
て
次
の
如

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

く
言
う
。
「
『
我
思
う
』
は
、
私
の
現
存
在
を
限
定
す
る
働
き
を
表
現
す
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
に
現
存
在
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、

私
が
現
存
在
を
限
定
す
る
仕
方
は
…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
は
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」

(
B
1
5
7
A
n
m
.
 ー

|
ー
傍
点
筆
者
）
と
。
即
ち
、
哲
学

的
理
性
は
、
自
発
的
に
働
き
自
己
を
観
察
し
つ
つ
、
そ
の
働
き
に
即
し
て
、
ま
た
そ
の
働
き
を
直
接
的
に
意
識
し
つ
つ
、
自
己
の
現
存
在

を
「
或
る
実
在
的
な
る
も
の
(et
w
a
s
 R
e
a
l
e
s
)
」（
B
4
2
3
A
n
m
.
 |
|
_
傍
点
筆
者
）
と
し
て
直
接
的
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

そ
こ
に
は
自
己
直
観
が
欠
如
し
て
い
る
が
故
に
、
現
存
在
を
限
定
す
る
仕
方
、
即
ち
こ
の
実
在
的
な
る
も
の
が
何
(
w
a
s
)
で
あ
り
如
何
に

(
w
i
e
)
在
る
か
は
「
未
限
定
(
u
n
b
e
s
t
i
m
m
t
)
」（
B
4
2
2
f. 
A
n
m
.
)
に
と
ど
ま
る
。
即
ち
、

w
a
s
及
び

w
i
e
に
関
し
て
は
空
虚
(leer)
に
と
ど

ま
る
。
と
は
言
え
、
カ
ン
ト
が
、
「
我
思
う
」
は
「
我
思
い
つ
つ
存
在
す
」
と
国
四
語
反
復
的
」

(
A
3
5
5
)
と
、
或
い
は
「
同
一
」

(
B
4
2
2
A
n
m
.
)
 

(12) 

と
言
う
場
合
、
そ
れ
は
、
哲
学
的
理
性
の
自
発
的
働
き
と
そ
の
存
在
と
の
直
接
的
合
一
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、

経
験
的
統
覚
の
客
観
と
し
て
の
断
片
的
自
我
（
内
官
の
対
象
と
し
て
の
現
象
我
）
と
経
験
的
統
覚
の
主
観
と
し
て
の
断
片
的
自
我
と
純
粋

統
覚
の
自
我
と
を
厳
密
に
区
別
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
働
き
と
存
在
と
の
直
接
的
意
識
に
お
い
て
、
即
ち
自
ら
の
「
力
学
的
実
在
性
」
(
A
1
6
4

1
1
 B
6
6
9
)
の
直
接
的
意
識
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
同
一
性
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を
区
別

(13) 

し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
が
「
同
一
の
理
性
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
個
別
的
自
我
の
「
現
実
性
を
直
接
的
に
言
表
す
る
」
(
A
3
5
5
)
こ
の
意
識
は
、
直
接
的
で
あ
り
「
純
粋
に
知
的
」

(
B
4
2
3
A
n
m
.
)
 

で
あ
る
と
は
言
え
、
．
「
限
定
す
る
働
き
に
先
立
っ
て
」
（
B
1
5
8
A
n
m
.
)
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
何
ら
か
の
経
験
的
表
象
な
く
し
て
は
、
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3
5
3
)
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
我
思
う
』
と
い
う
働
き
は
や
は
り
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
B
4
2
3
A
n
m
.
)

と
言
わ
れ
る
如
く
、
そ
れ
は
経
験
的
表
象
を
限
定
す
る
働
き
に

-14) 

即
し
て
成
立
す
る
「
綜
合
の
意
識
」

(
B
1
3
3
)
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
「
多
様
な
る
も
の
を
意
識
の
統
一
へ
と
綜
合
す
る
特
殊
な

働
き
」

(
B
l
3
9
)
を
必
要
と
せ
ず
、
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
対
象
そ
の
も
の
を
「
与
え
」
「
創
造
す
る
(
h
e
r
v
o
r
b
r
i
n
g
e
n
)
」（
B
l
4
5
)

が
故
に
、
物
自
体
を
直
接
的
に
認
識
し
得
る
よ
う
な
「
根
源
的
直
観
」
（

B72)、
神
的
直
観
で
は
な
い
。
だ
が
、
勿
論
そ
れ
は
感
性
的
自
己

直
観
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
知
的
直
観
を
以
下
の
如
く
様
々
に
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
「
私
の
現
存
在
の
知
的
な

意
識
」

(
B
X
L
A
n
m
.
)
、
「
内
的
知
覚
」
（
A
3
4
3
1
1
 B
4
0
1
)
、
「
未
限
定
な
経
験
的
直
観
即
ち
知
覚
」

(
B
4
2
2
A
n
m
.
)
、
「
未
限
定
な
知
覚
」
（
B
4
2
3

A
n
m
.
)
、
「
思
惟
す
る
主
観
の
自
己
活
動
性
の
単
に
知
的
な
表
象
」
(
B
2
7
8
)
、
「
単
な
る
統
覚
に
よ
り
自
己
自
身
を
認
識
す
る
」
（
A
5
4
6
1
1
 B
5
7
4
)
 

(15) 

こ
と
、
「
現
存
在
の
感
情
」
等
々
と
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
お
け
る
「
知
覚
」
や
「
認
識
」
と
い
っ
た
語
は
、
カ
ン
ト
の
通
常
の
語
の
用
法
に

反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
は
上
述
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
成
程
、
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
の
純
粋
に
知
的
な
意

(16) 

識
が
「
決
し
て
直
観
で
は
な
い
」

(
B
2
7
8
)

こ
と
を
強
調
す
る
。
だ
が
、
そ
の
直
接
性
の
故
に
、
直
観
と
い
う
語
は
避
け
難
い
で
あ
ろ
う
。

哲
学
的
理
性
は
上
述
の
如
き
知
性
で
あ
り
、
知
性
と
し
て
働
き
つ
つ
純
粋
統
覚
を
か
か
る
意
味
に
お
け
る
知
的
直
観
に
よ
っ
て
直
覚
的
に

定
立
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『
形
而
上
学
講
義
』
に
お
い
て
、
「
心
理
的
意
識
」
或
い
は
「
主
観
的
意
識
」
と
「
論
理
的
意
識
」
或
い

は
「
客
観
的
意
識
」
と
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
後
者
は
「
自
己
自
身
に
還
帰
し
た
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
比
量
的
で
は
な
く
直
覚
的

(17) 

(intuitiv)
で
あ
る
」
と
、
同
様
の
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
的
理
性
が
純
粋
統
覚
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
こ
と
そ

(18)

ヽ
ヽ
、
、

れ
自
体
は
、

individuell
な
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
現
存
在
の
知
的
な
意
識
は
、

individuell

な
こ
の
「
私
の
現
存
在
」
の
意
識
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
述
す
る
如
く
、
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の

individuell
な
意
識
を
他
の
物
に
「
す
り
換
え
る
(
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
b
e
n
)
」
（
A

巨
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
ー
な
規
範
的
意
識
即
ち
意
識
一
般
(
B
e
w
u
B
t
s
e
i
n
 u
b
e
r
h
a
u
p
t
)
を
言
わ
ば
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
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哲
学
的
理
性
は
、
感
性
一
般
を
考
察
し
た
の
と
同
様
に
、
純
粋
統
覚
を
直
覚
的
に
定
立
し
そ
れ
を
上
述
の
如
く
す
り
換
え
る
こ
と
に
よ

(21) 

っ
て
論
理
的
に
一
般
化
し
た
忌
erindividuel
ー
な
「
意
識
一
般
」
(
B
1
4
3
)
、
「
統
覚
一
般
」
(
B
1
4
3
)

を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
、
告
erindiviー

1
5
7
 A
n
m
.
-
傍
点
筆
者
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、

か
か
る
哲
学
的
理
性
の
直
覚
的
定
立
と
の
関
連
か
ら
、
第
二
版
の
「
先
験
的
演
繹
論
」
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
自
己
触

発
の
概
念
に
言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
注
意

S
u
f
m
e
r
k
s
a
m
k
e
i
t
)

と
い
う
名
々
の
活
動
は
、
そ
れ
（
即
ち
自
己
触

発
I

筆
者
付
注
）
の
例
証
を
与
え
得
る
」
(
B
1
5
6

f. 
A
n
m
.
)
と
言
わ
れ
る
場
合
の
自
己
触
発
の
概
念
は
、
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
け
る

自
己
触
発
の
概
念
と
は
異
な
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
何
ら
か
の
結
合
せ
る
表
象
に
お
い
て
或
る
も
の
を
弧
立
せ
し
め
、
そ
れ
以
外
の
或

る
も
の
を
捨
象
す
る
即
ち
度
外
視
す
る

(
v
o
n
e
t
w
a
s
 a
b
s
t
r
a
h
i
e
r
e
n
)
と
は
、
或
る
も
の
に
注
意
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
「
注
意
し
な

(19)

（

20) 

い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
注
意
及
び
「
負
の
注
意
」
と
い
う
語
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
か
か
る
弧
立
化
と
捨
象
と
い

う
反
省
的
抽
象
作
用
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
感
性
に
関
す
る
哲
学
的
理
性
の
反
省
的
思
惟
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
は
自
己

触
発
と
言
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
理
性
に
よ
っ
て
二
重
の
観
点
か
ら

考
察
さ
れ
た
現
象
我
と
自
我
自
体
と
の

ideel
ー
な
関
係
概
念
が
、
外
的
触
発
の
場
合
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
自
己
触
発
と
言
わ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
両
者
に
は
、
決
定
的
な
意
味
の
差
異
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、

か
か
る
意
味
で
の
自
己
触
発
の
意
識
も
、
先

の
直
覚
的
定
立
の
場
合
と
同
様
に
、

individuel
ー
な
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
、
「
こ
れ
（
即
ち
注
意
と
い
う
働
き

i

筆
者
付
注
）

に
よ
っ
て
、
心
性
が
通
常
如
何
に
屡
々
触
発
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
各
人
は
自
ら
の
内
に
お
い
て
知
覚
し
得
る
で
あ
ろ
う
」

(
B
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d
u
e
l
l

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
認
識
の
普
遍
妥
当
性
の
一
源
泉
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
場
合
も
、
哲
学
的
理
性
は
、
あ
ら
ゆ
る

感
性
的
制
約
を
「
分
離
」
(
A
l
4
7
1
1
 B
1
8
6
)
、
「
捨
象
」
(
A
2
4
7
1
1
 B
3
0
4
)

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
粋
統
覚
を
自
体
的
に
考
察
す
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
純
粋
統
覚
は
、
現
象
と
物
自
体
と
の
先
験
的
区
別
に
関
係
な
く
「
あ
ら
ゆ
る
物
に
無
差
別
に
(
o
h
n
e
U
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
)
」（
A

2
8
8
 1
1
 B
3
4
4
)

関
係
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
哲
学
的
理
性
は
、
先
験
的
区
別
そ
の
も
の
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
に
一

般
化
さ
れ
た
物
を
、
即
ち
「
物
一
般
」
(
B
l
2
8
)

を
純
粋
統
覚
の
対
象
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
形
式
た
る
範
疇
も
自

体
的
に
は
、
即
ち
純
粋
範
疇
と
し
て
は
思
惟
に
お
い
て
「
無
制
限
の
領
域
」
を
有
し
、
如
何
な
る
表
象
で
あ
れ
、
そ
れ
を
「
―
つ
の
意
識
」

(
A
1
0
4
)

へ
と
結
合
し
概
念
把
握
す
る
と
い
う
「
論
理
的
意
味
」
(
A
2
4
8
1
1
 B
3
0
5
)

を
有
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
範
疇
は
、
「
客
観
一

般
の
思
惟
を
種
々
の
様
相
に
応
じ
て
表
現
」
(
A
2
4
7
1
1
 B
3
0
4
)

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
純
粋
統
覚
は
、
そ
れ
が
純
粋
で
あ
る
限
り
思
惟
内
容
を
欠
く
空
虚
な
表
象
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
は
、
自
体
的
に
、
即
ち
感
性
的

表
象
へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
内
で
最
も
貧
し
い
表
象
」
(
B
4
0
8
)

な
の
で
あ
る
。
他
方
、
現
象
を
自
体

的
に
、
即
ち
一
者
性
を
有
す
る
純
粋
統
覚
へ
の
関
係
な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
私
に
と
っ
て
客
観
と
な
り
」
(
B
l
3
8
)

得
ず
、

「
我
々
に
と
っ
て
無
」
(
A
l
9
1
1
1
 B
2
3
6
)

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
両
者
は
綜
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
未
限
定

的
な
る
現
象
は
、
生
産
的
構
想
力
の
形
像
的
綜
合
(
s
y
n
t
h
e
s
i
s
s
p
e
c
i
o
s
a
)

即
ち
覚
知
・
再
生
の
綜
合
に
よ
っ
て
「
限
定
さ
れ
た
直
観
」
(
B

1
5
4
)

へ
と
綜
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
知
覚
が
成
立
す
る
。
だ
が
、
形
像
的
綜
合
は
、
自
体
的
に
、
即
ち
統
覚
の
統
一
へ
の
関
係

な
く
し
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
盲
目
的
な
綜
合
に
す
ぎ
な
い
。
形
像
的
綜
合
を
自
体
的
に
考
察
す
る
限
り
、
そ
こ
に
お
け
る
知
覚
の
客
観

は
「
表
象
の
無
規
則
な
累
積
」
(
A
1
2
1
)
、
即
ち
断
片
的
な
像
(
e
i
n
B
i
l
d
)

に
す
ぎ
ず
、
知
覚
の
主
観
た
る
経
験
的
統
覚
の
自
我
も
ま
た
断
片

的
像
に
応
じ
て
「
常
に
可
変
的
」
(
A
1
0
7
)

で
あ
り
、
「
そ
れ
自
体
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
」
(
A
1
2
0
,

B

1

3

3

-

傍
点
筆
者
）
の
で
あ
る
。
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そ
れ
故
、
形
像
的
綜
合
は
、
統
覚
の
悟
性
綜
合
(
s
y
n
t
h
e
s
i
s
i
n
t
e
l
l
e
c
t
u
a
l
i
s
)

と
の
綜
合
、
即
ち
「
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
」
(
B
1
5
3
)

よ
り
統
一
性
を
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
客
観
の
側
に
お
い
て
も
主
観
の
側
に
お
い
て
も
、
具
体
的
統
一
が
成
立
す
る
。
客
観

の
側
に
お
い
て
は
、
「
―
つ
の
自
然
」
(
A
2
1
6
1
1
 B
2
6
3

傍
点
筆
者
）
が
成
立
す
る
。
そ
れ
は
、
未
限
定
な
多
様
体
た
る
現
象
や
、
限
定

を
経
た
と
は
言
え
断
片
的
像
に
す
ぎ
な
い
知
覚
の
対
象
と
は
異
な
り
、

か
か
る
多
様
体
の
綜
合
的
統
一
体
で
あ
る
。
主
観
の
側
に
お
い
て

―
つ
の
自
然
が
か
く
成
立
す
る
に
し
て
も
、
現
象
は
、
意
識
の
対
象
と
し
て
は
「
我
々
の
表
象
の
単
な
る
戯
れ
」
(
A
l
O
l
)

に
す

(23) 

ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
現
象
が
単
な
る
仮
象
に
、
従
っ
て
自
然
が
単
な
る
虚
構
に
転
落
し
な
い
た
め
に
は
、
そ
の
経
験
的
実
在
性
を
保
証
す

る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
、
そ
れ
を
「
先
験
的
対
象
」
或
い
は
「
先
験
的
客
観
」
と
考
え
る
。
現
象
は
、
そ
れ
が
単
な
る

表
象
で
あ
る
限
り
、
現
象
な
ら
ざ
る
も
の
へ
の
関
係
を
指
示
し
、
自
ら
に
対
応
し
、
自
ら
に
客
観
的
実
在
性
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
主
観
と
客
観
と
の
関
係
を
与
え
る
よ
う
な
対
象
を
指
示
す
る
(
V
g
l
.
A
l
0
4
f
.
,
 A
2
5
2
)
。
か
か
る
「
表
象
の
対
象
」
(
A
1
0
4
)

と
し
て
現
象
の

客
観
的
実
在
性
を
保
証
す
る
先
験
的
対
象
は
、
「
感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
る
も
の
を
統
一
す
る
た
め
に
、
統
覚
の
統
一
の
相
関
者
と

し
て
の
み
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
A
2
5
0
,

V
g
l
.
 A
l
0
5
,
 1
0
9
)

と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
統
覚
が
、
現
象
を
綜
合
的
に
統
一
す
る
際

の
主
観
の
側
に
お
け
る
形
式
的
な
先
験
的
根
拠
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
験
的
対
象
は
、
客
観
の
側
に
お
け
る
先
験
的
根
拠
な
の
で
あ
る
。

前
者
が
、
限
定
的
で
あ
る
と
は
言
え
あ
ら
ゆ
る
被
限
定
性
を
欠
く
「
思
想
の
先
験
的
主
観
（
主
語
）

I
I
X」
(
A
3
4
6
1
1
 B
4
0
4
)

で
あ
る
の
と

同
様
、
そ
の
相
関
者
た
る
後
者
も
ま
た
被
限
定
性
を
欠
く
。
そ
れ
故
、
先
験
的
対
象
は
、
現
象
に
「
常
に
一
様
」
(
A
l
0
9

V
 gl. 
A
2
5
3
)

に

対
応
す
る
「
或
る
も
の
一
般

I
I
X」
(
A
l
0
4
)

で
あ
る
。
だ
が
、
現
象
が
現
象
な
ら
ざ
る
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
は
、
感
性
自
身
の
関
知
せ

ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
先
験
的
対
象
は
純
粋
統
覚
の
相
関
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
現
象
が
か
か
る
も
の
を
指
示
す
る
こ
と
は
純

さ
て
、

は
、
後
述
す
る
如
く
、
具
体
的
自
覚
が
成
立
す
る
。

•J 

ヽ
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粋
統
覚
自
身
に
と
っ
て
も
関
知
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
感
性
を
も
悟
性
を
も
考
察
す
る
哲
学
的
理
性
が
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性
を
保
証

す
る
も
の
を
先
験
的
対
象
と
し
て
要
請
し
、
そ
れ
を
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
両
者
が
相
関
す
る
こ
と

カ
ン
ト
は
、
実
質
的
観
念
論
を
独
断
的
・
心
理
学
的
観
念
論
と
蓋
然
的
観
念
論
と
に
区
分
し
(
V
g
l
.

B
X
X
X
I
X
 A
n
m
.
,
 
B
2
7
4
)
、
外
的

現
象
（
外
界
）
の
存
在
を
「
疑
わ
し
く
証
明
し
得
ぬ
」

(
B
2
7
4
)
と
す
る
後
者
を
、
特
に
「
観
念
論
論
駁
」
の
章
に
お
い
て
論
駁
す
る
。
そ
の

論
駁
は
、
自
己
の
現
存
在
の
経
験
的
に
限
定
さ
れ
た
意
識
、
即
ち
自
己
認
識
に
お
い
て
成
立
す
る
具
体
的
自
己
意
識
が
、
外
的
現
象
の
現

存
在
を
前
提
し
、
要
求
す
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
。
そ
の
論
証
を
概
略
す
れ
ば
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

我
々
は
、
自
己
の
具
体
的
な
現
存
在
を
時
間
に
お
い
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
す
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
時
間
限
定
は
、
直
観
表

象
外
の
持
続
的
な
る
も
の

(ein
B
e
h
a
r
r
l
i
c
h
e
s
)
を
時
間
限
定
の

real
な
根
拠
と
し
て
前
提
す
る
。
と
い
う
の
は
、
構
想
力
の
形
像

的
綜
合
が
継
時
的
(
s
u
k
z
e
s
s
i
v
)
な
綜
合
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
知
覚
表
象
も
ま
た
継
時
的
で
あ
り
、
絶
え
ず
変

易
し
、
時
間
限
定
の
基
体
た
り
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
先
験
的
対
象
は
、
表
象
の
対
象
と
し
て
は
表
象
外
に
存
す
る
が
、
そ
れ
が
根
拠

づ
け
る
も
の
は
、
個
別
的
な
具
体
的
な
対
象
と
し
て
表
象
内
に
存
す
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
、
先
験
的
対
象
は
時
間
限
定
の
本
来

的
基
体
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
内
官
の

「
本
来
的
素
材
」
（
B
6
7
,
V
g
l
.
 
B
X
X
X
I
X
 A
n
m
.
)
は
外
的
直
観
表
象
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
、
先
験
的
対
象
は
、

内
的
直
観
表
象
並
び
に
外
的
直
観
表
象
の
先
験
的
根
拠
で
あ
る
と
は
言
え
、
そ
れ
が
根
拠
づ
け
る
個
別
的
対
象
は
、
直
接
的
に
は
外

的
直
観
形
式
た
る
空
間
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
自
己
認
識
に
お
け
る
具
体
的
な
、
時
間
限
定

を
経
た
自
己
意
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
外
的
現
象
の
現
存
在
を
「
要
す
る
(
e
r
f
o
r
d
e
r
n
)
」（
B
2
7
8
)0

 

は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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自
己
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
外
的
現
象
の
現
存
在
を
要
す
る
と
い
う
こ
の
論
証
の
核
心
は
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性
を
保
証
す
る
先

験
的
対
象
を
要
請
（
要
求
）
す
る
、

観
念
論
と
経
験
的
実
在
論
と
の

し
か
も
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
要
請
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
験

的
観
念
論
は
上
述
の
誤
っ
た
観
念
論
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
統
覚
と
先
験
的
対
象
と
の
相
関
関
係
は
、
先
験
的

(24) 

「
相
互
浸
透
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
哲
学
的
理
性
は
、
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
い
て
、
物
自
体
と
現
象
と
の
関
係
を
触
発
・
被
触
発
と
い
う
ideell
な
関
係
と
し
て

定
立
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
今
や
先
験
的
対
象
を
現
象
の
経
験
的
実
在
性
の
先
験
的
根
拠
と
し
て
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
純
粋
統
覚
に
相
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
「
先
験
的
惑
性
論
」
に
お
け
る
物
自
体
と
は
異
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
統
覚
の
問
題

は
、
哲
学
的
理
性
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
未
だ
主
題
的
と
は
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
が
先
験
的

対
象
を
か
く
要
請
す
る
と
は
、
現
象
と
し
て
の
物
と
自
体
的
に
考
察
さ
れ
た
物
と
が
二
つ
の
異
な
っ
た
物
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え

「
同
一
の
物
」

(
B
X
く
日
）
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
要
請
さ
れ
た
同
一
性
は
、

哲
学
的
反
省
以
前
に
お
け
る
同
一
性
と
は
無
論
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
現
象
の
経
験
的
実
在
性
の
問
題
を
、

か
か
る
要
請
に

よ
っ
て
解
決
せ
ん
と
す
る
。
だ
が
、
要
請
そ
の
も
の
は
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
為
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
験
的
対
象
は
、
哲
学

的
理
性
が
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
要
請
し
、
措
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
忠
erindividuell
な
純
粋
統
覚
そ
の
も
の
も

ま
た
、
既
述
の
如
く
、
哲
学
的
理
性
の
自
発
性
及
び
自
己
所
与
性
の

individuell
な
知
的
直
接
的
意
識
に
そ
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
言
わ
ば
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
相
関
者
た
る
先
験
的
対
象
も
ま
た
そ
う
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
理
性
は
、
知
性
と
し
て
の
自
ら
の
存
在
の
確
実
性
を
根
拠
と
し
て
、
先
験
的
対
象
を
現
象
（
議

論
の
主
題
か
ら
す
れ
ば
外
的
現
象
）
の
先
験
的
根
拠
と
し
ズ
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
あ
く
ま
で
も
未
知
な
る
根
拠
と
し
て
要
請

後
者
が
認
識
し
得
ぬ
に
せ
よ
、
両
者
が
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す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
統
覚
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
統
一
の
制
約
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
自
身
無
制
約
的
で
あ
る
」
(
A
4
0
1
)

と
言
わ
れ
る
が
、

純
粋
統
覚
の
自
我
を
無
制
約
者
と
し
て
求
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
魂
の
理
念
が
成
立
す
る
。
先
験
的
対
象
も
ま
た
、
純
粋
統
覚
の
相
関
者
た

る
限
り
、
そ
れ
自
身
無
制
約
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
同
様
に
「
経
験
的
対
象
か
ら
先
験
的
対
象
へ
と
上
昇
せ
ん
と
す
る
」
(
A
5
4
5
1
1
 B
5
7
3
)
 

な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
こ
に
無
制
約
者
を
求
め
ん
と
す
る
な
ら
ば
世
界
の
理
念
が
成
立
す
る
。
だ
が
、
両
理
念
に
関
す
る
先
験
的
推
論
は

「
媒
語
二
義
の
誤
謬
推
理
(
s
o
p
h
i
s
m
a
J
i
g
u
r
a
e
dictioni)
」（
A
4
9
9
1
1
 B
5
2
8
)

に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
我
々
の
外
な
る
物
の

現
存
在
を
…
…
単
に
信
仰
(
G
l
a
u
b
e
n
)

に
基
づ
い
て
想
定
す
る
こ
と
」
を
哲
学
の

述
の
如
く
哲
学
的
理
性
の
自
己
に
関
す
る
直
覚
知
の
の
確
実
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

individuell

な
純
粋
統
覚
に
お
い
て
自
己
の
現
存
在
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
自
己
認
識
は
、
内
官
の
本
来
的
素
材
が
外

的
現
象
で
あ
る
限
り
、
対
象
認
識
に
即
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

「
醜
聞
」

(
B
X
X
X
I
X
A
n
m
.
)

と
し
、
そ
れ
を
上

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
「
観
念
論
論
駁
」
の
章
及
び
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
の
章
に
お
い
て
、

で
あ
る
。
さ
て
、
抽
象
的
自
己
意
識
た
る
純
粋
統
覚
は
、
思
惟
内
容
を
感
性
的
表
象
に
制
限
(
r
e
s
t
r
i
n
g
i
e
r
e
n
)
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

具
体
的
自
己
意
識
と
し
て
実
現
す
る
(
r
e
a
l
i
s
i
e
r
e
n
)
(
V
g
l
.
 
A
l
4
6
 1
1
 B
1
8
5
 f.)
。
か
く
実
現
し
た
自
己
意
識
は
、
統
一
な
き
経
験
的
統
覚
と

も
、
内
容
な
き
純
粋
統
覚
と
も
異
な
り
、
自
ら
が
惑
性
及
び
悟
性
と
し
て
働
く
こ
と
を
、
従
っ
て
自
ら
が
自
然
の
立
法
者
た
る
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
感
性
も
悟
性
も
自
体
的
に
考
察
さ
れ
、
両
者
は
互
い
に
何
ら
関
知
せ
ぬ
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ

て
き
た
。
だ
が
、
今
や
哲
学
的
理
性
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
感
性
と
悟
性
と
が
「
共
に
」
働
く
こ
と
の
自
覚
が
成
立
し
て
い

四

カ
ン
ト
が
主
張
せ
ん
と
し
た
こ
と

―
つ
の
自
然
の
成
立
に
即
し
て
の
み
成
立
す
る
も
の
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る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
統
覚
は
、
哲
学
的
理
性
と
合
一
し
、
自
己
還
帰
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
あ

哲
字
的
理
性
は
、
そ
の
否
定
的
思
惟
に
よ
っ
て
、
現
象
に
対
し
て
物
自
体
を
措
定
し
た
。
だ
が
、
今
や
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
先
験

的
統
覚
は
、
自
ら
の
純
粋
統
覚
の
対
象
即
ち
物
一
般
を
、
現
象
体
(
P
h
a
e
n
o
m
e
n
o
n
)
と
叡
智
体
(
N
o
u
m
e
n
o
n
)
と
に
区
別
し
て
思
惟
す
る

、
、
、
、
、
、
、
、

（
「
対
象
一
般
を
現
象
体
と
叡
智
体
と
に
区
別
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
の
章
）
。
現
象
体
と
は
、
先
験
的
統
覚
に
よ
り
「
範
疇
の
統
一
に
従
っ
て

、
、
、
、
、

対
象
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
限
り
の
現
象
」

(
A
2
4
8
f. 
|
|
ー
傍
点
筆
者
）
で
あ
る
。
他
方
、
現
象
た
り
得
な
い
、
従
っ
て
現
象
体
た
り
得
な
い

叡
智
体
は
、
そ
の
否
定
の
仕
方
に
応
じ
て
二
義
的
に
解
さ
れ
る
。
即
ち
、
叡
智
体
は
、
消
極
的
意
味
に
お
い
て
は
感
性
的
直
観
の
対
象
で

な
い
物
を
、
積
極
的
意
味
に
お
い
て
は
非
感
性
的
直
観
の
対
象
を
意
味
す
る

(Vgl.
B
3
0
7
)。
だ
が
、
既
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
根
源
的
・

知
的
直
観
を
人
間
に
は
認
め
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
叡
智
体
は
消
極
的
意
味
に
の
み
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
解
さ
れ
た
叡
知
体

は
、
客
観
的
実
存
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
論
理
的
に
無
矛
盾
な
可
能
的
概
念
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
論
理
的
可
能
性
に
す
ぎ

ぬ
故
、
叡
智
体
が
客
観
的
実
在
性
以
外
の
何
ら
か
の
実
在
性
を
有
す
る
か
否
か
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
問
題
的
(
p
r
o
b
l
e
m
a
t
i
s
c
h
)

る
。
叡
智
体
は
、

か
か
る
も
の
と
し
て
、
人
間
悟
性
が
現
象
の
領
域
外
に
蓋
然
的
に
は
拡
張
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
す
「
蓋
然
的
(
p
r
o
b
l
e
'

m
a
t
i
s
c
h
)
」（
B
3
1
0
)
概
念
で
あ
る
。
が
、
叡
智
体
は
、
惑
性
が
か
か
る
蓋
然
的
概
念
に
ま
で
は
及
び
得
ぬ
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
感

性
の
越
権
(
A
n
m
a
B
u
n
g
)
を
制
限
す
る
と
と
も
に
、
悟
性
自
身
も
そ
れ
を
蓋
然
的
に
思
惟
し
得
る
の
み
で
認
識
し
得
ぬ
と
い
う
悟
性
自
身

の
限
界
を
も
示
す
「
限
界
概
念
」

(
A
2
5
4
1
1
 B
3
1
0
,
 
V
 gl. 
A
2
5
6
 1
1
 B
3
1
2
)
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
限
界
の
意
識
は
何
処
に
成
立
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
物
自
体
を

m
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
け
る
触
発
者
と
し
て
の
物
自
体
、
血
限
界
概
念
と
し
て
の
物
自
体
、

血
「
先
験
的
弁
証
法
」
に
お
け
る
無
制
約
者
と
し
て
の
物
自
体
の
三
様
に
解
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
現
象
に
対
し
て
否
定
的
に
思
惟
さ
れ
た

物
と
し
て
は
同
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
有
す
る
意
味
は
何
れ
も
異
な
る
。
「
先
験
的
感
性
論
」
に
お
け
る
物
自
体
は
、
感
性
を
自
体
的
に
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考
察
す
る
哲
学
的
理
性
が
、
そ
の
否
定
的
思
惟
に
よ
っ
て
措
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
悟
性
が
そ
れ
を
思
惟
し
得
る
と
い
う
こ

と
は
、
哲
学
的
理
性
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
、
感
性
自
身
に
と
っ
て
は
未
だ
問
題
と
す
ら
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
限
界
の
意
識
は
そ
こ
に
お
い
て
は
成
立
す
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
限
界
概
念
と
し
て
の
物
自
体
（
叡
智
体
）

は
、
感
性
に
表
象
さ
れ
得
ぬ
物
自
体
を
悟
性
が
蓋
然
的
に
で
は
あ
る
に
せ
よ
思
惟
し
得
る
と
い
う
自
覚
に
、
従
っ
て
感
性
と
悟
性
と
が
「
共

に
」
働
く
こ
と
の
自
覚
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
上
述
の
具
体
的
自
覚
に
お
い
て
初
め
て
限
界
の
意
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
限
界
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
哲
学
的
理
性
と
合
一
す
る
の
で
あ
る
。

(25) 

と
こ
ろ
で
、
叡
智
体
は
「
課
題
(
A
u
f
g
a
b
e
)
の
表
象
に
他
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
「
感
性
的
直
観
の
制
約
か
ら
全
く

解
放
さ
れ
た
対
象
が
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
課
題
」
(
A
2
8
7
1
1
 B
3
4
4
)

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
具
体
的
自
覚
に
お
い
て
は
、

現
象
界
の
限
界
と
と
も
に
、
叡
智
体
の
こ
の
問
題
性
・
課
題
性
も
ま
た
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
「
先
験
的
弁
証
論
」
の
世
界
の

理
念
と
の
関
連
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
が
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
限
界
概
念
と
し
て
の
物
自
体
（
叡
智
体
）
は
、
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た

統
覚
に
よ
っ
て
感
性
的
直
観
の
対
象
で
は
な
い
物
と
し
て
措
定
さ
れ
た
に
す
ぎ
ぬ
故
、
現
象
の
客
観
的
実
在
性
の
先
験
的
根
拠
と
い
う
意

味
を
有
す
る
先
験
的
対
象
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
V
g
l
.
A
2
5
3
)
。
だ
が
、
先
験
的
対
象
を
、
「
そ
の
表
象
が
感
性
的
で
な
い
が
故
に
、

叡
智
体
と
称
す
る
」
(
A
2
8
8
1
1
 B
3
4
5
)

こ
と
は
許
さ
れ
る
。
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
統
覚
は
、
哲
学
的
理
性
と
合
一
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

哲
学
的
理
性
が
要
請
し
た
先
験
的
対
象
を
、
今
や
自
ら
が
自
ら
の
純
粋
統
覚
の
相
関
者
と
し
て
措
定
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
先
験
的
対
象
を
も
叡
智
体
と
し
て
表
象
し
、
自
ら
が
要
請
し
た
先
験
的
対
象
の
根
拠
と
し
て
の
課
題
性
を
も
自
覚

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
性
の
自
覚
こ
そ
、
我
々
の
理
性
を
し
て
「
現
象
の
諸
制
約
の
系
列
の
絶
対
的
統
一
」
(
A
3
3
4
1
1
 B
3
9
1
)
 

を
求
め
る
べ
く
「
制
約
の
制
約
」
(
A
3
0
7
1
1
 B
3
6
4
)

へ
と
上
昇
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
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五

さ
て
、
具
体
的
自
覚
に
到
達
し
た
先
験
的
統
覚
が
、
限
界
概
念
を
措
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
哲
学
的
理
性
と
合
一
す
る
こ
と
は
、
哲
学

的
理
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
哲
学
的
理
性
が
か
か
る
現
象
界
の
限
界
の
自
覚
を
通
じ
て
自
ら
を
「
批
判
理
性
」
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
最
初
か
ら
自
ら
を
批
判
理
性
と
し
て
自
覚
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
批
判
理
性
と
い
う
概
念
は
、
「
反
省
概

念26)

念
の
二
義
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
に
初
め
て
登
場
す
る
概
念
で
あ
る
。
既
に
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
物
自
体
が

そ
れ
自
体
と
し
て
考
究
さ
れ
た
」
物
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
の
理
性
は
未
だ
「
観
察
者
(
N
u
s
c
h
a
u
e
r
)
」（
B
X
X
I
l
A
n
m
.
)
と
し
て
の
理
性
に

す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
「
外
的
観
察
者
（
苔
B
e
r
e
r
 B
e
o
b
a
c
h
t
e
r
)
」（
A
3
6
2
)

と
し
て
で
は
な
く
、
内
的
（
自
己
）
観
察
者
と
し
て
の
理
性
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
そ
の
自
己
観
察
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
表
象
の
感
性
及
び
悟
性
に
占
め
る
「
先
験
的
場
所
」
(
A
2
6
8

1
1
 B
3
2
4
)
を
限
定
す
る
。
表
象
の
認
識
能
力
に
対
す
る
帰
属
性
を
か
く
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
的
理
性
は
認
識
可
能
な
る
も
の

と
不
可
能
な
る
も
の
と
を
「
分
か
つ
こ
と
(
E
i
n
t
e
i
l
u
n
g
)
」
(
A
2
9
0
1
1
 B
3
4
6
)
を
、
従
っ
て
現
象
界
の
限
界
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
先
験
的
二
義
性
即
ち
純
粋
な
悟
性
の
客
観
と
現
象
と
の
混
同
」
(
A
2
7
0
1
1
 B
3
2
6
)

に
基
づ
く
誤
っ
た
綜
合
的

原
則
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
現
象
と
物
自
体
と
の
先
験
的
区
別
を
論
理
的
区
別
と
解
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
世
界
の
知
的

体
系
」
(
A
2
7
0
1
1
 B
3
2
6
)

を
、
ま
た
そ
れ
を
経
験
的
区
別
と
解
す
る
ロ
ッ
ク
の
「
精
神
発
生
論
(
N
o
o
g
o
n
i
e
)
」（
A
2
7
1
1
1
 B
3
2
7
)
を
批
判
す

る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、

か
か
る
先
験
的
反
省
の
運
動
に
お
い
て
現
象
界
の
限
界
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て

自
己
還
帰
し
、
自
ら
が
現
象
界
と
叡
智
界
と
を
分
か
つ
理
性
、
即
ち
批
判
理
性
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
は
、
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
先
験
的
反
省
の
運
動
の
記
述
、
理
性
の
自
己
認
識
の
記
述
と
解
さ

「
理
性
に
よ
っ
て
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(a) 

証
す
る
。

れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
哲
学
的
理
性
の
感
性
に
関
す
る
反
省
的
思
惟
そ
の
も
の
も
、
ま
た
純
粋
統
覚
の
直
覚
的
定
立
も
individuell
な
性
格

を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
性
格
こ
そ
、
哲
学
が
記
述
的
で
な
い
限
り
学
び
得
ず
、
「
せ
い
ぜ
い
哲
学
す
る
こ
と
を
学
び
得
る
に
す

ぎ
な
い
」

(
A
8
3
7
1
1
 B
8
6
5
)
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
だ
が
、
哲
学
的
理
性
は
、

筆
者
付
注
）
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
」

(
A
3
6
2

`
 
V
g
l
.
 A
3
6
4
)
 

一
般
（
臣
e
r
h
a
u
p
t
)
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
る
＃
h
e
r
-

individuell
な
感
性
及
び
悟
性
を
そ
の
考
察
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
を
直
覚
的

に
定
立
す
る
。
そ
し
て
、
既
に
少
し
触
れ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
を
他
の
物
へ
と
「
す
り
換
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
iiberindividuell
な
「
思

惟
す
る
存
在
者
一
般
」

(
A
3
4
7
1
1
 B
4
0
6
)
を
、
即
ち
規
範
的
な
意
識
一
般
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理

に
つ
い
て
」
の
章
に
お
い
て
、
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
他
我
の
問
題
に
言
及
し
、
次
の
如
く
、
他
我
の
承
認
が
こ
の
す
り
換
え
に
基

、
、
、
、

づ
く
こ
と
を
主
張
す
る
。
即
ち
、
他
の
物
が
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
「
こ
の
私
の
意
識
を
他
の
物
へ
と
転
ず
る
こ
と(27) 

(
U
b
e
r
t
r
a
g
u
n
g
 d
i
e
s
e
s
 m
e
i
n
e
s
 B
e
w
u
8
t
s
e
i
n
s
 a
u
f
 a
n
d
e
r
e
 D
i
n
g
e
)
」（
A
3
4
7
1
1
 B
4
0
5
ーー！＇倖
8

点
筆
去
E

)

に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
、
と
。

哲
学
的
理
性
は
、
成
程
外
界
の
存
在
を
保
証
し
得
る
程
確
実
な
、
自
ら
の
力
学
的
実
在
性
の
知
的
直
接
的
意
識
を
有
す
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
w
a
s
及
び
w
i
e
に
関
し
て
は
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
容
の
空
虚
さ
の
故
に
、
「
私
は
私
自
身
を
他
者
（
即
ち
外
的
観
察
者
ー
|
'

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
こ
の
私
は
、

か
か
る
空
虚
さ
の
故
に
、
直
ち
に
「
思
惟
す
る
こ
の
私
、
或
い
は
彼
、
或
い
は
そ
れ
（
物
）
」
（
A
3
4
6
1
1
 B
4
0
4
)
で
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
哲
学
的
理
性
に
よ
る
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
先
験
的
感
性
論
」

に
お
い
て
も
暗
黙
の
内
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
空
間
が
経
験
的
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
次
の
如
く
論

「
或
る
感
覚
が
私
の
外
な
る
或
そ
も
の
へ
と
（
即
ち
、
空
間
中
の
、
私
自
身
が
そ
の
内
に
存
在
し
て
い
る
の
と
は
別
の
場
所
に
あ
る
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或
る
も
の
へ
と
）
関
係
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ま
た
、
私
が
、
そ
れ
ら
の
感
覚
を
相
互
に
外
在
的
或
い
は
並
存
的
な
も
の
と
し
て
、

従
っ
て
単
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
異
な
っ
た
場
所
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
し
得
る
た
め
に
は
、
空
間
の
表
象
が
既
に
根
底

に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
A
2
3
1
1
 B
3
8
)
。
従
っ
て
、
空
間
は
経
験
的
概
念
で
は
な
い
。

こ
の
論
証
は
、
個
別
的
主
観
の
感
性
に
お
け
る
如
何
な
る
経
験
的
表
象
も
、
即
ち
経
験
的
直
観
表
象
も
感
覚
表
象
も
空
間
表
象
な
く
し
て

は
成
立
し
得
ぬ
と
い
う
経
験
的
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
前
段
は
、
具
体
的
認
識
活
動
に
お
い
て
は
現
象
と
不
可
分
で

あ
る
感
官
の
感
覚
表
象
が
、
感
覚
に
対
応
す
る
現
象
の
質
料
に
関
係
し
得
る
た
め
に
は
空
間
表
象
を
要
す
る
と
い
う
事
実
を
主
張
す
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
段
は
、
感
覚
表
象
を
相
互
に
質
的
の
み
な
ら
ず
場
所
的
に
区
別
す
る
た
め
に
は
空
間
表
象
を
要
す
る
と
い
う

事
実
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
的
理
性
は
、
こ
の
経
験
的
事
実
を
承
認
す
る
。
経
験
は
、
空
間
表
象
を
「
除
去
し
て
は
考
え
ら
れ

(28) 

ぬ
と
い
う
必
然
性
」
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
時
間
に
関
し
て
も
同
様
の
論
証
が
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
私
が
、
私
の
身
体
が
空

間
中
に
占
め
る
特
定
の
場
所
（
視
点
）
か
ら
、
感
覚
表
象
を
現
象
に
関
係
せ
し
め
、
感
覚
表
象
を
相
互
に
区
別
す
る
と
い
う
場
合
、
差
し
当

っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
々
の
経
験
的
表
象
と
個
別
的
主
観
と
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
有
す
る
経

験
的
な
空
間
表
象
で
あ
る
。
ま
た
、
私
自
身
を
他
者
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
場
合
、

「
そ
の
観
察
者
が
私
を
そ
こ
へ
と
措
く
(
s
e
t
z
e
n
)
と

こ
ろ
の
時
間
は
、
私
自
身
の
感
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
時
間
で
は
な
く
て
、
彼
の
感
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
時
間
で
あ
る
」
(
A
3
6
3
)

と
言
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
場
合
の
時
間
表
象
も
ま
た
同
様
の
時
間
表
象
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
直
観
の
公
理
」
の
章
に
お
い
て
は
、

一
様
な
空
間
表
象
及
び
時
間
表
象
が
語
ら
れ
る
。
純
粋
直
観
と
し
て
の
根
源
的
量
q
u
a
n
t
u
m
と
量
の
範
疇
q
u
a
n
t
i
t
a
s
と
は
、
q
u
a
n
t
i
t
a
s

の
図
式
た
る
「
数
(
Na
h
!
)
」（
A
l
4
2
1
1
 B
1
8
2
)

を
媒
介
と
し
て
綜
合
さ
れ
、
部
分
と
し
て
の
「
一
定
の
空
間
或
い
は
時
間
の
表
象
が
産
出

(
e
r
z
e
u
g
e
n
)
」（
B
2
0
2
)

さ
れ
る
。
こ
の
「
外
延
量
」
(
A
l
6
2
1
1
 B
2
0
3
)

と
し
て
の
部
分
空
間
及
び
形
像
化
（
空
間
化
）
さ
れ
た
部
分
時
間
を



93 

四
n
a
r
i
u
m
)」

((i) 
産
出
す
る
「
集
合
(
A
g
g
r
e
g
a
t
i
o
n
)
の
綜
合
」
(
B
2
0
1
A
n
m
.
)
は
、
数
を
媒
介
と
す
る
綜
合
で
あ
る
が
、
数
と
は
「
一
（
即
ち
単
位
ー
ー
i

筆

者
付
注
）
を
（
同
種
的
な
る
）

一
に
継
時
的
に
付
加
す
る
こ
と
を
含
む
表
象
」
(
A
l
4
2
1
1
 B
1
8
2
)

で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
同
種
的
単
位

の
継
時
的
付
加
と
い
う
こ
と
で
、
自
然
科
学
に
お
い
て
計
測
さ
れ
る
外
延
量
と
し
て
の
部
分
空
間
及
び
部
分
時
間
の
一
様
性
を
端
的
に
主

張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
集
合
の
綜
合
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
媒
語
」
(
A
l
5
5
1
1
 B
l
9
4
)

た
る
時
間
を
媒
介
と
す
る
綜
合
で

あ
る
限
り
、
そ
の
一
様
性
は
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
に
も
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
が
、

ま
た
空
間
が
一
様
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
、
空
間
及
び
時
間
が
経
験
的
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
論
証
し
た
後
（
向
参
照
）
、
そ
れ
ら
が
経
験
的
直
観
表
象
の
根
底
に
存
す

る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
表
象
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
如
く
論
証
す
る
。

向
で
示
さ
れ
た
経
験
的
事
実
と
は
反
対
に
、

か
の
経
験
的
表
象
か
ら
経
験
的
な
る
感
覚
表
象
及
び
経
験
的
な
る
現
象
の
質
料
を
全

て
分
離
・
除
去
し
て
も
、
空
虚
な
、
純
粋
な
空
間
及
び
時
間
は
「
考
え
得
る
」
(
A
2
9
1
1
 B
3
8
)
。
従
っ
て
、
空
間
及
び
時
間
は
云
々
。

さ
て
、
純
粋
な
空
間
及
び
時
間
が
か
か
る
捨
象
の
後
に
も
残
存
し
得
る
こ
と
は
、
何
ら
経
験
的
事
実
で
は
な
い
。
ま
た
、
哲
学
的
理
性
が

そ
の
構
想
力
に
よ
り
そ
れ
ら
を
捨
象
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
不
定
へ
と
(in
i
n
d
e
f
i
n
i
t
u
m
)

進
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
両
者
が
か
か
る
捨
象
に
よ
っ
て
も
残
存
す
る
と
言
わ
れ
る
時
、
そ
れ
は
、
哲
学
的
理
性
が
直
覚
的
に
「
構
想
的
実
在
(
e
n
s
i
m
a
 ,
 

(
A
2
9
1
 
"＂ B
3
4
7
)
 
と
し
て
定
立
し
た
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
論
証

に
引
続
い
て
、
空
間
及
び
時
間
は
、
部
分
表
象
を
「
自
己
の
内
(in
s
i
c
h
)
」（
B
4
0
)

に
念
む
故
に
、
直
観
表
象
で
あ
る
と
論
証
し
、
両
論

証
か
ら
空
間
及
び
時
間
が
純
粋
直
観
（
直
観
形
式
）
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
哲
学
的
理
性
は
、
個
別
的
主
観
の
感
性
に
お
け
る
経
験
的
表
象
を
、
差
し
当
っ
て
は
そ
の
考
察
の
対
象
と
し
た
。
だ
が
、
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哲
学
的
理
性
は
、
か
か
る
経
験
的
表
象
に
お
い
て
、
経
験
的
な
る
感
覚
表
象
を
、
そ
れ
が
主
観
性
・
偶
然
性
を
免
れ
ぬ
と
い
う
経
験
的
反

省
に
基
づ
き
捨
象
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
先
験
的
意
味
に
お
け
る
現
象
が
成
立
す
る
が
、
哲
学
的
理
性
は
、
更
に
、
経
験
的
な
る
現

象
の
質
料
を
も
捨
象
し
、
そ
こ
に
残
存
す
る
も
の
を
直
覚
的
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
か
く
直
覚
的
に
定
立
さ
れ
た
純
粋
直
観
は
、

経
験
的
な
る
も
の
を
全
て
捨
象
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
個
々
の
現
象
の
質
料
が
有
し
て
い
た
個
別
性
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
純

粋
直
観
は
、
如
何
な
る
現
象
の
質
料
に
対
し
て
も
一
様
に
そ
の
制
約
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
純
粋
直
観
は
、
現
象
一
般
の
形
式
、

「
感
性
的
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
」
(
A
2
0
1
1
 B
3
4
ー
'
|
傍
点
筆
者
）
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
感
覚
表
象
及
び
現
象
の
質
料

、
、
、
、
、
、

が
有
し
て
い
た
個
別
的
主
観
に
対
す
る
関
係
の
個
別
性
（
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
）
を
も
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
純
粋
直
観

は
如
何
な
る
人
間
惑
性
に
対
し
て
も
一
様
に
そ
の
制
約
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
哲
学
的
理
性
は
、
純
粋
直
観
を
直
覚
的
に
定
立
す

、
、
、
、

る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
を
他
の
感
性
に
も
適
用
し
、
純
粋
直
観
を
人
間
感
性
一
般
の
形
式
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
如
く
、
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
に
は
、
純
粋
統
覚
に
関
し
て
も
純
粋
直
観
に
関
し
て
も
、
哲
学
的
批
判
理
性
の
直
覚
的
定

立
と
す
り
換
え
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
、
単
に
先
験
的
反
省
を
遂
行
し
そ
れ
を
記
述
す

る
契
機
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
理
性
批
判
全
体
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
契
機
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
、
カ
ン
ト
の
先
験
的

観
念
論
を
先
験
的
観
念
論
と
し
て
支
え
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
批
判
理
性
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
そ
こ
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
は
、
か
か
る
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え
に
よ
っ
て
、

iiberindividuell

な、

規
範
的
な
純
粋
統
覚
及
び
純
粋
直
観
を
言
わ
ば
要
請
す
る
。
そ
れ
は
、
「
真
の
、
或
い
は
厳
密
な
普
逼
性
」
（
B
3
)

を
有
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ

な
綜
合
判
断
の
事
実
性
を
承
認
す
る
が
故
の
要
請
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
事
実
性
も
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
れ
で
は

な
い
。
純
粋
直
観
に
関
し
て
言
え
ば
、
経
験
的
表
象
を
全
て
捨
象
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
我
々
は
そ
れ
を
果
し
て
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
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を
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
し
ん
ば
、
「
精
神
の
働
き
そ
の
も
の
か
ら
…
…
あ
た
か
も
不
変
的
な
範
型
と
し
て
、
従
っ
て
直
観
的
に
認
識
し
得
る
も
の
と
し
て

(29) 

抽
象
さ
れ
た
」
と
言
わ
れ
る
如
く
、
純
粋
直
観
が
直
覚
的
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
哲
学
的
理
性
が
そ
れ
を
直
覚
的
に
定

立
し
得
る
と
い
う
そ
の
根
拠
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
統
覚
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
の
直
覚
的
定
立
を
認
め
る
に
せ

よ
、
そ
こ
に
は
や
は
り
問
題
が
あ
る
。
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
す
り
換
え
は
、
「
先
験
的
弁
証
論
」
に
お
け
る
「
先
験
的
す
り
換
え
」
(
A

-30) 

6
1
9
 1

1
 B
6
4
7
)

に
比
す
れ
ば
、
「
合
法
的
」
と
言
い
得
る
か
も
し
れ
ぬ
。
だ
が
、

individuel
ー
な
純
粋
統
覚
の

ii
b
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l

な
純
粋
統
覚

へ
の
す
り
換
え
が
、
哲
学
的
批
判
理
性
に
よ
る
一
方
的
な
承
認
で
あ
る
限
り
、
哲
学
的
批
判
理
性
は
自
ら
の

individuell

な
性
格
を
克
服

し
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
が
克
服
し
得
る
と
し
な
け
れ
ば
、
認
識
の
普
遍
妥
当
性
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
哲

学
的
批
判
理
性
に
よ
る
直
覚
的
定
立
と
す
り
換
え
は
、
先
験
的
観
念
論
を
そ
の
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

か
か
る
問
題

注(
1
)
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
版

(
I
m
m
a
n
u
e
l
l
K
a
n
t
s
 W
e
r
k
e
,
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 E
.
 C
a
s
s
i
r
e
r
)
に
依
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の

引
用
は
、
巻
数
を
略
し
、
そ
の
頁
数
を
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て
本
文
中
に
記
し
た
。

(
2
)
 K
a
n
t
,
 W
e
r
k
e
,
B
d
.
 
N. S
.
6
9
,
 Vgl. A
8
4
9
=
B
8
7
7
 

(
3
)
 Vgl. B
X
X
I
 A
n
m
.
,
 B
d
.
 N. S
.
1
2
1
,
 B
d
.
 V
.
 S
.
1
7
5
f
.
,
 
B
d
.
 Vl. S
.
1
6
 A
n
m
.
,
 a
u
c
h
 
Vgl• 

H
.
 V
a
i
h
i
n
g
e
r
,
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
 K
a
n
t
s
 K
r
i
t
i
k
 

d
e
r
 r
e
i
n
e
n
 V
e
r
n
u
n
f
t
,
 S
c
i
e
n
t
i
a
 
V
e
r
l
a
g
 A
a
l
e
n
,
 
1
9
7
0
 (
z
u
e
r
s
t
 
1
9
2
2
)
,
 
B
d
.
 Il. 
S
.
 1
2
0
-
2
3
 

• 

(
4
)
 a
u
c
h
 A
6
2
 11
 B
8
7
,
 A
3
0
5
 1
1
 B
3
6
2
,
 Vgl. B
5
,
 A
2
1
 1
1
 B
3
5
,
 A
2
2
 11
 B
3
6
,
 A
2
7
 1
1
 B
4
3
,
 A
3
2
 11
 B
4
9
 u
s
w
.
 ~
 に、

A
2
7
1
1
 B
4
3
,
 A
3
2
 1
1
B
 

4
9
に
お
い
て

isolieren
と
い
う
語
が
a
b
s
t
r
a
h
i
e
r
e
n
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
。
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(
5
)
 a
u
c
h
 A
7
8
7
 1
1
 B
8
1
5
,
 B
d
.
 IV. 
S
.
 8
 

(
6
)
 Vgl. 
A
2
8
f
.
,
 A
4
5
 1
1
 B
6
3
 

(
7
)
 H
.
 V
a
i
h
i
n
g
e
r
,
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 B
d
.
 
II. 
S
.
 4
6
0
 ,
 46
6
既
述
の
如
く
、
経
験
的
意
味
に
お
け
る
『
現
象
』
と
『
物
自
体
』
と
は
、
具
体
的
認
識
活

動
に
お
い
て
は
不
可
分
で
あ
る
。
即
ち
、
経
験
的
直
観
表
象
が
常
に
感
覚
を
介
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
様
に

(Vgl.
A
2
0
 11
 B
3
4
)
、
そ
の

未
限
定
な
る
対
象
た
る
現
象
は
感
覚
表
象
と
不
可
分
で
あ
る
。
が
、
感
覚
表
象
と
直
観
表
象
と
が
区
別
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
単
に
量
的
区
別

で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
な
お
質
的
区
別
を
も
保
存
し
て
い
る
。

(
8
)
 G
.
 P
r
a
u
s
,
 K
a
n
t
 u
n
d
 d
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 D
i
n
g
e
 a
n
 sich, 
B
o
u
v
i
e
r
,
 
B
o
n
n
,
 2. v
e
r
b
.
 Aufl., 
1
9
7
7
,
 
S
.
1
3
-
2
3
 

(
9
)
カ
ン
ト
は
、

a
n
s
i
c
h
を
o
h
n
e
R
i
i
c
k
s
i
c
h
t
 
a
u
f
…
や
、
そ
れ
に
類
す
る
表
現
で
も
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
否
定
的
意
味
を
明

確
に
し
て
い
る
。

Vgl.
A
2
9
 1
1
 B
4
4
,
 A
3
6
 "ー
B
5
2
,
A
3
8
 1
1
 B
5
5
,
 A
4
2
 11
 B
5
9
,
 A
4
8
 11
 B
6
5
 `
 
B
7
0
A
n
m
.
 ｀
 
A
l
9
0
 1
1
 B
2
3
5
,
 A
2
5
2
 u
s
w
.
 

(10) 
H
.
 V
a
i
h
i
n
g
e
r
,
 K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 B
d
.
 II. 
S
.
 5
3
 

(
1
1
)
 
K
a
n
t
,
 W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 IV. 
S
.
1
1
2
 A
n
m
.
 

(12)
フ
ィ
ヒ
テ
も
『
知
識
学
へ
の
第
一
序
論
』
に
お
い
て
、
「
知
性
(lntelligenz)
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
見
る
。
そ
し
て
、
こ
の
自

己
自
身
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
性
で
あ
る
と
こ
ろ
の
全
て
に
直
接
的
に
関
係
す
る
。
存
在
す
る
こ
と
と
見
る
こ
と
と
の
直
接
的
合
一
に
知

性
の
本
性
は
存
す
る
」
と
言
う
。

F
i
c
h
t
e
,
W
e
r
k
e
,
 h
r
s
g
.
 v
o
n
 I• 

H
.
 F
i
c
h
t
e
,
 
B
d
.
 I. 
S
.
 4
3
5
 

(13) K
a
n
t
,
 W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 V
.
 
S
.
1
3
1
 

(14)
フ
ィ
ヒ
テ
も
「
哲
学
者
は
意
識
の
事
実
と
し
て
の
こ
の
知
的
直
観
を
…
…
直
接
的
に
、
自
ら
の
意
識
の
弧
立
し
た
事
実
と
し
て
見
出
す
の
で
は

な
い
」
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
知
的
直
観
は
、
「
感
性
的
直
観
と
の
結
合
に
お
い
て
の
み
可
能
」
な
の
で
あ
る
。

F
i
c
h
t
e
,
W
e
r
k
e
,
 B
d
.
 I. 
S
.
 

4
6
5
 u. 4
6
4
 

(15) K
a
n
t
,
 W
 e
r
k
e
,
 
B
d
.
 I
V
・
S
.
 8
7
 A
n
m
.
 実
践
的
領
域
に
お
い
て
も
同
様
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
実
践
的
自
由
が
「
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ

得
る
」

(
A
8
0
2
1
1
 B
8
3
0
)
と
か
、
「
理
性
的
存
在
者
の
意
志
は
…
…
実
践
的
な
も
の
に
お
い
て
も
…
…
物
の
叡
知
的
秩
序
に
お
い
て
規
定
可
能
な
自

ら
の
現
存
在
を
存
在
者
そ
れ
自
体
と
し
て
意
識
す
る
」

(
B
d
.
V
.
 
S
.
 4
8
)

と
か
、
「
現
存
在
の
叙
知
的
意
識
」

(
B
d
.
V
.
 
S
.
1
0
8
)
と
い
っ
た
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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付
記
本
稿
は
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九
八
一
年
十
月
二
四
日
、
島
根
大
学
で
行
な
わ
れ
た
「
関
西
哲
学
会
第
三
四
回
大
会
」
に
お
い
て

の
表
題
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
基
に
、
改
題
し
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
博
士
課
程
学
生
）

『
カ
ン
ト
に
お
け
る
物
と
自
我
』




