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狙
い
は
「
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
」

「
現
象
学
的
還
元
」

現
象
学
に
関
す
る
著
作
で
、

「
現
象
学
的
還
元
」
に
つ
い
て
一
項
目
も
割
い
て
い
な
い
も
の
は
殆
ど
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
還
元
の

問
題
は
誰
で
も
論
じ
て
い
る
し
、
ま
た
論
じ
な
け
れ
ば
落
着
か
な
い
と
い
っ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
大
き
な

（
の
ち
「
第
一
哲
学
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
を
樹
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
為
に
確
実
な
端

初
を
必
要
と
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
試
行
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
方
法
で
ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
必
当
然

性
を
別
挟
し
、
こ
れ
を
端
初
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
九

0
五
年
頃
こ
の
方
法
を
着
想
し
て
以
来
、
晩
年
に
到
る
ま
で
倦
ま
ず
弛
ま

ず
反
省
を
重
ね
、
実
に
四
千
五
百
頁
に
も
の
ぼ
る
手
稿
を
遺
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
内
省
の
な
か
で
様
々
の
還
元
の
方
式
が
考
案
さ
れ
、

そ
れ
等
の
遂
行
順
序
も
時
々
に
変
っ
て
い
き
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
、
様
々
の
術
語
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
術
語
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
も
変
っ
て
い
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
の
読
者
に
は
こ
の
方
法
の
展
開
を
筋
目
正
し
く
捉
え
る
の
は
か
な
り
難
事
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

こ
の
困
難
は
一
種
の
技
術
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
根
気
さ
え
あ
れ
ば
解
消
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
の
難
事
は
還
元
の
動
機
づ
け
や
そ
の
目

的
の
把
握
に
あ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
「
現
象
学
的
構
え
全
体
と
、
そ
れ
に
属
す
る
ニ
ボ
ケ
ー
と
は
本
質
上
ま
ず
も
っ
て
完
全
な
人
格
的
転

考

里

見

軍

之
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経
験
的
直
観
は
時
間
・
空
間
的
に
定
在
す
る
実
在
的
な
も
の
、
要
す
る
に
「
事
実
」
を
捉
え
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

真
の
普
遍
性
、
必
然
性
に
は
逹
し
な
い
。
偶
然
的
、
蓋
然
的
な
事
実
の
う
ち
に
、
「
一
般
」
と
し
て
語
り
得
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
本
質
」

（
「
形
相
」
）
を
把
握
す
る
為
に
は
、
経
験
的
直
観
と
は
別
の
手
だ
て
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
は
い
る
が
、
事

を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

化
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な
使
命
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
変
化
は
さ
し
あ
た
り
宗
教
的
回
心
に
も
比
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
ど

こ
ろ
で
は
な
く
、
人
間
性
と
し
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
最
大
の
実
存
的
転
化
を
う
ち
に
秘
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
(
V
I
,

1
~
6
)

と

言
う
。
哲
学
史
に
長
ら
く
死
蔵
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
デ
カ
ル
ト
式
の
古
典
的
極
ま
る
方
法
が
ど
う
し
て
「
宗
教
的
回
心
」
に
較
べ
ら
れ

る
ほ
ど
の
大
仰
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
彼
の
論
敵
か
ら
み
る
と
到
底
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

還
元
と
い
う
、

ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
ヘ
の

い
か
に
も
見
え
透
い
た
観
念
論
的
立
場
か
ら
、
ど
う
し
て
実
在
と
か
客
観
性
の
問
題
を
墓
礎
‘
‘
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、

と
い
う
点
で
論
難
の
格
好
の
標
的
と
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
こ
う
し
た
批
判
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
現
象
学
的
還
元
を
め
ぐ
る
フ
ッ
サ
ー

ル
の
真
意
を
手
探
り
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
端
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
現
象
学

(

3

)

 

へ
の
溝
入
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
相
変
ら
ず
「
蹟
き
の
石
で
あ
り
続
け
る
」
だ
ろ
う
。
実
際
、
遼
元
と
い
う
概
念
は
数
々
の
誤
解
を
生
み
、

(

4

)

 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
晩
年
で
も
繰
り
返
し
、
こ
の
概
念
が
ま
だ
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
嘆
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
同
じ
く
「
還
元
」
と
称
さ
れ
て
も
、
「
形
相
的
還
元
」
と
本
来
の
「
現
象
学
的
還
元
」
と
は
全
く
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
者
は
現
象
学
者
一
般
に
重
用
さ
れ
る
が
、
後
者
は
特
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
特
徴
づ
け
る
方
法
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
前
者
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の
任
意
の
個
別
態
」

(
E
U
,
4
1
2
)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

無
際
限
に
開
か
れ
た
、

「
本
質
の
措
定
、
及
び
そ
の
直
観
的
把
握
は
何
等
か
の
個
体
的
実
在
の
措
定
を
寸
憂
も
含
ん
で

い
な
い
」

(
I
I
I」

1
7
)

と
い
う
意
味
で
形
相
的
還
元
と
呼
ば
れ
る
。

ィ
ブ
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

「
本
質
直
観
」
や
「
本
質
観
取
」
は
語
感
か
ら
す
る
と
や
や
ボ
ジ
テ

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
等
と
形
相
的
還
元
と
を
全
く
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
る
。
こ

そ
う
広
汎
な
経
験
を
仮
定
的
に
予
示
す
る
―
つ
の
地
平
」

(
E
U
,
4
0
9
)

を
も
っ
て
い
る
限
り
、
無
限
に
決
着
が
つ
か
な
い
も
の
で
あ
り
、

従
っ
て
、
偶
然
性
に
付
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
現
実
の
音
で
あ
れ
、
空
想
上
の
音
で
あ
れ
、
幾
多
の
音
を
類
例
と
し

を
見
出
し
、

と
な
る
音
と
較
べ
て
、

「
同
じ
も
の
」
を
確
認
す
る
。
こ
れ
が
必
然
的
に
同
じ
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
音
の
形
相
で
あ
り
、
逆
に
、
諸
類
例
は
「
―
つ
の
形
相

「
こ
の
作
業
は
経
験
さ
れ
た
対
象
性
又
は
想
像
上
の
対
象
性
を
任
意
の
類
例

へ
と
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
だ
が
、
同
時
に
こ
の
類
例
は
指
導
的
な
『
原
像
』
、

つ
ま
り
、

変
項
の
多
様

性
を
産
出
す
る
為
の
出
発
項
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
あ
る
変
項
作
用
に
基
づ
く
。
·
…
•
•
こ
の
際
、
絶
え
ず
新
た

な
類
似
の
像
が
模
像
と
し
て
、
空
想
像
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
れ
等
は
ひ
っ
く
る
め
て
、
原
像
の
具
体
的
な
類
似

物
で
あ
る
」

(
E
U
,
4
1
0
£
)
。
こ
う
し
て
、
自
由
な
任
意
の
変
項
作
用
を
通
じ
て
、
ひ
と
つ
の
不
変
項
が
「
一
般
的
本
質
」
と
し
て
、
普
遍

的
な
同
一
者
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
過
程
を
カ
ン
ト
の
「
三
段
の
綜
合
」
と
よ
く
似
た
か
た
ち
で
、

だ
が
構
想
力
を
重
視
し
つ
つ
、
三
段
階
に
分
け
て
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

②
相
続
く
合
致
の
な
か
で
統
一
的
に
結
合
す
る
こ
と
、
③
差
異
に
対
比
し
、
合
同
な
も
の
を
取
出
し
て
観
取
し
つ
つ
、
能
動
的
に
同
一
認

定
を
行
う
こ
と
」

(
E
U
,
4
1
9
)
。
Jゞ

ミ、、
t
ヵ

「
①
変
項
作
用
の
多
様
性
を
産
出
し
つ
つ
通
覧
す
る
こ
と
、

い
ま
重
要
な
点
は
、
こ
う
し
た
一
っ
―
つ
の
手
続
き
問
題
で
は
な
く
、
本
質
直
観
の
正
当
性
で

て
、
そ
れ
等
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
必
然
的
に
共
通
の
も
の
」

さ
ら
に
、

こ
れ
と
は
別
の
「
類
例
」

の
方
法
は
『
経
験
と
判
断
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
経
験
的
普
遍
性
」
は
普
遍
性
と
は
い
う
も
の
の
、

「
個
物
の
い
っ

実
に
つ
い
て
措
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
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観
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
っ
て
小
考
し
て
み
よ
う
。

ベ
ル
ク
が
言
う
と
う
り
、
確
か
に
い
か
に
も
問
題
に
な
り
そ
う
な
相
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

ベ
ー
コ
ン
が
諸
事
例
を
集
め
て
作
り
上
げ
た
「
形
相
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
上
、

否

(

6

)

 

「
誇
り
で
は
あ
る
が
、
し
ば
し
ば
誤
用
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
し
ば
し
ば
嘲
笑
さ
れ
た
」
と
シ
ュ
。
ヒ
ー
ゲ
ル

よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
シ
ェ
ー
ラ
］
や
フ
ォ
ン
・
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
や
サ
ル
ト
ル
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
現
象
学

(

7

)

 

的
方
法
の
墓
本
的
弱
点
の
一
っ
」
が
こ
こ
に
み
ら
れ
る
。
本
質
直
観
は
ど
う
し
て
恣
意
的
な
も
の
以
上
で
あ
り
得
る
の
か
。
精
々
、

F
.

フ
ッ
サ
ー
ル
が

「
窟
接
的
直
覚
」
と
も
呼
ぶ
こ
の
概
念
が
実
は
真
に
直
接
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
こ
れ
の
理
解
の
困
難
さ
は
増

「
観
取
と
直
覚
と
い
う
表
現
は
現
象
学
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
誤
解
さ
れ
る
一
因
を
な
し
て
い
る
。
範
疇
的
直
観
に
つ

い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
詳
述
し
て
以
来
、
既
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
連
関
に
お
け
る
直
観
と
い
う
言
葉
は
決
し
て
端
的
な

窟
接
的
観
取
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
端
的
に
、
か
つ
直
接
的
に
直
観
さ
れ
た
も
の
に
即
す
る
形
成
的
ー
産
出
的
思
考
諸
作
用
を
前
提
と
し

(
8
)
 

て
お
り
、
こ
の
諸
作
用
の
成
果
と
し
て
範
疇
的
形
式
や
形
相
が
成
立
し
、
対
象
的
に
固
有
の
自
己
所
与
性
に
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
ヤ
ン
セ

ソ
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
本
質
直
観
で
は
な
く
、
範
疇
的
直
観
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
前
者
の
一
種
（
論
理
的

な
も
の
の
本
質
直
観
）
だ
か
ら
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
と
に
か
く
、

カ
ソ
ト
的
視
点
か
ら
み
る
と
、
自
発
性
の
形
式
た
る
範
疇
と
受
容

的
な
直
観
と
を
合
成
す
る
こ
と
な
ど
あ
ま
り
も
身
不
知
の
試
み
で
は
な
い
の
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
二
種
の
幅
戟
し
た
問
題
を
範
疇
的
直

記
号
論
理
学
に
お
い
て
命
題
変
数
の
結
合
形
式
と
し
て
、
記
号
で
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
、
例
え
ば
、

定
（
で
な
い
）
と
か
、
限
量
記
号
の
う
ち
、
例
え
ば
、
全
称
（
す
べ
て
の
）
等
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
非
感
性
的
な
直
観
、
す
な
わ
ち
範
疇
的

直
観
に
よ
っ
て
把
握
可
能
な
も
の
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
等
は
単
な
る
任
意
の
約
束
事
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
そ
の
意
味
を
観
取

幅
す
る
。

あ
る
。
こ
の
概
念
は
、

ロ
ー
エ
に
よ
れ
ば
、

連
立
（
そ
し
て
）
、

「
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
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し
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
意
味
充
実
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。

『
論
理
学
研
究
』
は
、
当
時
流
行
の
実
証
主
義
の
論
理
学
版
で
あ
る
心
理
学
主
義
に
反
対

し
て
、
論
理
的
な
も
の
の
自
立
性
、
イ
デ
ア
性
を
擁
護
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
論
理
学
の
普
遍

性
を
、
任
意
に
定
義
さ
れ
た
記
号
と
、
任
意
に
立
て
ら
れ
た
規
約
に
よ
る
、
記
号
間
の
演
算
だ
け
で
説
明
す
る
形
式
主
義
を
も
フ
ッ
サ
ー

ル
が
否
認
し
て
い
る
こ
と
も
よ
く
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
論
理
計
算
は
決
し
て
純
粋
な
推
論
の
理
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
推
論
を
な
し
に
済
ま
す
技
術
で

「
言
葉
は
決
し
て
体
系
的
ー
記
号
的
推
論
の
方
法
で
は
な
く
、
計
算
は
決
し
て
心
的
諸
現
象
の
体
系
的
ー

記
号
的
表
出
の
方
法
で
は
な
い
。
言
葉
の
独
特
の
働
き
は
心
的
諸
現
象
の
記
号
的
表
現
の
う
ち
に
そ
の
本
質
が
あ
り
、
こ
の
表
現
を
わ
れ

わ
れ
は
、
あ
る
場
合
に
は
伝
達
の
為
に
必
要
と
し
、
あ
る
場
合
に
は
自
己
の
内
的
思
考
運
動
の
為
の
感
性
的
支
え
と
し
て
必
要
と
す
る
」

(
X
X
I
I
,
 2
1
)

。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
く
ま
で
、
純
粋
な
浪
算
と
い
う
「
遊
戯
」
で
は
な
く
、
諸
学
の
基
礎
と
な
る
べ
き
論
理
学
、
知
識
学
と

「
直
観
」
は
形
式
主
義
に
対
し
て
、
そ
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
心
理
作
用
に
還
元
す
る
心
理
学
主
義
を
と
る
な
ら
、

い
か
な
る
言
明
も
蓋
然
的
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
り
、
心
理
学
主
義
が
言
明
す
る

こ
と
自
体
も
蓋
然
的
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
論
理
的
な
も
の
の
自
立
性
、
普
遍
性
が
擁
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、

研
究
経
歴
を
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
で
始
め
、
知
識
学
と
し
て
の
論
理
学
を
考
え
て
い
る
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
、
論
理
的
な
も
の
の
普
遍
性
、
必

然
性
は
純
粋
に
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
体
系
だ
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
意
識
に
「
明
証
的
」
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
の
場
合
、
個
別
的
、
事
実
的
な
も
の
の
知
覚
と
は
異
な
っ
て
、
自
発
的
な
一
定
の
手
続
き
が

し
て
の
論
理
学
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
範
疇
的
直
観
」
と
い
う
概
念
の
う
ち
、

一
方
で
は
、
論
理
的
な
も
の
を
現
実
的

「
範
疇
的
」
は
心
理
学
主
義
に
対
し
て
、

し
か
な
い
」

(
X
X
I
I
.
7
)

し、

晩
年
ま
で
一
貫
し
て
い
る
。

こ
の
見
方
は
既
に
一
八
九
一
年
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
批
判
か
ら
始
ま
り
、

意
味
の
イ
デ
ア
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
意
味
そ
の
も
の
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
可
能
性
、
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必
要
と
な
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、

そ
こ
で
、

「
構
成
さ
れ
る
」

「
実
在
性
は
い
か
な
る
非
実
在
性
よ
り
も
存
在
上
の
優
位
を
占
め
て

学
史
的
に
も
必
然
的
で
あ
っ
た
が
、

次
第
に
ド
グ
マ
と
し
て
硬
直
化
し
て
い
き
」
「
現

「
範
疇
に
よ
っ
て
」
構
成
（
適
用
）
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
範
疇
そ
の
も
の
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
仮
に
論
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
説
明
に
首
肯
す
る
人
で
も
、
形
式
的
な
も
の
の
ア
。
フ
リ
オ
リ
テ
ィ

に
関
る
範
疇
的
直
観
と
は
異
っ
て
、
内
容
的
、
実
質
的
ア
。
フ
リ
オ
リ
テ
ィ
を
も
含
む
「
本
質
直
観
」
の
権
利
‘
、
つ
け
に
は
容
易
に
は
従
う
こ

と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
認
識
を
保
証
し
た
。

カ
ン
ト
は
範
疇
と
い
う
、
悟
性
の
も
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
を
立
て
、
こ
れ
を
決
め
手
と
し
て
ア
。
フ
リ
オ
リ

一
度
本
質
（
事
象
そ
の
も
の
）
の
認
識
が
獲
得
さ
れ
た
な
ら
、
こ
れ
が
認
識
の
深
層
に
沈

澱
し
、
新
た
な
本
質
認
識
を
構
成
す
る
時
に
再
び
喚
起
さ
れ
、

カ
ン
ト
の
範
疇
の
よ
う
に
応
分
の
役
割
を
果
す
で
あ
ろ
う
が
、
決
め
手
は

相
変
ら
ず
事
象
そ
の
も
の
の
側
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
通
覧
す
る
」
等
の
一
定
の
構
成
作
業
が
必
要
だ
と
い
う
条
件
つ
き
で
は
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
、
本
質
は
自
己
所
与
性
と
し
て
直
観
的
に
「
与
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
主
観
の
自
発
性
は
決
め

手
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
現
象
学
は
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
異
様
な
一
変
種
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
イ
デ
ー
ン
、
第
一
巻
』
の
頃
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
本
質
直
観
の
決
定
力
に
異
常
な
ほ
ど
の
確
信
を
抱
い
て
お
り
、
偶
然

的
、
事
実
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
個
別
的
直
観
を
還
元
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
と
単
純
に
信
じ
込
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
の

こ
の
手
法
は
「
は
じ
め
は
極
め
て
実
り
豊
か
で
、

象
学
を
孤
立
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
評
さ
れ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
硬
直
化
し
た
ま
ま
駆
け
抜
け

た
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
柔
軟
さ
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
『
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
に
な
る
と
、
想

像
上
の
変
項
作
用
よ
り
も
、
現
実
の
経
験
の
役
割
り
が
強
調
さ
れ
、

(10) 

い
る
」

(XVII,
1
7
7
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
想
像
上
の
変
項
作
用
も
、
な
る
ほ
ど
論
理
的
な
も
の
、
形
式
的
な
も
の
の
形
相
を
見
出
す
為

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

カ
ン
ト
学
派
の
よ
う
に
認
識
の
対
象
は
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に
は
か
な
り
の
重
要
な
役
割
を
果
し
得
る
だ
ろ
う
が
、
現
実
の
実
質
的
な
も
の
の
形
相
を
把
握
す
る
為
に
は
、
何
と
い
っ
て
も
現
実
の
経

験
が
も
の
を
い
う
筈
で
あ
る
。
既
に
『
経
験
と
判
断
』
の
頃
で
も
、
本
質
認
識
の
為
の

め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
限
り
本
質
認
識
は
流
動
的
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
に
も
、

的
な
統
制
的
原
理
と
し
て
の
「
理
念
」
の
性
格
を
ま
す
ま
す
帯
び
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「
本
質
」
は
概
念
的
に
固
定
化
、
硬
直
化
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
絶
え
ず
現
実
の
生
き
た
流
れ
に
送
り
返
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

付
言
す
れ
ば
、
形
相
的
還
元
と
い
う
場
合
の
「
還
元
」
は
、
そ
の
技
術
的
な
意
味
で
は
、
本
来
の
現
象
学
的
還
元
の
場
合
の
「
還
元
」

と
同
じ
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
事
実
的
な
も
の
の
「
還
元
」
と
か
排
除
と
い
っ
て
も
、
実
は
事
実
的
な
も
の
の
存
在
を
否
定
す
る
の

で
は
な
く
、
そ
う
し
た
存
在
の
「
措
定
」
に
は
関
心
を
向
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、

ラ
ー
を
椰
楡
し
た
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

て
、
そ
の
現
象
学
的
吟
味
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
」
と
誇
っ
た
の
に
対
し
、
ル
カ
ー
チ
は
「
な
る
ほ
ど
」
「
そ
れ
で
は
悪
魔
の
現

る
…
…
」
と
皮
肉
っ
た
と
こ
ろ
、

象
学
的
分
析
が
終
れ
ば
、
あ
な
た
は
た
だ
括
弧
を
外
す
ば
か
り
で
す
ね
。
す
る
と
、
悪
魔
が
わ
た
く
し
た
ち
の
眼
前
に
立
ち
現
わ
れ
て
く

(
1
1
)
 

一
言
も
答
え
な
か
っ
た
」
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
シ
ェ
ー

ラ
ー
は
ま
る
で
木
偶
の
坊
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、

は
少
し
も
遠
慮
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
悪
魔
に
つ
い
て
、
そ
の
実
在
の
問
題
は
予
め
括
弧
に
入
れ
て
お
い

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
は
ル
カ
ー
チ
が
さ
ぞ
悪
魔
に
見
え
た
こ
と
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
彼

ル
カ
ー
チ
の
皮
肉
が
皮
肉
で
な
く
、

「
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
笑
っ
て
肩
を
す
く
め
、

「
直
観
」
と
い
う
仕
方
で
把

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

ル
カ
ー
チ
が
シ
ェ
ー

ま
さ
に
そ
の
と
う
り
で
あ
り
、
還
元
す
る
か
ら

と
い
っ
て
も
、
悪
魔
の
存
在
を
否
定
し
た
り
、
悪
魔
が
消
え
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
悪
鷹
が
存
在
す
る
と
思
っ
て
い
る
人
に
は
、
悪

魔
は
始
め
か
ら
出
現
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
視
点
を
そ
の
形
相
の
観
取
と
い
う
点
に
置
い
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
還
元
」
の
手
続
き
に
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
事
象
が
「
本
質
」
と
し
て
顕
現
す
る
の
か
否
か
、
ま
た
、

「
本
質
」
は
カ
ン
ト

「
以
前
の
諸
経
験
の
重
み
」

(
E
U
,
4
7
7
)
 

を
認



（
初
版
）
に
お
い
て
、

さ
て
、
本
質
が
「
与
え
ら
れ
る
」
と
か
「
構
成
さ
れ
る
」
と
か
と
い
う
場
合
、
そ
の
場
は
ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
で
あ
る
。

れ
を
哲
学
の
端
初
と
考
え
、
こ
れ
を
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
的
点
」

(
X二
3
5
1
,

VIII, 6
9
 usw.) 

立
て
よ
う
と
し
た
。
こ
の
端
初
を
見
出
す
方
法
が
本
来
の
「
現
象
学
的
還
元
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

因
と
な
っ
た
、

ン
ゲ
ン
現
象
学
派
や
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
象
学
派
の
面
々
が
、
こ
の
方
向
に
突
走
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
ヘ
の
追
随
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
原(12) 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
は
既
に
諸
家
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
の
だ
が
、

い
わ
く
付
き
の
も
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
彼
は
一
九

0
五
年
の
夏
休
み
に
、

既
に
『
現
象
学
的
還
元
』
の
概
念
と
正
し
い
使
用
を
見
出
し
て
い
た
」

(
Xこ
2
3
7

A
n
m
.
 1
)

よ
う
だ
が
、

(
1
3
)
 

階
を
脱
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
し
、
こ
の
証
言
も
い
つ
書
か
れ
た
の
か
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、

一
年
の
『
論
理
学
研
究
』

「
現
象
学
的
な
も
の
」
が
体
験
の
実
的
成
素
（
ヒ
ュ
レ
ー
と
ノ
ニ
シ
ス
）
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
「
還
元
」
は
主
題
を

こ
う
し
た
実
的
成
素
だ
け
に
「
制
限
」
し
、
非
実
的
な
も
の
（
ノ
ニ
マ
と
対
象
極
）
を
「
放
棄
」
す
る
と
い
う
非
常
に
狭
陰
な
概
念
で
あ

(
1
4
)
 

っ
た
。
こ
の
方
法
が
公
に
表
明
さ
れ
た
の
は
、
一
九

0
七
年
夏
学
期
に
「
現
象
学
及
び
理
性
批
判
の
主
要
部
」
と
い
う
講
義
の
序
論
た
る

(15) 

『
現
象
学
の
理
念
』
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
『
論
理
学
研
究
』
と
同
じ
く
こ
の
講
義
で
も
、
還
元
は
「
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」

い
ま
も
う
一
度
簡
単
に
振
返
っ
て
お
き
た
い
。

8

握
可
能
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

お
そ
ら
く
ま
だ
手
探
り
の
段

一
九

0
0
/
0

「
現
象
学
的
に
還
元
さ
れ
た
自
我
」
と
い
う
表
現
が
既
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は

「
ゼ
ー
フ
ェ
ル
ト
草
稿
ー
一
九

0
五
ー
ー
に
お
い
て
私
は

と
し
、
こ
の
上
に
「
第
一
哲
学
」
を
打
ち

シ
ェ
ー
ラ
ー
を
は
じ
め
、

ゲ
ッ
テ
ィ

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
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と
い
う
意
味
が
濃
い
。

ベ
ー
ム
は
そ
の
例
証
の
一
っ
と
し
て
、

（
あ
る
い
は
、
超
越
的
な
も
の
の
「
制
限
」
）

だ
が
、
こ
の
論
稿
で
は
、
超
越
的
な
も
の
の
措
定
を
無
効
に 「

本

「
私
が
、
同
時
代
の
哲
学
、

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
れ
ま
で

へ
の
還
帰
、
そ
れ
へ
の
視
点
の
「
制
限
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
「
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
」
は
実
的
成
素

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、

(16) 

て
も
不
変
で
あ
っ
た
。
現
象
学
的
還
元
は
「
認
識
論
的
還
元
」
と
も
別
称
さ
れ
て
い
る
し
、

ノ
ニ
マ
（
内
在
化
さ
れ
た
超
越
）
を
含
ん
だ
広
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
そ
の
後
の
展
開
に
お
い

一
般
に
超
越
的
な
も
の
の
認
識
は
常
に
反
証
を
許
す
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
も
の
と
の
対
比
で
、
絶
対
的
に
不
可
疑
な
ニ
ゴ
・

コ
ギ
ト
を
析
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
筋
で
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
に
倣
っ
て
い
る
。

異
っ
て
、
超
越
的
な
も
の
を
単
に
否
定
し
て
み
た
り
、
実
体
的
コ
ギ
ト
だ
け
を
残
し
て
み
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
超
越
的
な
も
の
は
あ

く
ま
で
「
現
象
」
と
し
て
保
持
さ
れ
て
お
り
、
逆
に
、

置
づ
け
ら
れ
る
。

「
現
象
学
的
還
元
と
は
、
す
べ
て
の
超
越
的
な
も
の
（
私
に
内
在
的
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
）
が
無
効
と
い
う

指
標
を
備
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
現
存
、
妥
当
が
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
な
く
、
精
々
妥
当
現
象
と
し
て
評
価
さ
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
」
(
I
I
"

7
)
。

し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
と
は

コ
ギ
ト
は
閉
じ
た
実
体
で
は
な
く
、
現
象
が
現
わ
れ
、
構
成
さ
れ
る
場
と
し
て
位

フ
ッ
サ
ー
ル
が
も
と
も
と
は
こ
の
論
稿
の
「
は
し
が
き
」
と
す
る
心
算
で
い
た
草
稿
か
ら
み
る
と
、
彼
は
こ

(17) 

う
し
た
着
想
に
つ
い
て
相
当
の
自
負
と
決
意
を
秘
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

の
哲
学
全
体
に
対
し
て
、
そ
れ
が
独
自
の
哲
学
的
方
法
を
備
え
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
こ
う
し
た
重
大
な
非
難
、
重
大
極
ま
る
非
難
を
…

．．． 
敢
え
て
浴
び
せ
る
の
は
、

稿
は
、
熟
慮
を
要
し
、

お
そ
ら
く
不
遜
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
や
は
り
こ
こ
で
言
わ
な
い
で
お
く
の
は
良
く
な
い
」

い
や
熟
慮
し
抜
か
れ
た
、
し
か
も
殆
ど
懐
疑
的
で
す
ら
あ
る
精
神
的
態
度
か
ら
や
っ
と
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

変
る
こ
と
な
き
真
理
を
含
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
」
(
I
I
"

9
0
)
。

し
て
、
明
証
性
を
も
つ
ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
領
域
へ
移
っ
て
い
く
作
業
、
そ
こ
へ
の
「
制
限
」

「
還
元
す
る
」
と
「
位
を
下
げ
る
」
(
I
I
"

2
0
)

と
が
同
義
と
し
て
用
い
ら

「
エ
ポ
ケ
l
」
と
さ
え
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
『
そ
れ
を
括
弧
に
入
れ
る
』
の
で
あ
る
」
(
I
I
I
,

6
5
)
。
そ
し
て
、

絶
対
的
な
存
在
領
域
、
絶
対
的
又
は
『
超
越
論
的
』
主
観
性
の
領
域
で
あ
る
…
…
」
(
I
I
I」

72)。
ベ
ー
ム
は
、

還
元
が
「
生
産
的
」
側
面
を
表
わ
し
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
う
で
あ
れ
ば
事
態
も
判
明
に
な
る
し
、
ま
た
そ
う
解
せ
る

(21) 

い
ま
引
用
し
た
文
章
に
み
ら
れ
る
と
う
り
、
両
者
の
区
別
は
明
確
と
は
言
え
な
い
。
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
む
し

箇
所
も
あ
る
の
だ
が
、

ろ
、
還
元
な
り
、

い
う
意
味
を
も
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
四
十
九
節
の
表
題
は
「
世
界
の
無
化
の
残
余
と
し
て
の
絶
対
的
意
識
」
(
I
I
I
"

114)
と
な
っ
て
い
る
。
世
界
が
存
在
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、

「
残
余
」
と
い
う
の
も
、
あ
る
領
域
を
否
定
し
て
、
別
の
領
域
へ
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
事
実
、

ま
で
決
し
て
証
示
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
存
在
領
域
の
獲
得
」
(
I
I
I

□
7
0
)

と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

移
行
と
か
、
あ
る
一
領
域
へ
蟄
居
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
視
点
、
構
え
の
変
更
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
多
く
の
論
者
に
誤
解

さ
れ
、

き
ホ
ケ
ー
な
り
が
「
廃
棄
」
で
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
別
の
箇
所
で
は
や
は
り
ま
だ
、
超
越
的
な
も
の
の
否
定
と

フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
に
も
禍
根
を
残
し
、
再
考
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
、

の
で
は
な
い
…
…
」
の
で
あ
り
、

る
か
ら
と
い
っ
て
、

元
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
う
り
、

(18) 

れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

「
一
九

0
七
年
と
一
九
一

0
年
に
私
が
還
元
の

還
元
は
本
来
、
領
域
間
の

を
括
弧
に
入
れ
る
こ
と
と
は
異
な
る
し
、

工
ポ
ケ
ー
が
「
制
限
」
を
、

「
こ
の
エ
ボ
ケ
ー
に
よ
っ
て
初
め
て
開
示
さ
れ
る
も
の
は

『
イ
デ
ー
ン
、
第
一
巻
』
に
な
る
と
、
還
元
や
ニ
ボ
ケ
ー
が
「
制
限
」
よ
り
も
、
む
し
ろ
超
越
論
的
主

(19) 

観
性
と
い
う
新
た
な
明
証
的
領
域
を
開
示
す
る
と
い
う
「
生
産
的
歩
み
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
現
象
学
的
還
元
が
「
超
越
論
的
還

エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
超
越
論
的
機
能
が
大
き
な
主
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
さ

て
、
人
が
素
朴
に
自
然
的
な
構
え
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
対
象
が
現
に
そ
こ
に
あ
る
、
と
措
定
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
還
元
す

「
わ
れ
わ
れ
が
遂
行
し
た
定
立
を
わ
れ
わ
れ
は
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
確
信
を
な
ん
ら
変
更
す
る
も

「
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
言
わ
ば
『
作
用
の
外
に
』
置
き
、
わ
れ
わ
れ
は
『
そ
の
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
切
り
』
、

世
界
の
存
在
の
「
定
立
」

「
そ
の
固
有
性
の
点
で
こ
れ
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の
よ
う
な
公
理
で
は
な
く
、

『
イ
デ
ー
ン
、
第
一
巻
』
で
も
既
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
何
も
の
も
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
絶
対
的
存
在

の
全
体
を
獲
得
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
絶
対
的
存
在
は
、
正
し
く
理
解
す
る
な
ら
、
す
べ
て
の
内
世
界
的
超
越
者
を
：
・
…
志
向
的
相
関
者

と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
蔵
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
で
『
構
成
す
る
』
の
で
あ
る
」

(
I
I
I
,

119)
と
も
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

サ
ー
ル
は
意
識
の
本
質
を
「
志
向
性
」
に
み
る
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
限
り
、
超
越
者
は
志
向
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
超
越

者
を
単
に
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
出
来
よ
う
も
な
く
、
逆
に
、
超
越
論
的
主
観
性
は
あ
る
意
味
で
自
ら
の
う
ち
に
一
切
を
含
ん
で
い

る
筈
で
あ
り
、
「
『
超
越
論
的
に
』
純
化
さ
れ
た
現
象
の
自
由
な
地
平
」

(
I
I
I
,

5
)

を
携
え
て
い
て
、
従
っ
て
、

れ
た
も
の
は
絶
対
的
体
験
の
無
限
の
分
野
」

(
I
I
I
"

119)
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
必
当
然
的
、
明
証
的
な
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
を
端
初
と
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
知
恵
の
木
の
よ
う
に
、
枝

葉
を
伸
ば
し
、
普
遍
学
を
積
上
げ
て
い
く
筈
で
あ
っ
た
。
彼
は
不
可
疑
な
端
初
が
確
定
し
た
か
ら
に
は
、
普
遍
学
の
根
幹
た
る
第
一
哲
学

は
十
分
可
能
だ
と
単
純
に
信
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
は
、
う
ち
に
潜
在
的
、
受
動
的
な
も
の
を
、

コ
ギ
ト
の
地
乎
は
無
際
限
に
広
が
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
一
九

0
五
年
の
『
時

か
ら
成
る
無
限
と
し
て
そ
う
で
あ
る
」

(VIII,
2
6
9
£
.
)

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
還
元
の
結
果
得
ら
れ
た
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
は
点

「
志
向
的
含
蓄
」
を
備
え
た
汲
み
尽
せ
ぬ
「
超
越
論
的
生
」
で
あ
り
、
そ
の
隅
々
ま
で
明
証
の
光
で
照
ら
さ

し
ば
強
調
さ
れ
、

「
超
越
論
的
主
観
性
は
具
体
的
無
限
で
あ
る
、

し
か
も
、

無
限
の
超
越
論
的
地
平
の
現
実
化
を
待
っ
て
い
る
潜
在
性

間
ー
講
義
』
が
よ
く
分
析
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

と
し
て
」

(
V
I
I
I
,
8
1
)

含
ん
で
い
る
限
り
、

4
3
2
)

と
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
、

に
、
現
象
学
的
『
残
余
』
と
い
う
言
い
方
や
、

理
念
を
そ
の
か
た
ち
で
獲
得
し
た
二
つ
の
段
階
の
批
判
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
、

「
ま
ず
第
一

『
世
界
の
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
切
る
』
と
い
う
言
い
方
は
避
け
た
ほ
う
が
望
ま
し
い
」

(
V
I
I
I
,

「
還
元
に
よ
っ
て
与
え
ら

「
私
の
自
我
生
の
脈
動

『
第
一
哲
学
』
で
も
、
還
元
は
廃
棄
で
は
な
く
「
態
度
変
更
」
だ
と
い
う
点
が
し
ば

一
九
二
四
年
の
も
の
と
お
ぽ
し
き
手
稲
で
、

フ
ッ
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て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
結
局
は
、

「
新
し
い
道
」
と
い
っ
て
も
様
々
の
方
途
が
試
み

『
省
察
』
の
デ
カ
ル
ト
の
ニ
ポ
ケ
ー
ヘ
単

「
私
が
『
デ
カ
ル
ト
的
道
』
と
名
付
け
た
も
の
だ
が
、

『
イ
デ

ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
必
当
然
性
は
ど
の
程
度
ま
で
及
ぶ
の
か
、
あ
る
い
は
、
及
ぽ
し
得
る
の

か
と
い
う
「
超
越
論
的
経
験
の
必
当
然
的
批
判
の
大
き
な
課
題
」

(VIII,
1
6
9
)

が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
端
初
と
し
て

の
超
越
論
的
主
観
性
の
必
当
然
性
が
確
定
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
第
一
哲
学
へ
の
歩
み
は
一
歩
た
り
と
も
進
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
課
題
に
伴
っ
て
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
第
一
哲
学
が
目
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
ま
で
が
、
改
め
て
立

ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
は
十
全
に
明
証
的
で
は
な
く
と
も
、
不
可
疑
だ
と
い
う
意
味
で
必
当
然
的
だ
、
と

(22) 

い
う
考
え
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
表
向
き
で
は
押
し
通
し
た
の
だ
が
、
そ
の
裏
で
は
こ
の
問
題
に
呻
吟
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

一
九
二
三
／
二
四
年
冬
学
期
の
『
第
一
哲
学
』
に
関
す
る
講
義
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
イ
デ
ー
ン
、
第
一
巻
』
の
頃
の
明

(
2
3
)
 

る
い
自
負
が
影
を
潜
め
、
新
た
な
端
初
を
求
め
て
行
論
は
終
始
「
問
題
の
多
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
晩
年
の
『
危
機
』
書
で
も
、

ー
ン
』
の
頃
の
浅
慮
を
反
省
し
て
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
文
を
加
え
て
い
る
。

私
の
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
け
る
、
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
ヘ
の
非
常
に
簡
単
な
道
（
す
な
わ
ち
、

に
反
省
的
に
深
入
り
す
る
だ
け
で
、
ま
た
、
そ
れ
を
デ
カ
ル
ト
の
先
入
見
や
誤
り
か
ら
批
判
的
に
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
）
は
次
の
よ
う
な
大
き
な
不
備
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
道
は
ひ
と
飛
び
で
よ
い
か
の
ご
と
く
す

ぐ
に
超
越
論
的
エ
ゴ
ヘ
丑
導
く
が
、
先
立
つ
説
明
が
す
べ
て
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
ニ
ゴ
は
見
か
け
上
、
内
容
の
空
虚
な
か
た
ち
で

視
界
に
現
わ
れ
、
こ
う
し
た
視
界
の
な
か
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
新
た
な
哲
学
に
と
っ
て

決
定
的
な
、
全
く
新
種
の
根
本
学
が
い
か
に
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
人
は
全
く
わ
か
ら
な
い
」

(VI,
1
5
7
 f)
。

(
2
4
)

（

25) 

と
に
か
く
、
『
第
一
哲
学
』
の
講
義
で
は
、
「
デ
カ
ル
ト
的
道
」
と
並
ん
で
、
「
新
し
い
道
」
が
模
索
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
非
デ

カ
ル
ト
的
道
の
考
究
は
一
九
一
九
／
二

0
年
の
冬
学
期
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
、

れ
る
こ
と
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
。
従
っ
て
、
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お
り
、
こ
こ
で
は
、
第
一
に
、

ル
ト
と
の
違
い
を
強
め
て
、

(28) 

る
、
と
批
判
し
て
い
る
か
、

(27) 

ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
等
の
間
の
関
係
も
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。

「
さ
し
あ
た
り
、
超
越
論
的
主
観
性
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
」

(VIII,
1
2
7
)
、

「
ま
だ
朧
げ
に
も
感
じ
取
ら
れ
て
い
な
い
、
深
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
の
、
志
向
的
含
蓄
の

間
接
性
」

(VIII,
1
2
3
)

を
次
々
と
露
呈
せ
し
め
て
い
く
道
で
あ
る
。

様
々
の
本
質
形
態
を
探
る
為
、

つ
ま
り
、

「
無
際
限
の
、
生
の
連
関
の
全
体
」

(VIII,
1
5
3
)

を
遍
歴
し
、
明
証
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
も
ニ
ゴ
・
コ
ギ
ト
の
十
全
な
明
証
性
は
確
認
不
可
能
だ
が
、

し
か
し
、

地
平
の
潜
在
性
を
顕
在
化
し
て
い
く
過
程
が
無
際
限
に
続
く
も
の
で
あ
る
限
り
、

「
超
越
論
的
素
朴
さ
」

(VIII,
1
7
0
)

に
と
ど
ま
る
。
だ
か
ら
、
仕
上
げ
と
し
て
「
超
越
論
的
現
象
学
的
還
元
」
（
「
普
遍
的
ニ

そ
の
必
当
然

性
は
確
認
可
能
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
仕
上
げ
と
は
い
え
、
こ
の
無
際
限
な
も
の
が
一
気
に
還
元
で
き
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
い
か
な
る
、
生
の
現
在
も
そ
の
具
体
的
志
向
性
に
よ
っ
て
、
生
全
体
を
『
う
ち
に
』
も
っ
て
い
る
」

(VIII,
1
6
1
)

と

い
う
荒
療
治
で
答
え
る
。
と
に
か
く
、
あ
る
論
者
が
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
は
デ
カ
ル
ト
の
「
夢
論
議
」
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
し
、
デ
カ

「
括
弧
に
入
れ
る
」
等
と
い
う
術
語
を
用
い
て
も
、
そ
れ
は
還
元
を
わ
か
り
易
く
す
る
よ
り
も
、
不
明
に
す

『
第
一
哲
学
』
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
限
り
、
こ
う
し
た
誤
解
は
あ
る
程
度
避
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

(
2
9
)
 

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
再
び
デ
カ
ル
ト
的
道
が
主
唱
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
最
後
の
『
危
機
』
書
に
な
る
と
、
還
元
の
順
序
は
ま

た
ま
た
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
こ
の
第
三
章
は
「
超
越
論
的
問
題
の
解
明
と
、
そ
れ
に
関
係
す
る
心
理
学
の
機
能
」
と
題
さ
れ
て

「
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
、
生
の
世
界
か
ら
遡
っ
て
問
う
こ
と
に
よ
る
、
現
象
学
的
な
超
越
論
的
哲
学
へ

の
道
」
（
3
.

Tei!, 
A
)
と
、
第
二
に
、
「
心
理
学
か
ら
す
る
、
現
象
学
的
な
超
越
論
的
哲
学
へ
の
道
」

(
3
.

Tei!, 
B
)

と
が
提
示
さ
れ
て

ポ
ケ
ー
」
）
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結
せ
ず
、

個
々
の
意
識
作
用
に
工
ボ
ケ
ー
を
加
え
て
い
き
、

元
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

だ
が
、

「
超
越
論
的
経
験
の
必
当
然
的
批
判
」
は
相
変
ら
ず
完

「
現
象
学
的
心
理
学
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
意
識
生
の

中
心
的
な
も
の
は
「
心
理
学
者
の
道
」
又
は

「
心
理
学
的
還
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四

だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

が
ど
れ
ほ
ど
、

「
根
源
的
な
も
の
」
か
ら

い
る
。

A
に
お
い
て
は
、
客
観
主
義
的
学
は
本
来
、
生
の
世
界
に
起
源
を
有
し
、
こ
れ
か
ら
の
理
想
化
、
抽
象
化
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も

の
だ
か
ら
、

(
V
I
,
 
1
4
0
)
 

な
ら
な
い
。

ま
ず
生
の
世
界
に
還
帰
す
べ
き
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
客
観
主
義
的
学
の
、
生
の
世
界
へ
の
還
元
、
「
生
の
世
界
的
工
ボ
ケ
ー
」

こ
の
「
第
一
の
そ
ホ
ケ
ー
」

「
超
越
論
的
工
ポ
ケ
ー
」
（
「
普
遍
的
ニ
ポ
ケ
ー
」
）
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

B
で
は
、
精
神
物
理
学
的
構
え
の
批
判
か
ら
、
「
現

象
学
的
心
理
学
的
還
元
」
を
経
由
し
て
、
純
粋
に
「
プ
シ
ケ
ー
」
の
学
た
る
現
象
学
的
心
理
学
を
樹
て
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

と
還
元
す
る
手
続
き
や
必
要
性
が
重
点
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
後
は
超
越
論
的
還
元
で
仕
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば

(30) 

A
と
B
の
関
係
は
判
然
と
し
な
い
の
だ
が
、
両
者
合
わ
せ
て
み
る
と
、
客
観
主
義
的
学
か
ら
生
の
世
界
へ
、
続
い
て
、
こ
れ

か
ら
現
象
学
的
心
理
学
へ
、
最
後
に
超
越
論
的
現
象
学
へ
と
い
う
、
移
行
の
手
順
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
―
―
十
年
以
上
も
の
間
「
還
元
」
に
つ
い
て
粘
り
強
く
思
い
を
凝
ら
し
た
の
だ
が
、
結
局
こ
の
こ
と
は
、
彼

れ
に
し
て
も
、

「
よ
り
根
源
的
な
も
の
」
へ
と
誠
実
に
求
め
続
け
た
か
を
よ
く
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ

一
見
時
代
錯
誤
的
に
も
み
え
る
こ
の
方
法
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
彼
が
執
着
し
た
の
は
一
体
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
勿

論
そ
れ
は
「
第
一
哲
学
」
を
樹
立
す
る
為
な
の
だ
が
、

で
は
一
体
な
ぜ
哲
学
は
古
色
蒼
然
た
る
「
第
一
哲
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

フ
ッ
サ
ー
ル
の
還
元
の
思
想
を
哲
学
史
的
脈
絡
で
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
古
来
か
ら
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
一
変
型

但
し
、
こ
こ
で
は
、

『
第
一
哲
学
』
で
意
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、

「
志
向
的
含
蓄
」
を
渉
猟
す
る
こ
と
よ
り
も
、
現
象
学
的
心
理
学
へ

が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

に
続
い
て
、
仕
上
げ
と
し
て
や
は
り
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ム
は
憤
激
し
て
い
る
。

は
な
ら
な
い
。
ベ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、

二
九
年
の
。
ハ
リ
講
演
を
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
の
七
賢
人
が
ア
ボ
ロ
ン
の
神
殿
に
知
恵
の
初
穂
と
し
て
捧
げ
た
と
い
う
こ
の
献
辞
は
、
そ
の
後
、

ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
よ
う
に
、
自
己
の
奥
底
に
信
ず
べ
き
も
の
を
見
出
す
為
で
あ
っ
た
り
、
逆
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
よ
う
に
、
神
学
の
幻

想
を
打
ち
砕
く
為
で
あ
っ
た
り
、
様
々
に
主
題
化
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
あ
か
ら
さ
ま
に
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
か

っ
た
場
合
で
も
、

「
自
己
反
省
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

自
然
的
生
を
や
め
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
り
、

つ
ま
り

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
と

「
汝
自
身
を
知
れ
」
と
い
う
道
は
「
不
自
然
な

お
そ
ら
く
、
哲
学
史
の
底
流
を
流
れ
続
け
て
き
た
だ
ろ
う
。

界
を
喪
失
し
た
学
で
あ
り
ま
す
。
世
界
は
普
遍
的
な
自
己
反
省
に
よ
っ
て
再
び
獲
得
さ
れ
る
為
に
も
、

ア
ウ
グ

「
汝
自
身
を
知
れ
、
と
い
う
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
の
言
葉
は
新
た
な
意
味
を
獲
得
し
ま
し
た
。
実
証
主
義
は
世

は
じ
め
は
ニ
ボ
ケ
ー
に
よ
っ
て
失

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
言
っ
て
お
り
ま
す
、
外
に
行
こ
う
と
す
る
な
、
汝
自
身
の
う
ち
に
婦
れ
、
真
理
は

人
の
心
の
な
か
に
あ
る
、
と
」
(
I
,

3
9
,
 
1
8
3
)

と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

る
為
に
は
こ
の
自
然
さ
、
素
朴
さ
を
敢
え
て
脱
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
真
理
は
足
下
に
あ
る
に
し
て
も
、
自
然
的
構
え
を

と
っ
て
い
る
間
は
「
私
は
全
く
単
な
る
自
然
考
察
に
没
頭
し
て
お
り
、
自
己
を
忘
れ
て
い
る
」

(VIII,
4
0
8
)

か
ら
、
真
に
自
己
反
省
す

生
き
方
」

(VI,
2
0
4
)
、
「
全
く
『
不
自
然
な
』
構
え
、
全
く
不
自
然
な
自
己
考
察
、
世
界
考
察
」

(VIII,
1
2
1
)

へ
と
踏
み
込
ま
な
く
て

「
キ
リ
ス
ト
教
が
教
え
る
回
心
は
身
体
的
に
ー
死
す
べ
き
現
存
在
か
ら
転
じ
、
死
の
彼
方
に
あ
る
永

遠
な
る
『
生
』
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
…
…
実
際
フ
ッ
サ
ー
ル
は
単
に
暗
示
的
に
で
は
あ
る
が
、

キ
リ
ス
ト
教
を
も
引
合
い
に
出

し
て
お
り
、
本
来
彼
は
、
。
フ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
は
ギ
リ
シ
ア
で
樹
て
ら
れ
た
、

(31) 

学
間
と
の
最
も
深
い
志
向
を
再
興
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
。
そ
し
て
、

死
し
て
生
き
る

と
い
う
の
は
、
生
と
死
と
を
同
一
視
す
る
精
神
分
裂
病
の
特
徴
の
―
つ
だ
、
と
す
る
ド
ゥ
・
ヴ
ェ
ー
レ
ン
ス
の
冷
や
か
し
に
対
し
て
ベ
ー

フ
ッ
サ
ー
ル
も
、
そ
う
し
た
言
い
方
の
比
喩
的
、
仮
構
的
性
格
を
明
確
に
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ベ
ー
ム
の

フ
ッ
サ
ー
ル
も
一
九
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(32) 

反
論
理
由
の
―
つ
で
あ
る
。
確
か
に
、

ベ
ー
ム
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
還
元
を
大
袈
裟
に
「
宗
教
的
回
心
」

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
さ
ら
に
限
定
し
て
、
近
代
哲
学
の
底
流
か
ら
、
還
元
の
歴
史
的
意
味
を
掘
り
起
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
、
哲
学

の
革
新
の
試
み
は
信
仰
の
確
実
性
の
動
揺
か
ら
発
し
て
お
り
、
そ
こ
で
彼
は
自
己
自
身
の
な
か
に
確
実
性
の
基
盤
を
発
見
し
よ
う
と
し
た
。

そ
し
て
、
明
証
的
な
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
と
そ
の
ラ
チ
オ
を
支
え
と
し
て
、
旧
来
の
存
在
論
に
代
え
て
、
普
遍
学
の
樹
立
を
試
み
た
。

よ
う
に
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
根
本
的
に
は
既
に
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
而
上
学
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
る
」
。

な
か
顕
在
化
せ
ず
、
む
し
ろ
ド
イ
ツ
観
念
論
は
人
間
の
な
か
に
ラ
チ
オ
で
は
な
い
認
識
能
力
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
を
救
出

し
よ
う
と
最
後
の
抵
抗
を
試
み
た
。
こ
の
試
み
の
挫
折
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
で
も
か
の
終
焉
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、

(34) 

「
還
元
」
の
思
想
は
デ
カ
ル
ト
以
来
三
百
年
を
要
し
て
達
し
た
「
信
と
知
の
最
終
的
分
裂
の
成
果
」
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
は

ま
だ
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
は
閉
じ
た
実
体
で
あ
り
、

(35) 

「
主
観
性
の
最
も
内
奥
の
威
力
」
は
絶
大
で
あ
り
、
こ
の
な
か
に
す
べ
て
の
含
蓄
や
指
示
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
裏
か
ら
み
れ
ば
、
こ

(
3
6
)
 

「
絶
対
的
欠
亡
」
の
な
か
に
い
る
こ
と
に
な
り
、
い
わ
ば
裸
の
王
様
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
歴
史
的
な
文
脈
に
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
代
り
、
彼
が
現
象
学
的
還
元
に
拘
泥
し
た
に
つ

い
て
は
、
彼
自
身
が
明
白
に
意
識
し
て
い
た
動
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
ら
を
絶
対
的
に
正
当
化
す
る
学
」
(
<
I
I
I
"

3
)
、
す
な
わ
ち
「
第

一
哲
学
」
の
形
成
で
あ
っ
た
。
そ
の
為
の
端
初
を
求
め
る
方
法
が
現
象
学
的
還
元
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

い
る
間
は
藍
名
的
、
非
主
題
的
で
あ
っ
た
真
の
「
自
己
」
は
、
超
越
論
的
主
観
性
（
エ
ゴ
・
コ
ギ
ト
）
と
し
て
、
闇
を
切
り
裂
く
光
と
し

て
自
覚
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
光
は
そ
の
存
在
が
不
可
疑
だ
と
い
う
意
味
で
は
必
当
然
的
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
の

の
デ
コ
・
コ
ギ
ト
は
寄
る
辺
の
な
い
「
絶
対
的
孤
独
」

こ
れ
か
ら
の
論
理
的
推
論
に
よ
っ
て
救
済
が
求
め
ら
れ
た
。

日
常
的
生
を
お
く
っ
て

フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
る
と
、

ド
イ
ツ
で
は
こ
の
傾
動
が
な
か

や
「
実
存
的
転
化
」
に
比
す
理
由
が
多
少
な
り
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

「
こ
の
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は
還
元
し
、
反
省
し
た
そ
の
瞬
間
だ
け
で
あ
っ
て
、
光
の
周
囲
に
は
遥
か
に
闇
に
溶
け
込
ん
で
い
る
無
際
限
な
地
平
が
開
か
れ
て
お
り
、

そ
の
限
り
十
全
な
明
証
性
は
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
地
乎
の
対
象
化
、
明
証
化
は
限
り
な
く
背
進
し
得
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
残

「
生
き
生
き
と
流
れ
る
現
在
」

(
z
B
.
 
VIII, 1
4
9
)
 

す
べ
て
を
絶
対
的
に
合
理
化
す
る
理
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
以
上
に
理
性
に
信
頼
を
寄
せ
て

い
た
よ
う
に
み
え
る
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
盲
信
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
超
越
論
的
主
観
性
は
「
救
済

(37) 

知
の
住
み
家
」
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
う
ち
か
ら
み
れ
ば
、
哲
学
の
歴
史
は
生
存
を
め
ぐ
る
闘
い
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
の

課
題
に
率
匝
に
生
き
抜
こ
う
と
す
る
哲
学
—
ー
＇
理
性
に
素
朴
に
信
頼
を
寄
せ
る
哲
学
ー
—
ー
と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
か
、
又
は
経
験
主
義
的

に
価
値
を
貶
し
め
る
懐
疑
と
の
闘
い
と
い
う
性
格
を
ま
す
ま
す
帯
び
て
い
く
」

(VI,
11)。
勿
論
フ
ッ
サ
ー
ル
は
前
者
に
与
す
る
。

っ
て
、
哲
学
と
学
問
と
は
人
間
性
そ
の
も
の
に
『
生
得
的
な
』
普
遍
的
理
性
の
開
示
の
歴
史
的
運
動
で
あ
ろ
う
」

(VI,
1
3
)

。
だ
が
、
現

象
学
の
場
は
「
真
正
な
理
性
批
判
の
分
野
」

(
S
W
・
,
3
9
)

で
は
な
か
っ
た
の
か
。

(
z
B
.
 
VIII, 

「
私
が
自
分
自
身
の
為
に
是
非
と
も
解
決
し
な
け
れ
ば

(
3
8
)
 

な
ら
な
い
普
遍
的
課
題
を
ま
ず
第
一
に
挙
げ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
理
性
批
判
で
あ
る
」
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ど
う
や
ら
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
言
う
理
性
は
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
す
べ
て
の
人
に
平
等
に
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
「
精
神
指
導
の
規
則
」
が
わ
か
ら
な
か

フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
て
い
る
「
理
性
批
判
」
は
、
批
判
主
義
の
意
味
で
の
そ
れ
で
な

い
こ
と
は
、
本
質
直
観
と
い
う
考
え
方
―
つ
を
と
っ
て
み
て
も
明
ら
か
だ
し
、

い
る
点
か
ら
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
範
疇
的
な
も
の
を
カ
ン
ト
的
な
イ
デ
ー
と
考
え
て

カ
ン
ト
は
先
天
的
綜
合
判
断
（
実
質
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ィ
）
の
決
め
手
と
し
て

の
主
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
（
範
疇
と
時
間
、
空
間
）
を
持
ち
出
し
て
く
る
の
に
対
し
、
事
象
そ
の
も
の
に
語
ら
し
め
、

っ
た
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

4
4
7
)

と
い
う
形
容
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
主
観
性
を
絶
対
的
端
初
だ
と
す
る
為
に
は
、

「
以
前
の 「従

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、

る
対
象
化
不
可
能
な
主
観
性
は

に
お
け
る

「
機
能
し
て
い
る
自
我
」
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へ
の
「
生
の
決
断
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
『
イ
デ
ー
ン
』
の
頃
か
ら
、
還
元
は
「
わ
れ
わ
れ
の
完
全
な
自
由
に
属
す
る
」

(III"

四
）
と
言
わ
れ
て
い
た
し
、
『
第
一
哲
学
』
で
も
「
自
由
な
行
為
に
よ
っ
て
だ
け
」

(VIII,
9
8
)

自
然
的
構
え
に
よ
る
関
心
を
＝
ボ
ケ
ー

て
彼
の
生
は
絶
対
的
使
命
か
ら
す
る
生
に
な
る
の
で
あ
る
」

「
自
己
責
任
」
を
と
る
の
は
「
絶
対
的
使
命
」

は
、
な
ぜ
「
自
己
責
任
」
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

諸
経
験
の
重
み
」
を
頼
り
に
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

あ
り
、
限
り
な
い
含
蓄
を
も
つ
慣
習
法
を
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
既
知
の
認
識
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ン
タ
ッ
ク
ス
や
数
学
等
の
形
式
的
真
理
を
別
に
す
れ
ば
、
結
局
、
決
め
手
を
も
っ

フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
主
観
性
は
、

カ
ン
ト
の
よ
う
な
実
定
法
の
体
系
（
範
疇
）
を
背
景
に
し
な
い
裁
判
官
で

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
理
性
は
、
彼
が
当
初
思
っ
て
い
た
ほ
ど
退
し
く
も
な
く
、

し
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
決
し
て
理
性
を
見
放
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
悪
意
あ
る
神
に
よ
っ
て
根
本
か

ら
理
性
を
脅
か
さ
れ
た
の
だ
が
、

カ
ン
ト
の
悟
性
に
較
べ
て
も
遥
か
に
弱
々

フ
ッ
サ
ー
ル
は
本
当
の
脅
威
を
知
ら
ず
、
副
次
的
な
、
学
の
脅
威
を
感
じ
た
だ
け
で
あ
り
、
真
の
脅
威

を
知
ら
な
い
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
を
と
っ
て
い
る
、
と
テ
ヴ
ェ
ナ
は
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
。
で
は
、
理
性
は
思
っ
て
い
た
ほ
ど
潔
白
で
は

な
か
っ
た
と
白
状
し
、
生
得
的
な
も
の
だ
と
言
い
張
っ
て
き
た
汚
れ
を
潔
く
洗
い
流
し
、
楔
を
済
ま
し
た
後
、
今
度
は
非
理
性
の
道
を
進

む
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
理
性
が
些
か
で
も
必
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
出
来
合
い
の
生
得
観
念
と
し
て
よ
り
も
以
外
の
所
で

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
際
に
、

て
と
る
汎
通
的
な
、
最
高
の
、

フ
ッ
サ
ー
ル
も
理
性
の
こ
う
し
た
意
味
‘
、
つ
け
を
あ
る
箇
所
で
は
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

彼
は
『
第
一
哲
学
』
第
二
部
（
「
現
象
学
的
還
元
の
理
論
」
）
の
冒
頭
で
、

「
従
っ
て
、
哲
学
は
認
識
す
る
者
が
認
識
と
い
う
働
き
に
対
し

(
4
0
)
 

か
つ
究
極
的
な
自
己
反
省
、
自
己
理
解
、
自
己
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(VIII,
3
)

と
語
る
。
で

者
に
な
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
絶
対
的
、

「
だ
が
、
こ
の
絶
対
的
な
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
真
の
意
味
で
哲
学

か
つ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
生
の
決
断
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
決
断
に
お
い

(VIII, 
11)。
ナ
9

な
わ
ち
、
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で
き
る
と
強
調
さ
れ
て
い
た
。
自
由
を
敢
え
て
「
不
自
然
な
生
き
方
」
へ
と
駆
り
立
て
る
の
に
合
理
的
理
由
は
な
い
。

(
4
1
)
 

の
動
機
づ
け
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
試
み
は
満
足
な
結
果
に
は
全
く
達
し
て
い
な
い
」
と
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
は
言
う
。
そ

れ
は
当
然
で
あ
っ
て
、

心
に
基
つ
く
学
」

(VIII,
2
2
)

だ
か
ら
で
あ
る
。
「
良
心
に
基
づ
く
」

「
美
し
い
も
の
は
愛
さ
れ
る
。
だ
が
愛
に
は
終
り
が
な
い
。
そ

「
現
象
学
的
還
元

フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
っ
て
い
る
学
は
「
純
粋
な
認
識
愛
を
今
後
最
終
的
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
究
極
的
な
良

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
性
は
理
性
で
あ
ろ
う
と
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
だ
け
辛
う
じ
て
理
性
な
の
で
あ
る
。
理
性
は
良
心
か
ら
し

て
理
性
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
「
認
識
理
性
は
実
践
理
性
の
機
能
で
あ
り
、
知
性
は
意
志
の
下
僕
で
あ
る
」

(VIII,
2
0
1
)
。
こ

(42) 

「
自
己
を
絶
対
的
に
正
当
化
す
る
学
」
の
「
そ
の
夢
は
破
れ
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
独
断
的
傾

と
に
よ
る
と
、

(43) 
向
で
あ
り
、
盲
想
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

向
う
憧
憬
で
あ
る
」

(VIII,
1
4
 f)
。

「
探
究
す
る
ニ
ロ
ス
」

(VIII,
3
3
6
)
 

t! ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
学
）
の
従
者
で
あ
る
。

「
学
」
と
「
エ
ロ
ス
」
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
双
生
児
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
方
を
独
断
を
源
ぐ
水
と
共
に
洗
い
流
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
強
い

(
4
4
)
 

紐
で
結
は
れ
て
い
る
も
う
一
方
ま
で
流
し
去
る
の
は
正
当
で
あ
ろ
う
か
。

れ
は
た
だ
無
限
に
愛
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
だ
け
愛
で
あ
る
。
…
•
•
•
そ
れ
は
創
造
的
自
我
の
愛
と
し
て
、
美
し
い
も
の
へ
無
限
に

注(

1

)
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す
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誘
因
に
は
、
古
い
道
が
独
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傾
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け
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ベ
ー
ム
は
そ
の
他
に
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な
る
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ど
死
は
生
の
一
つ
の
可
能
性
だ
が
、
予
料
的
、
限
界
的
点
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
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