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他
者
論
の
独
創
性
と
、

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
と
っ
て
の
他
者
論
の
重
要
性
を
明
白
に
し
た
い
。

る
。
我
々
は
、

(

1

)

 

自
分
の
外
に
想
定
し
承
認
す
る
に
到
る
の
か
°
」

|
|
l

(
2
)
 

こ
う
い
う
問
を
真
剣
に
主
題
と
し
た
の
は
、
西
洋
哲
学
史
に
お
い
て
は
フ
ィ
ヒ
テ
が
初
め
て
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

C

(

3

)

 

「
ほ
と
ん
ど
ま
だ
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
問
」
で
あ
る
と
い
う
。

け
や
す
い
。
こ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
こ
の
種
の
問
を
立
て
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
思
想
史
上
、
こ
の
種

(
4
)
 

の
問
は
観
念
論
的
な
哲
学
の
問
題
園
に
属
し
て
き
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

に
は
、
こ
の
「
類
推
」
の
不
充
分
さ
と
い
う
よ
り
、

「
如
何
に
し
て
人
間
は
、

は

じ

め

に

フ
ィ
ヒ
テ
自
身
も

む
し
ろ
不
可
能
性
ゆ
え
に
、
他
者
を
知
識
学
の
原
理
か
ら
「
演
繹
」
す
る
よ
う
に
な

一
、
他
者
存
在
の
類
推
か
ら
演
繹
へ
、
二
、
知
的
疸
観
と
他
者
論
、
と
い
う
順
に
考
察
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ヒ
テ
の

は
じ
め
は
こ
の
問
に
「
類
推
」
で
答
え
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
次

一
般
に
、
観
念
論
的
な
哲
学
は
、
独
我
論
で
あ
る
と
い
う
批
難
を
受

自
分
と
等
し
い
も
の
で
あ
ろ
理
性
的
存
在
者
逹
を
、

初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論

入

江

幸

男
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そ
し
て
、
前
述
の
間
と
身
体
に
閃
す
る
も
う
―
つ
の
問
ー
「
ど
の
よ
う
な
権
原
で
、
人
間
は
物
体
界
の
一
定
の
部
分
を
自
分
の
身
体
と

(
7
)
 

名
づ
け
る
の
か
」

I

が
、
そ
の
よ
う
な
問
に
属
し
て
い
る
と
い
う
。

で
述
べ
る
。
）

前
提
と
せ
ず
に
揺
ろ
う
と
す
る
。

（
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
で
推
測
す
る
。
身
体
論
と
他
者
論
の
二
つ
の
問
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
後

一
に
つ
い
て
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

(

6

)

 

「
哲
学
が
学
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前
に
哲
学
が
最
初
に
答
え
る
べ
き
多
く
の
問
が
あ
る
」
と
い
う
。

四
、
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
ら
れ
る
こ
と
。

、
理
論
的
領
域
に
は
屈
さ
な
い
こ
と
。

二
、
経
験
か
ら
は
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
。

「
如
何
に
し
て
、
人
間
は
自
分
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
達
を
自
分
の
外
に
想
定
し
承
認
す
る
に
到
る
の
か
|
|
l

人
間
の
純
粋
な
自
己
意
識
に
直
接
に
は
全
く
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
ー
。
」

て
る
。
こ
の
問
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
四
つ
の
性
格
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

一
、
こ
れ
は
哲
学
が
学
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前
に
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
、

ヒ
テ
ぱ
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
他
者
認
識
を
最
初
に
主
題
と
し
て
と
り
挙
げ
る
の
は
、

a
 
他
者
仔
在
の
類
推
ー
『
学
者
の
使
命
』

A 

他
者
存
在
の
類
推
か
ら
演
繹
ヘ

つ
ま
り
、

（
一
七
九
四
年
）

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
は
他
者
認
識
の
問
題
を
知
識
学
を

と
冒
頭
に
挙
げ
た
問
を
立

(

5

)

 

『
学
者
の
使
命
』
の
中
の
「
第
二
講
義
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
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そ
の
際
、

に
残
っ
て
い
る
問
、

合
目
的
性
と
自
由
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
自
我
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
概
念
に
は
、

合
目
的
性
は
有
機
的
な
自
然
法
則

非
我
の
中
で
そ
の
「
表
現
」

(
e
i
n

A
u
s
d
r
u
c
k
)
、

「
対
像
」

ニ
に
つ
い
て
。
経
験
を
根
拠
と
し
て
答
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
経
験
は
、
我
々
の
外
の
理
性
的
存
在
者
の

表
象
が
、
我
々
の
経
験
的
意
識
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
教
え
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
表
象
に
対
応
す
る
も
の
が
我
々
の
外
に
あ
る
か
ど

(

8

)

 

う
か
に
つ
い
て
は
、
教
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
い
か
な
る
「
権
原
」
に
も
と
づ
い
て
、

者
の
存
在
か
ら
説
明
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
経
験
的
な
も
の
で
な
い
な
ら
、
先
験
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

―
―
一
に
つ
い
て
。
哲
学
の
理
論
的
領
域
は
批
判
家
逹
の
根
源
的
な
諸
研
究
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
今
ま
で
答
え
ら
れ
ず

つ
ま
り
こ
の
問
は
、
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

四
に
つ
い
て
。
実
践
的
原
理
か
ら
答
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

に
よ
る
と
人
間
の
最
高
の
衝
動
は
、
人
間
の
外
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
と
、

致
へ
の
衝
動
で
あ
る
。

一
定
の
経
験
を
我
々
の
外
の
理
性
的
存
在

と
い
わ
れ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
叙
述
か
ら
逆
に
こ
の
こ
と
を
探
り
た
い
。
彼

そ
れ
に
つ
い
て
人
間
が
も
っ
て
い
る
必
然
的
な
概
念
と
の
一

(
e
i
n
 
G
e
g
e
n
b
i
l
c
l
)
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
内
に
は
理
性
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
人
間
は
必

然
的
に
こ
の
概
念
を
自
己
内
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
み
で
は
な
く
、
自
己
の
外
に
も
実
現
さ
れ
て
い
る
の
を
み
よ
う
と
す
る
。

人
間
は
そ
の
よ
う
な
存
在
者
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
非
我
の
観
察
の
根
底
に
そ
の
概
念
を
お
き
、

の
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
。

理
性
性
の
徴
標

(
M
e
r
k
m
a
l
)

と
し
て
、

そ
れ
に
対
応
す
る
も

か
ら
も
生
じ
る
の
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
対
象
が
理
性
存
在
で
あ
る
と
い
う
に
は
不
充
分
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
よ
り
確
実
な
見
間
違
い
よ

(
9
)
 

う
の
な
い
理
性
性
の
性
格
」
で
あ
る
自
由
を

見
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
厳
密
に
い
う
と
、
自
由
は
全
て
の
意
識
の
最
終
の
説

明
根
拠
で
あ
る
か
ら
意
識
の
領
域
に
は
属
さ
な
い
。
他
者
の
自
由
ば
か
り
か
、
自
分
の
自
由
も
意
識
し
え
な
い
と
彼
は
い
う
。

し
か
し

し
か
し
、
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類
推
自
体
も
成
立
し
な
い
こ
と
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
た
と
え
類
推
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
類
推
の
結
論
の
妥

前
提
一
に
関
し
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
前
述
の
よ
う
に
、
厳
密
に
は
自
分
の
自
由
を
意
識
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
厳
密
に
は

‘
対
象
の
形
態
、
迎
勁
、
な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
。

二
、
自
分
の
身
体
、
行
動
、
な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
。

一
般
に
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
前
提
を
も
つ
。

(14) 

一
、
自
分
の
自
由
の
慈
識
‘
意
識
の
二
重
化
。

他
者
存
在
の
類
推
は

b
 

こ
の
類
推
は
、

図
式
化
す
る
と
私
の
内
的
な
自
由
と
外
的
な
行

ひ
と
は
お
そ
ら
く
一
般
に
は
、
原
因
が
意
識
さ
れ
な
い
こ
と
を
自
由
の
意
識
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
で
な
ら
、

ひ
と
は
、
自
由
に
よ

「
実
体
の
作
用
様

（
身
体
運
動
や
、
人
工
物
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
は
、
原
因
が
理
性
的
か
つ
自
由
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で
し
か
説
明
で
き
な
い
。

そ
し
て
こ
こ
か
ら
、

的
な
共
同
体
」

(
e
i
n
e
z
w
e
c
k
m
a
B
i
g
e
 G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)

が
生
じ
、

カ
ン
ト
の
用
語
で
い
う
と
「
概
念
に
従
っ
た
相
互
作
用
」

(
e
i
n
e
W
e
c
h
s
e
l
w
i
r
k
u
n
g
 
n
a
c
h
 
B
e
g
r
i
f
f
e
n
)

「
合
目

(
1
1
)
 

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
れ
を
「
社
会
」

(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)

と
名
づ
け
る
。

以
上
で
、
史
践
的
原
理
か
ら
答
え
る
と
は
、
他
者
を
自
己
の
外
に
見
つ
け
よ
う
と
す
る
人
間
の
根
本
衝
動
が
ど
の
よ
う
に
充
た
さ
れ
る

(12) 

か
を
「
物
語
的
に
」
(
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
)

語
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
具
体
的
に
は
、

W
・
ヤ
ン
ケ
の
い
う
よ
う
に
他
者
存
在
の
「
類
推
」

令）

(
A
n
a
l
o
g
1
e
)

に
よ
っ
て
根
本
衝
動
を
充
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

為
と
の
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
他
の
も
の
の
外
的
な
行
為
か
ら
他
の
も
の
の
内
的
な
自
由
を
類
推
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ

て
き
た
こ
こ
で
の
他
者
論
の
四
つ
の
性
格
は
、
こ
の
「
類
推
」
の
性
格
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

類

推

の

検

討

る
自
分
の
行
為
を
意
識
し
う
る
。

(
1
0
)
 

式」

さ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
変
化
し
た

（
現
象
の
中
に
与
え
ら
れ
て
い
る
）
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は
、
同
時
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は

て。）
当
性
は
蓋
然
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
論
は
、
根
本
原
則
の
条
件
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
演
繹
し
て
い
く
と
い
う
知
識
学
、
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
い
は
必
然
的
な
表
象
を
扱
う
知
識
学
に
は
当
然
含
ま
れ
な
い
。
こ
の
類
推
は
他
者
存
在
の
理
論
的
証
明
で
は
な
い
。

こ
で
の
他
者
論
の
性
格
一
と
三
に
関
し
て
。
）

我
々
が
実
際
の
経
験
上
ど
の
よ
う
に
他
者
を
想
定
し
て
い
る
か
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
。
こ
の
類
推
は
我
々
が
他
者
を
想
定
す
る
よ
う
に
な
る
先
験
的
な
「
権
原
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

（
以
上
二
に
関
し

こ
の
類
推
は
、
他
者
存
在
の
理
論
的
証
明
で
も
、
他
者
の
想
定
の
現
象
の
記
述
で
も
な
い
。
他
者
の
想
定
、
承
認
が
人
間
に
と
っ
て
の

必
然
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
、

と
に
な
り
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
人
間
の
根
本
衝
動
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
こ
の
類
推
は
、
そ
の
根
本
衝
動
が
現
実
に
実
現
さ

れ
ろ
先
験
的
に
考
え
ら
れ
た
仕
方
で
あ
る
。
類
推
が
根
本
衝
動
に
も
と
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
類
推
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
他
者

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
想
定
と
承
認
を
区
別
し
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、

他
者
の
想
定
が
、
根
本
衝
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
た
め
に
、
想
定
さ
れ
た
他
者
は
直
ち
に
そ
の
ま
ま
根
本
衝
動
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
こ

と
り
立
て
て
、
想
定
と
承
認
に
つ
い
て
別
々
に
論
証
し
な
く
て
よ
い
の
で
あ
る
。

（
以
上
四
に
関
し
て
。
）

と
こ
ろ
で
、
も
し
厳
密
に
は
自
分
の
自
由
を
意
識
で
含
な
い
と
す
る
と
、
類
推
が
厳
密
に
は
成
立
し
な
い
の
み
で
な
く
、
こ
こ
で
の
根

木
衝
動
に
よ
る
説
明
も
不
可
能
に
な
る
。
他
者
存
在
を
自
分
の
外
に
見
い
出
そ
う
と
す
る
根
本
衝
動
も
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
の
衝
動
は
|
_
＇
自
我
の
中
に
あ
ろ
す
べ
て
の
概
念
は
非
我
の
中
に
表
現
を
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
「
同
一
性
へ
の
衝
動
」
が
あ
る

と
い
う
|
—
大
前
提
と
ー
|
人
ハ
間
の
中
に
、理
性
的
行
為
と
思
惟
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
|
_
＇
小
前
提
か
ら
成
立
し
て
い
る

が
、
自
分
の
自
由
が
意
識
で
き
な
い
な
ら
、
小
前
提
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
こ
の
類
推
は
、

そ
う
で
は
な

（
以
上
前
述
の
こ
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に
つ
い
て
研
究
し
ま
し
た
。
そ
し
て
法
概
念
の
実
在
性
の
演
繹
が
、

B
 

「
私
は
こ
の
機
会
に
カ
ン
ト
の
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ

ま
た
大
前
提
の
「
同
一
性
へ
の
衝
動
」
は
「
第
一
講
義
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
そ
の
完
全
な
根
拠
づ
け

は
哲
学
全
体
の
叙
述
を
必
要
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
他
者
論
は
、
哲
学
全
体
の
後
、
従
っ
て
哲
学
が
学
や
知
識
学
と
な
っ

た
後
に
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
こ
こ
で
の
他
者
論
の
性
格
一
に
反
す
る
。

こ
こ
で
の
他
者
論
は
、

こ
の
よ
う
に
非
常
に
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
自
ら
、
こ
こ
で
の
他
者
論
は
「
更
な
る
省
察
の
た
め

(16) 

の
単
な
る
示
唆
、
更
な
る
啓
発
の
た
め
の
単
な
る
指
示
」
で
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
後
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、

こ
の
よ
う
な
類
推
を
1

あ
る
局
面
で
は
の
こ
す
が
ー
~
放
棄
す
る
。

し
か
し
、

そ
れ
は
類
推
が
蓋
然
的
に
し
か
妥
当
し
な
い
か
ら
で
は

な
い
。
こ
の
前
提
が
全
て
、
逆
に
他
者
の
想
定
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
。
以
下
我
々
は
、
そ
れ
を
み
て

ゆ
こ
う
。

他
者
「
油
繹
」
の
図
式
I

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
宛
書
簡
(
-
七
九
五
年
八
月
二
十
九
日
）

一
七
九
五
年
八
月
二
十
九
日
付
の
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
ヘ
の
手
紙
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
、
こ
の
夏
、
自
然
法

(17) 

ど
こ
に
も
欠
け
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
」
彼
は
法
の
基

礎
つ
け
の
研
究
か
ら
従
来
の
他
者
論
の
不
完
全
性
に
気
が
つ
く
の
で
あ
る
。

け』

(
G
r
u
n
d
l
e
g
u
姦
・
z
u
r
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 
d
e
r
 
Sitten)

を
し
ら
べ
ま
し
た
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
諸
原
理
の
不
充
分
さ
と
彼
自
身
に

よ
っ
て
気
づ
か
れ
ず
に
な
さ
れ
た
前
提
が
、
も
し
ど
こ
か
に
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
っ
き
り
示
さ
れ
う
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま

(18) 

し
た
e

」

こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
格
率
が
普
遍
的
妥
当
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
更
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
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は
哲
学
的
に
答
え
て
い
な
い
と
い
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

一
定
の
諸
物
を
私
に
全
く
征
服
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
私
は
私
を
自
我
と
し
て
考
え
得
な
い
。
こ
れ
ら
の

物
に
対
し
て
、
私
は
原
因
の
関
係
に
立
つ
。
他
の
諸
現
象
に
対
し
て
は
、
相
互
作
用
の
関
係
に
立
つ
。
人
間
的
形
態
が
、
人
間
に
と
っ
て

、
、
、
、
、

は
、
現
象
の
後
者
の
ク
ラ
ス
の
表
現
で
あ
る
。
私
は
こ
の
形
態
を
、
私
に
お
い
て
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
を
一

(
2
1
)
 

般
に
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
そ
う
し
え
な
い
。
二
つ
の
行
為
は
総
合
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
」

陥
」
が
生
じ
る
。

「
私
は
ど
の
よ
う
な
現
象
に
理
性
性
の
概
念
を
転
移
し
、

（
傍
点
は
原
文
ゲ

「
こ
れ
ら
の
問
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
で
の
み
答
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
カ
ン
ト

J

れ
に
つ
づ
い
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
更
に
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
。

カ
ン
ト
の
諸
原
則
に
は
、

は
、
客
体
の
認
識
と
自
分
の
自
由
な
能
作
性
（
行
為
）
の
意
識
で
あ
る
。

国
、
国
は
筆
者
が
補
な
っ
た
。
）

J

の
図
式
は
、

た
と
え
そ
れ
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
法
と
他
の
理
性
的
存
在
者
の
概
念
を
演
繹
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
。
こ
の
こ

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
述
べ
ら
れ
る
法
と
道
徳
の
分
離
を
意
味
し
て
い
る
。

、、

こ
の
演
繹
は
、
私
の
外
に
理
性
的
存
在
者
を
想
定
せ
ず
に
は
、
私
は
私
を
思
惟
で
き
な
い
と
い
う
仕
方
で
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

言
い
換
え
る
と
、
こ
れ
は
、
前
述
の
「
類
推
」
の
前
提
一
が
実
は
他
者
の
想
定
を
前
提
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
演
繹
は
次

(19) 

の
よ
う
な
「
図
式
」
と
な
る
。

一
、
私
は
私
に
必
然
的
に
あ
る
述
語
C
を
帰
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
、
私
は
私
の
外
に
理
性
的
存
在

者
を
想
定
す
る
と
い
う
条
件
下
で
の
み
、
述
語
C
を
私
に
帰
属
さ
せ
う
る
。
口
、
私
の
外
の
理
性
的
存
在
者
は
、
仮
定
に
よ
り
私
と
完
全

に
等
し
い
は
ず
だ
か
ら
、
私
は
彼
ら
に
も
述
語
C
を
帰
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
四
、
要
す
る
に
私
は
私
の
外
の
理
性
的
存
在
者
に
述
語

C
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
私
に

C
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

『
自
然
法
の
基
礎
』

先
に
の
べ
た
欠
陥
か
ら
更
に

(20) 

ど
の
よ
う
な
現
象
に
転
移
し
な
い
の
か
。
」

「
重
大
な
欠

で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
述
語
C
に
あ
た
る
の

（
一
、
,

1

は
フ
ィ
ヒ
テ
自
身
に
よ
る
番
号
で
あ
り
、

ま、
.
J『

と



、
、
、
、

先
の
「
油
繹
」
で
は
、
哲
学
者
が
自
我
の
存
立
条
件
と
し
て
他
者
の
想
定
を
演
繹
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
転
移
」
と
考
え
ら
れ
て

い
る
他
者
の
認
識
は
哲
学
者
で
は
な
く
、
当
の
自
我
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
他
者
を
認
識
し
て
い
る
か
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、

的
形
態
を
不
可
侵
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
と
結
合
し
て
い
る
点
は
、

『
学
者
の
使
命
』
で
の
他
者
論
の
性
格
二
（
経
験
か
ら
は
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
）
は
、
他
者
の
演
繹
論
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
、
も

う
一
方
の
当
の
自
我
に
よ
る
他
者
認
識
の
考
察
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

こ
の
内
筒
の
中
に
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
の
他
者
論
の
霞
要
な
骨
格
が
殆
ど
出
て
い
る
。
ま
た
こ
の
書
簡
は
カ
ン

ト
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
も
煎
要
で
あ
ろ
う
。

他
者
存
在
の
「
油
繹
」
ー
ー
_
『
自
然
法
の
基
礎
』

『
知
識
学
の
語
原
狸
に
よ
ろ
自
然
法
の
基
礎
』

て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
『
学
者
の
使
命
』
で
の
他
者
論
の
性
格
一

い
こ
と
）
と
は
異
な
る
。
こ
の
著
作
以
後
、
他
者
論
は
、
知
識
学
の
原
理
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
知
識
学
自
身
の
内
部
で
論
じ
ら
れ
る
。

a
 
c
 

い
ず
れ
に
せ
よ

え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

う
に
他
者
論
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
、

（
哲
学
が
学
や
知
識
学
に
な
り
う
る
前
に
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

と
い
う
書
名
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

J

こ
で
の
他
者
論
は
、

知
識
学
に
基
づ
い

（
一
七
九
六
年
）

J

の
後
者
の
他
者
論
の
中
で
「
類
推
」
に
よ
る
他
者
認
識
が
考

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
他
者
の
認
識
と
承
認
の
結
合
と
い
う
思
想

J

の
現
実
的
な
他
者
認
識
が
、
他
者
の
人
問

80

シ
ュ
ペ
ル
ト
。
）
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フ
ィ
ヒ
テ
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
の
第
一
章
で
「
法
の
概
念
の
演
繹
」
を
企
て
、
次
の
三
つ
の
定
理
を
呈
示
し
証
明
し
て
ゆ
く
。

「
第
一
定
理
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者

(
e
i
n
e
n
d
l
i
c
h
e
s
 v
e
r
n
i
i
n
f
t
i
g
e
s
 
W
e
s
e
n
)

は
、
自
己
に
自
由
な
能
作
性

(freie
W
i
r
k
s
a
m
 ,
 

(22) 

keit)

を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
し
に
は
、
自
己
自
身
を
措
定
で
き
な
い
。
」

「
系
、
自
由
な
能
作
性
へ
の
能
力
の
措
定
に
よ
っ
て
理
性
存
在
者

(
d
a
s
V
e
r
n
u
n
f
t
w
e
s
e
n
)

は
、
自
己
の
外
に
感
性
界
を
措
定
し
規

(
2
3
)
 

定
す
る
。
」

「
第
二
定
理
、
有
限
な
理
性
存
在
者
は
、
感
性
界
に
お
け
る
自
由
な
能
作
性
を
、
他
の
者
達
に
も
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

ま
り
自
己
の
外
に
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者
達
を
想
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
感
性
界
に
お
け
る
自
由
な
能
作
性
を
自
己
自
身
に
帰
属

(24) 

さ
せ
ら
れ
な
い
。
」

「
第
一
―
一
定
理
、
有
限
な
理
性
存
在
者
達
は
、
法
関
係

(
R
e
c
h
t
s
v
e
r
h
a
l
t
n
i
s
)

在
者
逹
と
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
自
己
を
措
定
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

(
2
5
)
 

こ
と
は
出
来
な
い
。
」

他
者
の
一
般
的
な
「
演
繹
」
は
第
二
定
理
の
証
明
で
行
わ
れ
、
他
者
の
個
別
的
現
実
的
な
認
識
と
承
認
は
第
一
―
一
定
理
の
証
明
で
論
じ
ら

他
者
の
一
般
的
な
「
演
繹
」
は
対
象
認
識
と
自
由
な
行
為
が
循
環
に
陥
り
、

を
原
因
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

ま
ず
次
の
よ
う
な
認
識
と
行
為
の

れ
て
い
る
。

さ
て
、

い
か
な
る
客
体
も

ま
た
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者
達
を
自
己
の
外
に
想
定
す
る

そ
れ
を
解
決
す
る
両
者
の
総
合
が
、
他
の
理
性
的
存
在
者

と
い
う
仕
方
で
行
な
わ
れ
る
。
以
下
第
二
定
理
の
証
明
を
詳
し
く
み
よ
う
。

(

2

6

)

 

「
循
環
」

(
N
irkel)

が
呈
示
さ
れ
る
。

a
「
理
性
的
存
在
者
は
、
総
合
に
お
い
て
分
離
せ
ず
、
同
時
に
自
己
に
能
作
性
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、

と
呼
ば
れ
る
一
定
の
関
係
の
中
に
他
の
有
限
な
理
性
存 つ
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合
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
説
明
を
み
よ
う
。

で
あ
る
こ
と
、
も
ぅ
―
つ
は
主
体
の
能
作
性
で
あ
る
こ
と
。

言
い
換
え
る
と
「
す
べ
て
の
把
握

(
B
e
g
r
e
i
f
e
n
)

性
は
、
先
行
の
把
握
に
よ
り
制
約
さ
れ
て
い
る
」
。
こ
こ
で
直
ち
に
自
己
意
識
の
存
立
が
矛
盾
に
陥
る
わ
け
で
は
な
い
。

あ
る
客
体
C
の
認
識
が
あ
る
と
き
、
同
時
に
自
由
な
能
作
性
C
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
と
す
る
と
、

は
、
別
の
客
体
B
の
認
識
が
先
行
す
る
。
更
に
、

A
の
認
識
が
先
行
し
て
お
り
、
更
に
…
・
:
。
と
い
う
よ
う
に
無
限
に
さ
か
の
ぽ
る
と
す
れ
ば
、

ひ
と
ま
ず
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の

(
2
9
)
 

場
合
問
題
な
の
は
、
自
己
慈
識
の
生
じ
る
最
初
の
瞬
間
を
ど
う
説
明
す
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
矛
盾
」
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る

に
は
「
主
体
の
能
作
性
が
そ
れ
自
身
、
知
覚
さ
れ
把
握
さ
れ
た
客
体
で
あ
り
、
客
体
が
主
体
の
こ
の
能
作
性
に
他
な
ら
ず
、
両
者
が
同
じ

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
総
合
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
総
合
」
を
「
分
析
」
す
る
と
当
然
次
の
二
性
格
を
も
つ
。

m
u
n
g
)

「
能
作
性
へ
決
断
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
主
体
が
自
己
規
定
へ
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

(
e
i
n
B
e
s
t
i
m
m
t
s
e
i
n
 
d
e
s
 
S
u
b
j
e
k
t
s
 
z
u
r
 S
e
l
b
s
t
b
e
s
t
i
m
 ,
 

(30) 

と
い
う
主
体
へ
の
要
求

(
e
i
n
e
A
u
f
f
o
r
d
e
r
u
n
g
)
」
が
、
こ
の
よ
う
な
二
性
格
を
も
っ
た
「
総

こ
の
「
総
合
」
は
客
体
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

っ
て
の
み
生
じ
る
か
ら
、
最
初
の
感
覚
の
対
象
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
「
総
合
」
は
、
外
的
感
覚
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

b

「
し
か
し
理
性
的
存
在
者
は
、

そ
の
能
作
性
が
向
う
べ
き
客
体
を
措
定
し
お
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、

措
定
（
知
覚
及
び
把
握
）
で
き
な
い
。
」

(
a
に
従
っ
て
）

B
の
認
識
と
同
時
に
能
作
性
B
を
自
己
に
帰
属
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
ザ
に
は
別
の
客
体

し
か
も
、
す
べ
て
の
内
的
感
覚
は
外
的
感
覚
の
再
生
に
よ

―
つ
は
客
体

(
b
に
従
っ
て
）
能
作
性
C
に

は
、
理
性
存
在
者
の
能
作
性
の
措
定
に
よ
り
制
約
さ
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
能
作

い
か
な
る
能
作
性
も
自
己
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い
る
。 フ

ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
前
提
を
な
し
う
る
た
め
に
は

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
次
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

「
推
論
的
」

理
性
的
存

「
さ
て
し
か
し
、
単
な
る
自
然
力
で
な
く
、

「
理
性
的
存
在
者
は
、
能
作
性
の

「
作
用
の
概
念
が
必
然
的
に
先

な
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
自
由
な
能
作
性
へ
の

(32) 

(
f
o
l
g
e
r
n
d
)
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
「
総
合
」
は
、
主
体
の
自
由
な
能
作
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
「
総
合
」
の

(
3
1
)
 

「
解
明
的
」

(
e
r
l
a
u
t
e
r
n
d
)

「
総
合
」
を

し
か
し
、
自
由
な
能
作
性
が
客
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
と
は
自
己
規
定
で
あ
り
、
自
己
規
定
へ
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。
自

由
な
能
作
性
の
概
念
の
み
が
与
え
ら
れ
う
る
。
そ
こ
で
外
的
感
覚
に
与
え
ら
れ
る
か
か
る
概
念
は
「
主
体
の
行
為
へ
の
要
求
」
で
あ
る
、

に
分
析
し
、

措
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
分
析
し
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
存
在
を
演
繹
す
る
。

か
の
「
要
求
」
の
原
因
は
、
少
な
く
と
も
相
手
が
「
要
求
」
を
「
理
解
し
把
握
で
き
る
」
と
い
う
可
能
性
を
前
提
し
て
い
な
け
れ
ば
な

「
要
求
」
す
る
者
が
理
性
と
自
由
の
概
念
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
に
、
他
の
理
性
的
存
在
者
が
必
然
的
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ど
ん
な
作
用
が
理
性
的
原
因
に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
な
い
か
」
と
問
い
、

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
用
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
作
用
か
と
問
う
。

客
体
の
認
識
を
も
た
ず
に
は
、

そ
の
能
作
性
の
い
か
な
る
概
念
も
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
要
求
」
で
あ
る
こ
と

つ
ま
り
こ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
何
を

（
能
作
性
の
客
体
の
）
認
識
に
よ
っ
て
し
か
可
能
と
考
え
ら
れ
な
い
も
の
は
、
認
識
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
」
従
っ
て
、

在
者
の
作
用
で
あ
ろ
と
い
う
「
確
実
な
徴
標
」
は
、
認
識
を
意
図
し
て
い
る
と
考
え
ね
ば
全
く
理
解
で
き
な
い
作
用
で
あ
る
と
い
う
点
に

(
3
4
)
 

「
教
育
」
と
も
言
い
換
え
て

求
め
ら
れ
ろ
。
そ
し
て
か
の
「
要
求
」
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
当
る
。
こ
の
「
要
求
」
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
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観
性
）
が
理
性
存
在
の
性
格
で
あ
る
」
。

ゆ
え
に

「
第
一
定
理
」
の
証
明
の
中
で
命
題
の

a
を
証
明
し
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、

向
う
対
象
を
措
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

J

の
意
味
で
先
の
命
題

b
は
明
ら
か
で
あ
る
。

問
題
は
命
題

a
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は

以
上
の
二
点
は
、
こ
の
「
演
繹
」
の
外
的
な
問
題
、

「
す
べ
て
の
哲
学
は
、
最
後
に
は
再
び
古

こ
こ
で
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

(

3

5

)

 

「
哲
学
す
る
我
々
」
で
あ
っ
て
、
当
事
者
に
あ
た
る
意
識
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
の
理
性
的
存
在
者
の
存
在
を
旗
繹
し
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
こ
の
演
繹
で
あ
る
。

第
一
に
、
こ
の
演
繹
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
が
自
己
意
識
の
成
立
時
に
、
最
低
一
人
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
他
の
理
性
的
存
在
者
が
複
数
い
る
こ
と
、
自
己
意
識
が
成
立
し
た
後
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
ほ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
に
の
べ
る
『
道
徳
論
の
体
系
』
で
は
明
言
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
自
己
意
識
が
成
立
す
る
に
は
、
他
の
自
己
意
識
が
そ
の
前
に
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
問
題
が
生
じ
る
。

最
初
の
人
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
意
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

要
求
は
、
教
育
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、

(36) 

理
性
的
存
在
者
を
想
定
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
そ
し
て
神
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
「
自
由
な
自
発
性
へ
の

い
尊
い
古
文
書
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
場
合
に
は
次
に
、
最
初
の
人
間
に
よ
る
神
の
認
識
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

は
じ
め
に
呈
示
さ
れ
た
、
認
識
と
行
為
の
「
循
環
」
で
あ
る
。
行
為
の
た
め
に
は
、
行
為
の

「
自
己
自
身
の
内
へ
還
帰
す
る
活
動
一
般
（
自
我
性
、
主

「
理
性
存
在
は
、
反
省
に
お
い
て
自
己
自
身
を
措
定
す
べ
き
で
あ
る
。
自
己
自
身
を
客

「
我
々
」
が
当
事
意
識
の
存
立
条
件
と
し
て
、

b
 
「
油
繹
」
の
検
討

他
の
理
性
的
存
在
者
の
演
繹
を
行
な
っ
て
い
る
の
は
、

第
三
者
に
あ
た
る

「
誰
が
最
初
の
人
間
の
ペ
ア
を
教
育
し
た
の
か
」
と
問
い
、
人
間
で
は
な
い

つ
ま
り
そ
の
限
界
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
内
的
な
問
題
を
考
え
よ
う
。
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い
る
か
ぎ
り
、
客
体
の
廃
棄
へ
向
か
う
「
客
体
へ
の
能
作
性
」
で
あ
る
。

(
3
8
)
 

の
措
定
は
自
由
な
能
作
性
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
命
題

a
は
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
命
題
は
、
理
論
的
態
度

に
対
す
る
実
践
的
態
度
の
優
位
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
、
彼
の
知
識
学
の
理
論
的
部
門
の
本
格
的
研
究
と
な
る
べ

こ
れ
だ
け
を
考
え
る
と
、
二
つ
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
う
る
。

II能
作
性
〉
で
あ
る
。
後
者
は
、
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
が
、
前
者
の
よ
う
に
客
体
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
活
動
性
と
し

て
そ
の
ま
ま
客
体
に
な
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
）
こ
こ
で
の
「
総
合
」
は
、
他
者
が

行
な
う
「
要
求
」
で
あ
る
か
ら
、
前
者
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
「
要
求
」
の
理
解
は
、

て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
言
語
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
か
推
測
で
き
な
い
。

（
こ
の
こ
と
は
後
で
確
認
で
き
る
だ
ろ

フ
ィ
ヒ
テ
の
先
の
用
語
を
使
え
ば
、

〈
制
約
さ
れ

た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
〉
を
措
定
す
る
〈
自
己
内
に
還
帰
し
な
い
活
動
性
〉
で
あ
ろ
う
。

(
3
9
)
 

う
。
）
こ
の
「
要
求
」
な
い
し
「
要
求
」
の
理
解

(
v
e
r
s
t
e
h
e
n
)

が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
書
い

こ
こ
で
「
類
推
」
に
よ
る
他
者
認
識
と
の
関
係
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
こ
う
。
他
者
の
「
類
推
」
の
三
つ
の
条
件
は
す
べ
て
「
要
求
」
の

つ
ま
り
客
体
と
し
て
の
〈
客
体

II能
作
性
〉
と
、
能
作
性
と
し
て
の
〈
客
体

次
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
「
総
合
」
で
あ
る
。

「
総
合
」
は
、
客
体

II能
作
性
と
表
現
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
表
現
は

き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
以
上
の
説
明
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

「
能
作
性
へ
の
自
由
な
自
己
規
定
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
客
体

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
は
、

「
自
由
な
活
動
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
客
体
が
こ
れ
を
拘
束
し
て

反
措
定
す
る
。
従
っ
て
、
世
界
直
観
に
お
け
る
活
動
性
（
客
体
の
措
定
）
は
、
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
に
制
約
さ
れ
て

の
外
に
、
別
の
活
動
性
、

「
自
己
内
に
還
帰
し
な
い
活
動
性
」

体
に
す
べ
き
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
が

、
、
、
、
、

「
有
限
な
理
性
存
在
」
は
、
制
約
さ
れ
た
「
自
己
内
へ
還
帰
す
る
活
動
性
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

(37) 

(11
「
世
界
直
観
に
お
け
る
活
動
性
」
こ
れ
は
世
界
を
客
体
に
す
る
）
を



86 

「
自
由
な
相
互
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
。

と
も
あ
れ

ィ
ー
ま
、i
 

フ

ヒ

う

嬰
求
と
そ
れ
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
行
為
の
関
係
は
、

れ
ば
な
ら
ず
、
阿
じ
間
姐
に
ぶ
つ
か
る
。

と
の

、
o

ぷ
ノ

し

まt
 

し
か
し

ま
に
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
糸
口
は
、

「
可
能
な
諸
行
為
」
の
認
識
が
生
じ
て
い
な
け

『
道
徳
論
の
体
系
』
で
与
え
ら
れ
る
。 「

可
能
な
諸
行
為
」
の
認
識
は
い
つ
の

し
て
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
行
為
一
般
だ
け
が
要
求
さ
れ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、

ヽ

っ
て
力
」

で
あ
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。

し
か
し
、

現
実
的
行
為
に
如
何
に

演
繹
の
問
題
か
ら
少
し
ず
れ
る
が
、

に
あ
た
る
。
条
件
二
（
自
分
の
身
体
、
行
動
、

な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
）
と
三
（
対
象
の
形
態
、
運
動
、

は
、
客
体
の
認
識
に
あ
た
る
。
こ
の
二
つ
は
「
循
環
」
し
て
お
り
、

推
」
に
よ
る
他
者
認
識
は
第
二
次
的
な
他
者
認
識
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

な
行
為
と
い
う
概
念
）
を
確
か
に
把
握
し
た
と
き
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
従
う
と
、
最
初
の
意
識
は
、
客
体
の
意
識
で
も
、

こ
こ
で
、
意
識
の
第
二
の
瞬
間
を
み
て
お
き
た
い
。

そ
れ
を
実
現
す
（
冠
」

「
行
為
し
な
い
こ
と

(
N
i
c
h
t
h
a
n
d
e
l
n
)

に
よ
っ
て
か
」

体
は
自
由
な
自
己
規
定
に
よ
っ
て
―
つ
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
選
択
が
な
り
立
つ
に
は
、
行
為
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
）

「
可
能
な
諸
行
為
の
領
域
の
中
で
、
主

他
方
、
行
為
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
を
実
現
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
理
性
存
在
者
は
、
行
為
へ
の
要
求
を
理
解
し
、

か
つ
こ
れ
に
反
し
て
行
為
を
つ
つ
し
む
と
き
、
彼
は
行
為
と
行
為
し
な
い
こ
と
の
問
で
自
由
に
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

「
自
由
な
作
用
」
と

と
フ
ィ
ヒ
テ

「
自
由
な
反
作
用
」

「
要
求
」
が
「
自
由
な
作
用
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
。

（
括
弧
内
は
引
用
者
の
付
記
）

J

れ
は

「
現
実
的
行
為
に
よ

「
理
性
存
在
は
、
意
図
さ
れ
た
概
念
（
自
由

自
己
の
意
識
で
も
な
く
、
他
者
の
意
識
で
あ
る
。

「
要
求
」
の
理
解
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

「類

理
解
、

つ
ま
り
他
者
の
認
識
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
条
件

（
自
分
の
自
由
の
意
識
）
は
、
自
由
な
能
作
性
の
意
識
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第
三
定
理
は
、

c
 

も
の
の
中
へ
統
一
を

の
行
為
は
自
由
な
行
為
で
あ
る
、

「
如
何
に
し
て
、
我
々
は
、
惑
性
界
の
若
干
の
対
象
に
理
性
性
の
概
念
を
転
移
し
、

こ
の
「
転
移
」

他
の
対
象
に
は
そ
う
し
な
い
の
か
。
こ
れ
は
哲
学
者
に
お
け
る
重
要
な
問
で
あ
り
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
哲
学
は
こ
れ
を
ま
だ
ど
こ
に
も

(
4
4
)

（

45) 

解
い
て
い
な
い
。
」
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
合
目
的
性
の
認
識
は
「
類
推
」
で
あ
っ
た
。

「
要
求
」
す
る
者
の
自
由
に
も
と
づ
く
。
ゆ
え
に
「
要
求
」

と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
こ
の
「
要
求
」
の
行
為
は
、
他
者
承
認
の
一
形
態
で
あ
る
の
で
、
詳
し
い
検
討

「
有
限
な
理
性
存
在
者
は
、
法
関
係
と
呼
ば
れ
る
一
定
の
関
係
に
お
い
て
他
の
理
性
存
在
者
と
共
に
あ
る
も
の
と
し
て
、

他
者
の
認
識
と
承
認
|
ー
＇
『
自
然
法
の
基
礎
』
つ
づ
き

は
、
承
認
論
の
検
討
と
し
て
行
お
う
。

に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
る
。

し
か
し

「
首
尾
一
貫
性
」
の
採
用
自
体
は
、

こ
う
し
て
、
相
手
を
理
性
的
存
在
者
と
み
な
し
た
以
上
は
、

相
手
へ
か
の

「
要
求
」

を
す
べ
く

「
首
尾
一
貫
性
」

(46) 

(
K
o
n
s
e
q
u
e
n
z
)
 

は
「
類
推
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、

同
様
に
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
な
問
を
立
て
て
い
る
。

「
持
ち
込
む
」

(
h
i
n
e
i
n
t
r
a
g
e
n
)

「
反
省
的
判
断
力
」
は
多
様
な

「
完
全
な
全
体
」

部
分
が
各
部
分
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
さ
す
、

と
ぎ
、
必
然
的
に
そ
れ
を
理
性
的
存
在
者
の

て
は
、

と
い
わ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
ひ
と
は
、
他
の
人
間
の
身
体
の
形
態
を
見
た

(
4
2
)
 

「
代
表
象
」

(
R
e
p
r
a
s
e
n
t
a
t
i
o
n
)
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
他
者
認
識
と
し

カ
ン
ト
の
反
省
的
判
断
力
に
よ
る
合
目
的
性
の
認
識
に
似
た
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
転
移
」
と
同
じ
も
の
だ
ろ
う
。
前
述
の
書
簡
と

b
e
n
)
 

で
あ
る
な
ら
、
私
は
把
握
し
て
い
な
い
。
」

と
は
各
部
分
が
全
部
分
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
、
ま
た
全

私
が
認
識
の
完
全
な
全
体
を
獲
得
し
た
な
ら
、
私
は
現
象
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
。

も
し
私
の
態
度
が
ま
だ
動
揺

(
e
i
n

S
c
h
w
e
 ,
 

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

「
理
解
す
る
、
あ
る
い
は
把
握
す
る

(
b
e
g
r
e
i
f
e
n
)
 
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
」

と
問
い
、

(
4
1
)
 

答
え
る
。

「
も
し
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二、

A
は

一、

A
は、

E
の
身
体
の
形
態
や
理
性
的
行
為
か
ら
、

こ
の
認
識
に
甚
づ
き
、

B
の
た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(
B
を
承
認
す
る
）
。

J

こ
に

A
と
B
の
二
人
が
い
た
と
す
る
。

よ
う
。 大

前
提
「
私
自
身
が
一
定
の
理
性
存
在
者
を
そ
れ
と
し
て
扱
う
限
り
で
の
み
、
私
は
一
定
の
理
性
的
存
在
者
に
、
私
を
理
性
的
存
在
者

(
5
0
)
 

と
し
て
承
認
す
る
よ
う
要
求
し
う
る
。
」

小
前
提
「
し
か
し
私
は
、
私
を
理
性
的
存
在
者
と
し
て
承
認
す
る
よ
う
に
、
私
の
外
の
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
、
全
て
の
可
能
な

(51) 

場
合
に
、
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

結
論
「
私
は
、
私
の
外
の
自
由
な
存
在
者
を
全
て
の
場
合
に
、
そ
れ
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

(
5
2
)
 

自
由
の
可
能
性
の
概
念
に
よ
っ
て
制
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

大
前
提
と
小
前
提
の
証
明
を
か
ね
て
、
現
実
的
具
体
的
な
他
者
の
認
識
を
、

(

4

9

)

 

こ
れ
の
証
明
は
次
の
「
―
―
一
段
論
法
」
に
な
る
。

ろ
う
。
因
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
承
認
と
は
、
他
者
を
自
由
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
、

(48) 

自
由
を
制
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。

「
法
関
係
」
と
は

自
己
を
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
他
の
有
限
な
理
性
存
在
者
を
自
己
の
外
に
想
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う

一
方
も
ま
た
他
方
の

「
各
人
が
自
分
の
自
由
を
、
他
者
の
自
由
の
可
能
性
の
概
念
に
よ
っ
て
制
約
す
る
ー
ー
ー
但
し
、

(
4
7
)
 

自
由
に
よ
っ
て
同
様
に
自
分
の
自
由
を
制
約
す
る
と
い
う
条
件
下
で
＇
~
」
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
相
互
承
認
の
関
係
と
い
っ
て
よ
い
だ

つ
ま
り
他
者
の
自
由
の
概
念
に
よ
っ
て
自
分
の

つ
ま
り
私
の
自
由
を
彼
の

B
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
な
認
識
を
も
つ
。

フ
ィ
ヒ
テ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
図
式
化
し
て
み
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、
承
認
と
認
識
は
不
可
分
で
あ
る
。

二
、
承
認
は
、
行
為
に
現
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
、
承
認
は
相
互
承
認
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。

(56) 」

、。
l
>
 

(57) 

「
行
為
の
み
が
、
共
通
に
妥
当
す
る
承
認
で
あ
る
。
」

J

こ
で
の
承
認
論
の
重
要
な
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

こ
の
一
か
ら
四
へ
の
進
展
が
、

あ
り
、
承
認
は
相
互
承
認
と
し
て
の
み
成
立
す
る
と
考
え
て
い
る
。

四、

A
は
、
こ
の

B
の
応
答
に
よ
っ
て
、

も
し
、

、
、
、
、
、

B
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
定
言
的
認
識
を
得
て
、

A
の
B
に
対
す
る
承
認
（
二
）
に
対
し
て
、

で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
認
識
(
-
)
を
撤
回
し
、

覚
物
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

B
の
A
に
対
す
る
承
認
（
三
）
が
生
じ
な
け
れ
ば
、

B
が
理
性
的
存
在
者
と
み
え
た
の
は
「
偶
然
的
」
で
あ
る
と
考
え
、

他
者
に
つ
い
て
の
蓋
然
的
認
識
を
定
言
的
に
す
る
の
は
、
相
互
的
な
承
認
行
為
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
他
者
認
識
が
定
言
的
に
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
承
認
行
為
は
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、

(53) 

も

う

―

つ

重

要

な

こ

と

は

、

「

首

尾

一

貫

性

」

(
K
o
n
s
e
q
u
e
n
z
)

「
自
己
自
身
と
の
一
致
」

(
E
i
n
s
t
i
m
,
 

(54)

（

55) 

m
i
g
k
e
i
t
 m
i
t
 s
i
c
h
 
s
e
l
b
s
t
)
 
..¥J
い
A

ノ
「
EEi心
足
如
虻
d
i

呻即」
(
I
)

e
n
k
g
e
s
e
t
z
)
 
1lJ,Mr ̀
つ
い
一
J

、
いN
O
e
ぃ
｝
り
占~
t
J
4
の
ス3
0

「
も
し
両
者
が
相
互
に
承
認
す
る
の
で
な
い
な
ら
ば
‘

四
、
承
認
は
、
直
接
に
は
、
他
者
へ
の
積
極
的
働
き
か
け
で
な
く
、
自
己
の
自
由
の
制
約
と
い
う
消
極
的
行
為
で
あ
る
。

た
め
に
自
己
の
自
由
を
制
約
す
る

(
A
を
承
認
す
る
）
。

三、

B
も、

か
か
る

A
の
承
認
行
為
か
ら
同
様
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
は
他
者
の
認
識
と
承
認
が
不
可
分
で

、
、
、
、
、

A
が
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
蓋
然
的
認
識
を
も
ち
、
こ
れ
に
従
っ
て

A
の

、
、
、
、
、
、
、
、

B
を
定
言
的
に
承
認
す
る
。

A
は、

B
が
理
性
的
存
在
者

B
を
「
単
な
る
感

だ
れ
も
他
者
を
承
認
し
え
な
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゜
ぅ

ヽし

こ，
 
．
 

よ
う

る
と
、
相
互
承
認
も
そ
の
根
拠
づ
け
を
失
う
で
あ
ろ
う
。

実
践
的
原
理
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
る
か
の
先
験
的
な
説
明
で
あ
っ
た
。

ま
た
、

で
あ
る
。

「
法
論
で
は
、
道

で
は
、

一
か
ら
四
の
過
程
全
体
を
み
る
な
ら
ば
、

く
「
転
移
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

つ
ま
り
、

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
述
べ
て
い
な
い
。
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、

こ
こ
で
の
他
者
認
識
は
、
類
推
で
は
な
い
。
含

五

d
 
他
者
の
認
識
と
承
認
の
検
討

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
他
者
認
識
は
、
当
事
意
識
の
行
う
個
別
的
具
体
的
な
他
者
認
識
で
あ
る
。
前
述
の
「
要
求
」
の
認
識
が
、
こ

ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
‘
類
推
で
あ
り
う
る
。
こ
こ
で
の
叙
述
だ
け
を
み
れ
ば
、
他
者
認
識
は
、
類
推
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
蓋
然
的
な
他
者
忍
識
は
、
先
に
「
要
求
」
す
る
者
の
他
者
認
識
と
し
て
の
べ
た
も
の
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

の
意
味
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、

『
学
者
の
使
命
』
で
の
類
推
と
は
、
論
理
上
も
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
相
手
の
一
方
的
認
識
で
は
な
く
、
対
話
・
交
渉
に
基
づ
い
て
類
推

が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
学
者
の
使
命
』
で
の
「
類
推
」
と
論
理
上
は
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、

そ
の
他
者
論
と
し
て

ひ
と
が
ど
の
よ
う
に
他
者
を
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
、
経
験
の
記
述
で
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
な
類
推
で
あ
れ
、
類
推
で
あ
る
か
ぎ
り
、
他
者
認
識
は
「
定
言
的
」
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
す

も
う
―
つ
の
問
題
は
「
首
尾
一
貫
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
論
と
道
徳
論
の
関
係
に
か
か
わ
る
。

彼
ら
が
全
て
、
自

I
な
存
在
者
と
し
て
並
ん
で
存
続
す
る
こ
と
は
、
必
然
的
で
は
な
い
。
従
っ
て
、

(58) 

は
、
何
か
恣
滋
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
法
概
念
は
単
に

「
技
術
的
ー
実
践
的
」

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

は
じ
め

「
類
推
」
に
基
づ

『
学
者
の
使
命
』

「
序
論
」
で
次
の

「
ナ
ベ
て
の
自
由
な
存
在
者
が
·
…
•
•
他
の
自
由
な
存
在
者
を
自
己
の
外
に
想
定
す
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
か
る
共
同
体
の
思
想
と
そ
の
実
現

(59) 

(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
 ,
 
p
r
a
k
t
i
s
c
h
)
 

徳
的
拘
束
性
に
つ
い
て
は
詔
ら
れ
な
い
。
各
人
は
、
他
の
人
々
と
社
会
の
中
で
生
き
る
と
い
う
恣
意
的
な
決
断
に
よ
っ
て
の
み
拘
束
さ
れ

「
首
尾
一
買
性
」
と
い
う
思
惟
法
則
に
甚
づ
く
。
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（
一
七
九
四
年
）
の
中
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
す
で
に
、
自
我
の
存
立
条
件
と
し
て
他
者
を
考
え
て
い
る
。

(63) 

け
れ
ば
我
は
な
く
、
我
が
な
け
れ
ば
汝
は
な
い
」

(
K
e
i
n
D
u
,
 k
e
i
n
 
I
c
h
 ;
 k
e
i
n
 
I
c
h
,
 k
e
i
n
 
D
u
)

と
い
う
よ
く
引
用
さ
れ
る
言
葉
は
、

そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
他
者
論
は
、
こ
の
言
葉
だ
け
で
あ
る
。

知
識
学
の
著
作
で
次
に
他
者
論
に
ふ
れ
て
い
る
の
は
『
第
二
序
論
』
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
自
我
性
」

(
I
c
h
h
e
i
t
)
1
1

「
主
観
ー
客
観
性
」

(
S
u
b
j
e
k
t
'
O
b
j
e
k
t
i
v
i
t
a
t
)

は
根
源
的
に
「
そ
れ
」

(
E
s
)
1
1

「
単
な
る
客
観
性
」
に
反
措

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
概
念
の
措
定
は
、
絶
対
的
で
、
他
の
措
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ず
、
定
立
的

(
t
h
e
t
i
s
c
h
)

で
あ
る
。

『
全
知
識
学
の
基
礎
』

A

知
的
直
観
と
他
者
認
識
ー
ー
＇
『
知
識
学
の
第
二
序
論
』

知
的
直
観
と
他
者
論

（
一
七
九
二
年
）

J

の

「
汝
が
な

お
い
て
。

次
に
我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
論
を
『
第
二
序
論
』
『
道
徳
論
の
体
系
』
を
使
っ
て
解
明
し
た
い
。
と
く
に
知
的
直
観
と
の
関
係
に

道
徳
論
な
く
し
て
法
論
が
成
立
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
他
者
を
理
論
的
に
演
繹
し
た
点
に
み
と
め
ら
れ
る
。

の
と
考
え
る
。
そ
の
根
拠
に
な
る
の
が
、

の
理
性
存
在
者
の
自
由
を
欲
す
る
よ
う
に
、
絶
対
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
命
題
が
、
自
然
法
と
道
徳
の
境
界
を
分

(
6
2
)
 

け
る
も
の
で
あ
る
。
…
…
道
徳
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
欲
す
る
拘
束
性
が
示
さ
れ
る
。
」

そ
の
よ
り
深
い
根
拠
は
、

法
論
と
道
徳
論
を
全
く
別
の
も

こ
ミ
、

f
ヵ

「
理
性
的
存
在
者
が
、

(60) 

て
い
る
。
」

こ
れ
は
一
見
第
一
―
一
定
理
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
そ
う
で
は
な
い
。

(61) 

「
首
尾
一
貫
性
は
意
志
の
自
由
に
依
存
し
て
い
る
」
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、

理
性
性
の
性
格
に
よ
っ
て
、

「
首
尾
一
貫
性
」
の
根
拠
づ
け
を
も
つ
か
否
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、

自
分
の
外
の
す
べ
て

そ
の
定
理
は
「
首
尾
一
貫
性
」
に
も
と
づ
い
て
い
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非
我
の
中
に
措
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
そ
れ
」
に
「
自
我
性
」
の
概
念
が
「
転
移
」

(
U
b
e
r
t
r
a
g
e
n
)
さ
れ
る
と
、

れ
」
と
「
自
我
性
」
の
「
総
合
」
か
ら
生
じ
る
。
こ
の
「
汝
」
に
対
立
す
る
「
個
人
」
と
し
て
の
「
自
我
」
の
概
念
は
、

(64) 

自
身
と
の
総
合
」
で
あ
る
。

『
自
然
法
の
韮
礎
』

で
の
記
述
に
対
応
さ
せ
て
み
る
。

「
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
」

に
あ
た
ろ
う
。

「
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
」

「
自
我
性
」
の
措
定

こ
の
「
自
我
性
」

〈
制
約
さ
れ
た
自
己
内
に
還
帰
す
る
活
動
性
〉
を
措
定
す
る
〈
自
己
内
に
還

『
全
知
識
学
の
基
礎
』

つ
ま
り
「
要
求
」
の
理
解
も
「
転
移
」
の
一
種
で
あ

る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
。
で
は
「
転
移
」
と
は
何
か
。

(65) 

e
i
n
 
N
i
c
h
t
 ,
 
S
e
t
z
e
n
)

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
具
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

(
6
6
)
 

中
の
活
動
性
が
措
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
定
の
活
動
性
が
自
我
の
中
に
措
定
さ
れ
な
い
で
、
あ
る
い
は
自
我
か
ら
取
り
去
ら
れ
て
、

（
因
に
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
「
非
我
の
全
実
在
性
は
、
全
く
自
我
か
ら
転
移
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
独
断
的
観
念
論
」
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

「
も
し
、
非
我
の
独
立
の
実
在
性
、

つ
ま
り
物
自

体
が
既
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
転
移
さ
れ
得
な
い
」
と
い
う
「
独
断
的
実
在
論
」
か
ら
の
反
論
が
成
り
立
つ
。

フ
ィ
ヒ
テ

「
自
我
の
中
の
受
動
に
よ
っ
て
非
我
の

で
は
「
非
措
定
に
よ
る
措
定
」

(
e
i
n
S
e
t
z
e
n
 
<
l
u
r
c
h
 

J

こ
で
我
々
に
は
、

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
点
、

-
）

0
 

f
 

帰
し
な
い
活
動
性
〉
と
な
ろ
う
。

こ
れ
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
「
総
合
」

あ
る
い
は

「
要
求
」

の
理
解
と
し
て
解
釈
し
た
も
の
だ
っ

と

「
そ
れ
」
へ
の
「
自
我
性
」
の
「
転
移
」
の
結
果
は
、

の
措
定
」

、
、
、

さ
れ
た

で
あ
る
。

「
そ
れ
」
の
措
定
は
、

「
自
己
内
に
還
婦
し
な
い
活
動
性
」

に
あ
た
ろ
う
。

す
る

と
い
わ
れ
て
い
た
）

、
、

し
ヵ
も

は

「
そ
れ
」

に
反
措
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

ら
し
て
同
じ
で
あ
ろ
う
）
は
、

（
こ
れ
は
『
自
然
法
の
基
礎
』

で
も

「
自
我
性
」

1ヽ

と
カ

「
自
分
自
身

、、
制
約

J

れ
を

（
自
我
性
も
自
我
性
の
措
定
も
、

「汝」

(
D
u
)
の
概
念
が
生
じ
る
。

そ
の
本
質
か

「
自
我
の
自
己

「
汝
の
概
念
」
は
「
そ
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と
こ
ろ
で
、

「
転
移
」
を
す
る
に
は
、

ヒ
テ
が
実
際
に
こ
う
考
え
て
い
た
こ
と
を
後
に
示
そ
う
。
）

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、

「知

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
そ
こ
で
は
ま
だ

動
」
を
認
識
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、

（
フ
ィ

か
の

「
要
求
」

の
理
解
は
、

し
て
、
実
際
に
転
移
が
起
こ
る
に
は
、

「
転
移
」
と
「
非
我
の
独
立
の
活
動
性
」
が
相
互
に
規
定
し
合
う
こ
と
を
示
し
て
、

）
 

(66) 

を
と
る
。

「
転
移
」
が
か
か
る
意
味
の
「
非
措
定
に
よ
る
措
定
」
だ
と
す
る
と
、

ら
「
自
我
性
」
を
取
り
去
っ
て
、

二
つ
の
立
場
の

「
そ
れ
」
の
中
に
措
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
我
は
も
は
や
自
我
で
は
な
く
な
る
。
そ
う

但
し
こ
の
解
釈
は
、
自
我
性
が
量
的
に
規
定
さ
れ
う
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
転
移
が
可
能
だ
と

「
非
我
」
で
の
例
の
よ
う
に
、
自
我
性
に
お
け
る
一
定
の
「
受
動
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
「
要
求
」
を
さ
れ
る
こ
と
が
、
自
我
性
に
お
け
る
こ
の
「
受
動
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
「
受

一
定
量
の
自
我
性
を
客
体
へ
転
移
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
そ
れ
」
の
措
定
と
「
自
我
性
」
の
措
定
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か

し
か
し
「
要

求
」
の
理
解
が
、
最
初
の
意
識
で
あ
る
以
上
、
こ
の
二
つ
の
措
定
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
ず
「
そ
れ
」
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
『
全
知
識
学
の
基
礎
』
で
、
非
我
の
自
我
へ
の
能
作
性
を
演
繹
し
た
と
き
、

(
6
8
)
 

時
間
は
演
繹
さ
れ
て
い
な
い
、
つ
ま
り
経
験
的
意
識
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
次
に
「
自
我
性
」
に
つ
い
て
確
認
し
て

品

）

（

70
）

お
こ
う
。
自
我
性
の
「
絶
対
的
定
立
」

(
e
i
n
e
a
b
s
o
l
u
t
e
 
T
h
e
s
i
s
)

は
「
事
行
」

(
T
h
a
t
h
a
n
d
l
u
n
g
)

で
あ
ろ
う
。
『
全
知
識
学
の
基

(

7

1

)

(

7

2

)

（

73) 

礎
』
で
も
、
第
一
根
本
命
題
「
我
あ
り
」
は
「
事
行
」
で
あ
り
、
「
絶
対
的
定
立
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。
『
第
二
序
論
』
で
は
、
こ
の
「
事

(
7
4
)
 

行
」
は
更
に
「
知
的
直
観
」

(intellektuelle
A
n
s
c
h
a
u
u
n
g
)
 

な
ら
な
い
た
め
に
は
、
自
我
性
の
一
定
量
を
「
そ
れ
」
へ
転
移
し
、

一
定
量
を
自
我
の
中
に
残
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま、,＇1 

「
そ
れ
」
へ
「
自
我
性
」
を
転
移
す
る
と
き
、
自
我
は
自
己
か

「
中
間
の
道
」

(
M
i
t
t
e
l
w
e
g
)
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a 

認
識
は
、

B
 

我
」
へ
の
移
行
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
一
七
九
八
年
）

と
に
か
く
、

他
者

(75) 

的
匝
観
」
を
「
す
べ
て
の
哲
学
に
と
っ
て
の
唯
一
の
確
固
と
し
た
立
場
」
と
し
て
主
張
す
る
。
彼
は
「
自
我
と
自
己
内
へ
還
帰
す
る
行
為

(
7
6
)
 

と
は
、
全
く
同
一
の
概
念
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
こ
の
「
自
己
内
へ
還
婦
す
る
行
為
」
は
「
把
握
」

(
B
e
g
r
e
i
f
e
n
)

で
は
な
く
「
単
な
る

(77)

（

7

8

)

(

7

9

)
 

匝
観
」
で
あ
り
こ
れ
を
「
知
的
直
観
」
と
名
づ
け
る
。
こ
の
知
的
直
観
は
「
意
識
で
も
自
己
意
識
で
も
な
い
」
。

に
反
省
さ
れ
ね
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
自
我
性
の
措
定
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ン
ト
は
知
的
ナ
い
観
を
認
め
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
カ
ン
ト
の
知
的
直
観
は
、
超
惑
性
的
な
存
在
へ
向

(80) 

う
も
の
だ
が
、
自
分
の
知
的
附
観
は
行
為
へ
向
う
の
で
あ
る
。
名
前
は
同
じ
だ
が
別
の
も
の
で
あ
る
。
知
識
学
は
「
よ
く
理
解
さ
れ
た
カ

(
8
1
)
 

ン
ト
の
説
」
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
説
と
全
く
一
致
す
る
。
カ
ン
ト
哲
学
の
中
で
、

(
8
2
)
 

「
純
粋
統
覚
」
と
「
定
言
命
法
」
の
意
識
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
）

「
知
識
学
が
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
、
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
に
対
し
て
、

理
念
と
し
て
の
自
我
」
を
区
別
し
て
立
て
る
。
し
か
し
両
者
は
共
に
「
個
人
と
し
て
の
自
我
」
で
は
な
い
。
前
者
は
、

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
者
は
、
個
人
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。
我
々
の
関
心
は
、

て
の
自
我
」

ま、.,r 

へ
の
移
行
で
あ
る
。

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
中
で
こ
の
よ
う
な
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

も
う
―
つ
の
「
油
繹
」
論
ー
『
道
徳
論
の
体
系
』

そ
れ
は
他
者
の
認
識
に
よ
っ
て
起
る
。

他
方
、

「
個
人
と
し
て
の
自
我
」

ま
だ
個
人
性
へ
規

か
ら
「
理
念
と
し
て
の
自

(84) 

「
我
々
は
、
こ
の
理
念
へ
た
だ
無
限
に
近
づ
く
こ
と
が
出
来
る
だ
け
で
あ
る
。
」

「
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
か
ら
「
個
人
と
し

と
こ
ろ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

「
知
識
学
が
そ
こ
で
閉
じ
る
、

フ
ィ
ヒ
テ
の
い
う
知
的
直
観
に
あ
た
る
も
の
と
し
て

（
後
論
の
た
め
に
つ
け
加
え
て
お
く
と
、

カ

意
識
さ
れ
る
に
は
さ
ら
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『
知
識
学
の
諸
原
理
に
従
っ
た
道
徳
論
の
体
系
』
で
も
、
書
名
の
示
す
よ
う
に
、

（
私
の
自
然
法
で
）
自
我
が
個
人
と
し
て
の
み
自
己
を
措
定
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
。
従
っ
て
、
個
人
性
の
意
識
は
自
我
性
の
条
件
で

あ
ろ
う
。
道
徳
論
は
、
あ
る
特
殊
な
哲
学
的
学
問
よ
り
（
そ
れ
ゆ
え
ま
た
法
論
よ
り
）
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
証
明

(85) 

は
よ
り
高
い
原
理
か
ら
導
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
こ
に
い
う
「
よ
り
高
い
原
理
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、
対
象
認
識
と
行
為
と
の
「
循
環
」
か
ら
、
他
者
に
よ
る
「
要
求
」
を
演
繹
し
た
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
「
循
環
」
を
詳
し
く
分
析
し
、

方
の
「
循
環
」
を
解
く
も
の
と
し
て
、
他
者
に
よ
る
「
要
求
」
を
演
繹
し
て
い
る
。

(86) 

「
定
立
、
理
性
存
在
者
は
、
そ
の
活
動
性
の
制
約
に
よ
る
以
外
に
は
、
如
何
な
る
認
識
も
も
た
な
い
。
」

「
反
定
立
、

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
、

る。

し
か
し
、

こ
こ
で
の
他
者
論
を

『
自
然
法
の
基
礎
』

そ
れ
が
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
二
種
の
「
循
環
」
か
ら
な
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

し
か
し
理
性
存
在
者
に
は
、
認
識
に
よ
る
以
外
に
は
、
少
な
く
と
も
理
性
存
在
者
自
身
の
中
の
或
る
も
の
の
認
識
に
よ
る

(87) 

以
外
に
は
、
如
何
な
る
自
発
性
も
帰
属
し
な
い
。
」

(88) 

活
動
性
と
認
識
の
「
循
環
」
は
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
「
循
環
」
は
両
者
の
「
総
年
j

を
考

え
る
こ
と
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
総
合
を
理
解
す
る
た
め
に
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
し
た
よ
う
に
直
接
に
分
析
し
て
ゆ
く

方
法
は
「
最
も
難
し
い
方
法
」
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
総
合
は
「
哲
学
全
体
の
中
に
現
わ
れ
る
最
も
抽
象
的
な
も
の
の
総
合
」
だ

(91)

（

92) 

フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
こ
で
は
「
よ
り
や
さ
し
い
方
法
」
を
と
る
。
そ
れ
は
「
逆
の
道
」
で
あ
る
。

れ
は
、
す
べ
て
の
意
識
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
最
初
の
点
に
つ
い
て
「
よ
く
知
ら
れ
た
徴
標
」
を
し
ら
べ
、

る
総
合
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
探
る
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
。

の
そ
れ
と
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

そ
の
中
の
一

つ
ま
り
、
そ

そ
の
中
に
、
求
め
ら
れ
て
い

「
我
々
は
す
で
に
他
の
と
こ
ろ
で

フ
ィ
ヒ
テ
は
知
識
学
に
も
と
づ
い
て
他
者
を
演
繹
す
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い
て
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
）
。

こ
こ
で
の
根
源
的
衝
動
と
根
源
的
惑
情
は
、
分
化
し
て
、
諸
々
の
規
定
さ
れ
た
衝
動
と
感
情
に
な
る
（
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
の
分
化
に
つ

(
9
6
)
 

「
諸
衝
動
と
諸
感
情
の
体
系
」
は
「
自
然
」
と
呼
ば
れ
る
。
自
然
全
体
は
「
有
機
的
全
体
」
で

J

の

あ
る
。

ル
で
、
認
識
と
活
動
性
の
総
合
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
『
自
然
法
の
基
礎
』
で
の
他
者
論
と
矛
盾
し
な
い
。
そ
こ
で
の
循
環
は
、
客
体
の
認
識
と
自
由
な
能
作
性
を
自

分
に
認
め
る
こ
と
の
循
屎
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
単
に
認
識
と
活
動
性
の
循
環
で
あ
る
。
従
っ
て
循
環
を
解
決
す
る
総
合
も
、

法
の
甚
礎
』
で
は
、
客
体
と
自
由
な
能
作
性
の
総
合
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
単
に
認
識
と
活
動
性
の
総
合
で
あ
る
。

の
活
動
性
の
反
省
が
欠
け
て
お
り
、

し
か
も
そ
の
活
動
性
は
自
由
な
活
動
性
で
は
な
い
。
自
由
の
成
立
以
前
、
反
省
の
介
在
以
前
の
レ
ベ

(95) 

「
よ
り
深
い
根
拠
づ
け
」
が
与
え
ら
れ
る
の
で

ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
他
者
を
も
ち
出
さ
ず
に
循
環
は
と
か
れ
た
。

自
我
の
「
本
質
は
絶
対
的
活
動
性
で
あ
り
、
活
動
性
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
活
動
性
は
、
客
観
的
に
把
え
ら
れ
る
と
、
衝
動

(93) 

で
あ
る
」
。
し
か
し
自
我
は
、
客
観
的
で
あ
る
或
る
い
は
存
在
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
思
惟
或
る
い
は
知
性
で
も
あ
る
。
こ
の
知
性
か
ら
、

て
の
衝
動
と
共
に
措
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
自
我
は
必
然
的
に
ま
た
こ
の
衝
動
の
感
情
と
共
に
措
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
仕
方
で
、
我
々
は
、
残
り
の
慈
識
の
系
列
を
そ
こ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
で
き
る
必
然
的
で
直
接
的
な
意
識
を
獲
得
し
た
。
残
り
の
す

べ
て
の
慈
識
‘

つ
ま
り
反
省
、
直
観
、
把
握
は
、
自
由
の
適
用
を
前
提
し
て
い
る
…
…
。
し
か
し
私
は
、
た
だ
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

感
じ
て
い
る
。
衝
動
の
こ
の
感
情
は
と
く
に
、
•
•
•
…
憧
憬
‘
欲
求
の
無
規
定
な
惑
覚
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
」

い
て
、
認
識
と
活
動
性
は
総
合
さ
れ
て
い
る
。
感
情
は
感
じ
る
こ
と
自
体
で
あ
る
。
こ
の
感
情
が
、
求
め
ら
れ
て
い
た
総
合
で
あ
る
と
フ

『
自
然
法
の
甚
礎
』
よ
り
、

「
感
情
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の

こ
こ
に
は
、
自
分

『
自
然

「
根
源
的
感
情
」
に
お

自
由
と
自
発
性
を
す
べ
て
と
り
の
ぞ
い
た
単
な
る
規
定
性
は
、

「
自
我
が
根
源
的
に
、
そ
の
客
観
的
規
定
と
し
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規
定
へ
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
傍
点
部
は
イ
タ
リ
ッ
ク
）

己
規
定
と
そ
の
認
識
と
の
循
環
は
、
次
の
よ
う
に
解
か
れ
る
。

れ
は
完
全
な
矛
盾
だ
ろ
う
。
」

な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
に
は
、

「
む
し
ろ
私
は
私
に
、

そ
れ
を
自
ら
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
生
じ
る
。

あ
る
が
、
私
の
自
然
は
そ
の
中
の
「
閉
じ
た
全
体
」
で
あ
り
、
私
が
自
然
の
ど
の
部
分
を
と
り
出
し
て
全
体
と
考
え
る
か
は
「
思
惟
の
自

(

9

7

)

(

9

8

)

 

由
」
で
あ
る
。
こ
の
私
の
自
然
は
「
私
の
身
体
」
で
あ
る
。
人
間
が
理
性
存
在
者
で
あ
る
べ
き
な
ら
、
人
間
は
何
ら
か
の
も
の
と
し
て
自

「
時
問
の
中
で
は
、
人
間
は
最
初
に
自
然
衝
動
を
意
識
す
る
」
。

(
9
9
)
 

「
社
会
が
、
彼
に
こ
の
反
省
へ
の
誘
因
を
与
え
る
」
。

「
絶
対
的
自
由
」
に
よ
っ

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
と
「
根
源
的
に
は
、
私
は
、
私
を
自
ら
自
由
な
観
念
的
活
動
性
に
よ
っ
て
規
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
、

を
自
然
衝
動
と
し
て
、

来
的
自
我
」

つ
ま
り
自
然
の
所
産
、

と
こ
ろ
で

及
び
自
然
の
部
分
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
を
意
味
し
た
」
。
こ
れ
は
自
分
の
身
体
を
見
い

出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
は
こ
の
自
然
衝
動
・
身
体
を
私
に
帰
属
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
私
は
「
実
体
的
本

「
自
由
に
活
動
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
私
は
私
を
自
由
に
活
動
す
る
も
の
と
し
て
見
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
私
は
、
自
発
性
に
よ
る
本
来
的
実
在
的
自
己
規
定
を
、
所
与
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

こ
の
場
合
、
私
は
自
由
で
は
な
く
、
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
と
な
く
現
前
し
て
い
る
と
は
、

私
は
自
己
規
定
を
持
つ
前
に
、
自
己
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。
こ
の
自

「
私
は
、
…
…
私
が
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
現
前
し
て
い
る
も
の
を
模
像

一
定
の
自
己
規
定
を
見
い
出
し
う
る
だ
ろ
う
。
私
の
自
己
規
定
が
、
私
の
手
を
加
え
る

す
る
こ
と

(
N
a
c
h
b
i
l
d
u
n
g
)

に
よ
っ
て
の
み
、

、、

そ
れ
が
概
念
と
し
て
現
前
し
て
い
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
う
る
。
あ
る
い
は
短
く
い
う
と
、
私
は
自
己

私
は
私
を
、
規
定
さ
れ
た
客
体
と
し
て
見
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

「
私
が
私
を
客
体
と
し
て
見
い
出
す
こ
と
は
、
私
が
私

不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
証
明
が
他
者
の
演
繹
と
な
る
。

て
起
る
が
、

こ
の
誘
因
は
、

必
然
的
に
反
省
を
惹
き
起
こ
す
原
因
で
は
な
い
が
、

己
を
意
識
す
べ
ぎ
で
あ
る
が
、

J

の
反
省
は
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意
識
の
「
最
初
の
状
態
」
の
時
だ
け
で
な
く
、

四邑— 在
者
を
次
の
よ
う
に
油
繹
す
る
。

き
な
い
。
そ
の
存
在
者
は
、
要
求
さ
れ
て
い
る
行
為
の
概
念
を
私
に
伝
逹
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
概
念
の
概
念
の
能
力
が
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、

こ
う
し
て
例
の
「
自
発
性
へ
の
要
求
」
を
も
ち
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
要
求
」
の
原
因
と
し
て
、
他
の
理
性
的
存

そ
の
よ
う
な
も
の
は
、

「
私
は
自
発
性
へ
の
こ
の
要
求
を
、
私
の
外
の
現
実
の
存
在
者
に
婦
属
さ
せ
ず
に
は
、
そ
れ
を
把
握
で

理
性
的
な
も
の
、
自
己
自
身
を
自
我
と
し
て
措
定
す
る
も
の
、

に
現
実
的
理
性
的
存
在
者
を
悲
定
す
る
こ
と
は
、
自
己
意
識
の
、
自
我
性
の
条
件
で
あ
る
。
」

こ
こ
で
の
他
者
論
に
つ
い
て
、
今
ま
で
述
べ
た
検
討
、
解
釈
と
関
係
す
る
若
干
の
点
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

一
、
他
者
の
類
推
の
条
件
二
（
自
分
の
身
体
、
行
動
、

最
後
の
一
撃
と
な
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
自
我
で
あ
る
。
…
…
自
己
の
他

な
い
し
そ
の
所
産
の
認
識
）
は
、
客
体
の
認
識
の
一
種
で
あ
り
、
他
者
の
想
定

、、

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
論
じ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
身
体
の
認
識
は
、
私
の
身
体
と
し
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な

（
客
体
の
認
識
一
般
と
は
違
っ
た
理
由
で
）
他
者
の
想
定
を
前
提
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
類
推
論
に
対
す
る

「
要
求
」
の
理
解
の
後
で
行
為
す
る
た
め
の
「
可
能
な
諸
行
為
」
の
認
識
が
、
ど
う
し
て
生
じ
る
か

「
要
求
」
の
認
識
に
よ
っ
て
、
自
由
に
活
動
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
認
識
が
成
立
す
る
と
、
自
分
の
身

体
の
認
識
も
ま
た
成
立
す
る
。
と
こ
ろ
で
身
体
は
、
単
な
る
物
体
で
な
く
、

(101) 

的
領
域
」
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
私
の
身
体
の
認
識
に
よ
っ
て
、

「
諸
衝
動
と
諸
感
情
の
体
系
」
で
あ
り
、
活
動
性
の
「
包
括

「
可
能
な
諸
行
為
」
の
認
識
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(102) 

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
こ
こ
で
は
、
「
要
求
」
の
原
因
と
し
て
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
に
演
繹
さ
れ
た
他
の
理
性
存
在
が
、
意
識
の
「
た
だ
一

(04)

（

105) 

「
最
初
の
状
態
」
に
お
け
る
「
一
人
の
個
人
」
で
し
か
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

問
題
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

『
自
然
法
の
基
礎
』
で
は
、

ら
な
い
点
で
、

を
前
提
し
て
い
る
こ
と
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
は

い
つ
も
い
る
こ
と
は
、

し
か
も
、

、
、
、

ア
。
フ
リ
オ
リ
に
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
が
可
能
で

「
複
数
の
個
人
」
が
い
る
こ
と
、
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る
。
こ
の
行
為
へ
の
衝
動
は
、

人
間

(
M
e
n
s
c
h
h
e
i
t
)

あ
り
！

と
そ
れ
は
私
に
向
か
っ
て
叫
ぶ
。

私
は
そ
れ
以
上

切
に
表
現
し
て
い
る
。

「
我
々
は
我
々
の
行
為
が
押
し
戻
さ
れ
る
の
を
内
面
的
に
感
じ
る
。

こ
の
分
類
か
ら
す
る
と
、

「
要
求
」
の
認
識
は
、
意
識
の
最
初
に
生
じ
る
だ
け
で
な
く
、

い
つ
で
も
繰
り
返
し
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

識
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、
、

あ
る
こ
と
を
証
朋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
証
明
と
し
て
、
彼
は
、
日
複
数
の
個
人
の
た
め
の
自
由
の
制
約
に
よ
っ
て
も
私

の
自
由
は
損
な
わ
れ
な
い
こ
と
、
⇔
私
が
彼
ら
を
現
実
的
な
も
の
と
し
て
知
覚
し
う
る
こ
と
、
を
述
べ
る
。
問
題
は
こ
の
口
で
あ
る
。

こ
の
現
実
的
な
他
者
知
覚
と
し
て
、

を
前
提
し
て
い
る
。

⑱
前
述
の
「
要
求
」
の
認
識
と
、

⑮
「
人
工
物
」

(
K
u
n
s
t
p
r
o
d
u
k
t
)

(106) 

の
二
種
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
挙
げ
て
い
る
。
後
者
は
、

の
認
識
を
媒
介
に
し
た
そ

「
私
の
外
の
現
実
的
理
性
的
存
在
者
の
概
念
」

つ
ま
り

H
の
認
識
を
前
提
し
て
い
る
と
フ
ィ
ヒ
テ
は
い
う
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
、
人
工
物
を
介
し
た
「
類
推
」
に

よ
る
他
者
認
識
は
、
他
の
理
性
的
存
在
者
の
概
念
を
前
提
と
し
、
従
っ
て
か
の
「
要
求
」
の
認
識
を
前
提
と
し
た
、
第
二
次
的
な
他
者
認

（
こ
こ
で
は
「
身
体
の
形
態
と
運
動
」
を
介
し
た
「
類
推
」
は
、
分
類
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
類
推
が
あ
る
と

し
て
、
こ
れ
も
や
は
り
、

「
他
の
現
実
的
理
性
的
存
在
者
の
概
念
」
を
前
提
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
前
提
す
る
と
す
れ
ば
、
他
者
の

類
推
の
第
四
の
条
件
と
な
る
。
そ
し
て
類
推
に
よ
る
他
者
認
識
が
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
、
も
う
―
つ
の
論
拠
が
生
じ
る
。
）

四
、
要
求
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
っ
重
要
な
発
言
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
行
為
へ
の
我
々
の
衝
動
の
制
約
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
我
々
の
外
の
自
由
へ
推
論
す
る
。
（
こ
れ
を
シ
ェ
リ
ン
グ
氏
は
適

〔

P
h
i
l
.
J
o
u
r
n
.
 
B
d
.
 I
V
 S
.
 2
8
1
§
1
3
〕

和
i

の
道
徳
的
力
が
抵
抗
を
見
い
出
す
と
こ
ろ
は
、
自
然
で
は
あ
り
え
な

こ
こ
に
、

い
。
私
は
畏
れ
な
が
ら
立
ち
尽
く
す
。

(107) 

進
ん
で
は
な
ら
な
い
。
）
」
こ
れ
に
よ
っ
て
「
要
求
」
の
理
解
が
、
行
為
の
衝
動
に
お
け
る
「
受
動
」
に
基
づ
く
推
論
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

フ
ィ
ヒ
テ
が
引
用
し
て
い
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
道
徳
的
な
行
為
へ
の
衝
動
で
あ
っ
て
、

の
「
創
作
者
」

(
U
r
h
e
b
e
r
)

の
推
理
、
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る
。
こ
の
原
理
の
演
繹
は
「
第
一
部
」
で
次
の
様
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

『
自
然
法
の
基
礎
』

よ
り
高
い
も
の
に
す
る

「
よ
り
高
い
原
理
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、

第
二
の
問
題
点
は
、
小
前
提
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

っ
て
、
他
者
の
承
認
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

知
的
直
観
と
他
者
承
認
|
|
‘
『
道
徳
論
の
体
系
』
つ
づ
き

大
前
提
「
私
の
自
我
性
と
自
立
性
は
、
他
の
も
の
の
自
由
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
自
発
性
へ
の
私
の
衝
動
は
、
…
…
他

小
前
提
「
と
こ
ろ
で
、
私
は
自
立
性
へ
の
衝
動
の
た
め
に
の
み
行
為
す
べ
き
で
あ
る
。
」

J

れ
は
、

結
論
「
ゆ
え
に
、
衝
動
の
か
か
る
制
約
の
中
に
、
他
の
も
の
の
自
由
を
妨
げ
る
こ
と
の
絶
対
的
禁
止
と
、
他
の
も
の
を
自
立
的
と
み
な

(109~ 

し
、
私
の
目
的
の
手
段
に
絶
対
に
使
用
す
る
な
と
い
う
命
令
が
あ
る
」

こ
の
推
論
で
第
一
に
問
題
に
な
る
の
は
、
大
前
提
で
あ
る
。
確
か
に
自
我
性
と
自
立
性
は
、
他
の
も
の
の
自
由
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
こ
れ
が
証
明
さ
れ
た
の
は
、
意
識
の
最
初
の
瞬
間
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
結
論
が
妥
当
す
る
の
も
意
識
の
最
初

の
瞬
間
に
お
い
て
だ
け
と
な
る
。

し
か
も
、

か
の
「
要
求
」
の
成
立
以
前
に
は
意
識
が
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
、
命
令
は
無
意
味
で
あ
り
、

「
要
求
」
に
よ
っ
て
意
識
が
成
立
し
た
な
ら
、
も
は
や
大
前
提
は
妥
当
せ
ず
、
結
論
も
妥
当
し
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
推
論
に
よ

こ
こ
で
の
他
者
論
を

『
自
然
法
の
基
礎
』
に
欠
け
て
い
た
「
首
尾
一
貫
性
」
へ
の
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

概
念
に
従
っ
て
、
端
的
に
例
外
な
く
規
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
.
ー
|
「
知
性
の
必
然
的
思
想
」
で
あ
る
、

「
道
徳
性
の
原
理
」
は
ー
「
知
性
は
そ
の
自
由
を
自
立
性
の

(llO) 

と
言
わ
れ
る
。

の
も
の
の
自
由
の
否
定
へ
向
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
」

『
道
徳
論
の
体
系
』
で
は
、
他
者
承
認
は
次
の
よ
う
に
推
論
さ
れ
る
。

b
 

(108) 

身
体
的
な
衝
動
で
は
な
い
。

「
道
徳
性
の
原
理
」
で
あ



ば
な
ら
な
い
。

ー

゜
ー

）
の
道
徳
法
則
の
意
識
が
、

よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、

(
W
o
l
l
e
n
)
の
根
拠
」
で
あ
る
。

づ
く
と
さ
れ
る
。

よ
う
に
考
え
る
。

し
か
し
、

J

れ
は
別
の
知
的
直
観
で
な
け
れ

「
自
発
性
へ
の
衝
動
」
が
、

(112) 

ら
「
要
請
」
と
い
う
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

(Ill) 

「
知
的
直
観
」
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
思
想
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
、
衝
動
に
も
と
づ
く
か

「
自
発
性
へ
の
衝
動
」

の
根
拠
づ
け
で
あ
ろ
う
。

「
絶
対
的
傾
向
」

「
絶
対
的
意
欲

こ
の
よ
う
な
絶
対
性
は
「
要
請
」

(
P
o
s
t
u
l
a
t
)

で
あ
り
「
信
仰
」

(
e
i
n
G
l
a
u
b
e
)

に
も
と

(113) 

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
は
「
信
仰
」
に
も
と
づ
き
「
無
基
底
」

(
b
o
d
e
n
l
o
s
)

体
系
』
は
他
者
の
承
認
を
「
知
的
直
観
」
と
「
信
仰
」
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
「
知

的
直
観
」
と
「
信
仰
」
の
関
係
を
考
察
し
よ
う
。

『
第
二
序
論
』
で
は
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
が
語
ら
れ
た
が
「
知
的
直
観
と
い
う
こ
の
よ
う
な
能
力
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
概
念

（叩）

に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
え
な
し
」
な
ぜ
な
ら
知
的
直
観
が
、
む
し
ろ
概
念
の
成
立
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

「
:
・
…
…
知
的
直
観
の
実
在
性
へ
の
信
仰
ー
ー
．
先
験
的
観
念
論
は
、
我
々
自
身
の
き
っ
ば
り
と
し
た
告
白
に
よ
れ
ば
、

こ
こ
か
ら
の
み
出
発
す
る
|
ー
去

J

何
か
ま
だ
よ
り
高
い
も
の
に
よ
っ
て
保
証
す
る
こ
と
、

理
性
の
中
で
示
す
こ
と
…
…
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

た
だ
我
々
の
中
で
道
徳
法
則
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
起
る
。
•
•
…
•
こ
の
法

事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
の
実
在
性
へ
の
信
仰
、
及
び
そ
の
信
仰
が
基
づ
い
て
い
る
関
心
は
、
道
徳
法
則
の
意
識
に

則
の
意
識
の
中
で
、
•
…
•
•
自
発
性
と
自
由
の
直
観
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
道
徳
法
則
と
い
う
こ
の
媒
介
に
よ
っ
て
の
み
私
は
私
を
見

(115) 
る。」

『
道
徳
論
の
体
系
』
で
は
知
的
直
観
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
従
っ
て
、

J

れ
は
「
絶
対
的
自
発
性
へ
の
傾
向

(
T
e
n
d
e
n
z
)
」
の

「
外
化
」

(
A
e
u
/
3
e
r
u
n
g
)

J

の
信
仰
が
基
づ
い
て
い
る
関
心
そ
の
も
の
を

フ
ィ
ヒ
テ
は
次
の

で
あ
る
。
結
局
我
々
か
ら
み
る
と
『
道
徳
論
の

で
あ
る
。

J

こ
で
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、

は
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で
あ
る
。
）
」

(119) 

「
全
的
自
我
」
|
|
こ
れ
は
「
自
我
性
」

「
知
性
」

「
理
性
」

『
道
徳
論
の
体
系
』
で
い
え
ば
、

知
的
に
直
観
さ
れ
る
の
は
「
自
発
性
」
で
は
な
く
、

の
下
実

(
F
a
k
t
u
m
)

と
し
て
見
い
出
す
。

べ
ら
れ
た
、

「
第
一
章
」
の
冒
頭
で
、

一
方
は
道
徳
的
本
性
を
事
実
と
し
て
認
め
、

そ
れ
で
満
足
す
る
「
普
通
の
意
識
の
立
場
」
で
あ
り
、
他
方
は
「
人
間
の
道
徳
的

『
第
二
序
論
』
で
も
、
哲
学
者
に
よ
る
知
的
直
観
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

(117) 

を
自
己
自
身
の
中
で
の
み
直
観
し
う
る
。
」

に
自
我
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
（
知
的
直
観
）
の
遂

(118) 

行
に
お
い
て
、
哲
学
者
に
想
定
さ
れ
た
自
分
自
身
の
こ
の
直
観
を
、
私
は
知
的
直
観
と
名
づ
け
る
。
」

以
上
に
よ
り
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
、
哲
学
者
が
更
に
知
的
に
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
法
則
の
意
識
が
生
じ
る
と
い

『
第
二
序
論
』
で
、

「
純
粋
統
覚
」
と
「
定
言
命
法
」
の
意
識
、

「
道
徳
性
の
学
」
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
「
道
徳
の
原
理
」
を
知

に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
。
も
し
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
哲
学
者
が
知
的
に
直
観
で
き
る
の
な
ら
ば
、
自
我
、
自
己
を
自
由
な
も
の

と
し
て
知
的
に
直
観
で
き
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
そ
う
す
る
と
、
自
己
を
自
由
な
も
の
と
し
て
意
識
す
る
た
め
に
、
他
者
の
「
要
求
」

、
、
、
、
、

は
不
要
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
は
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
を
、
哲
学
者
は
事
行
と
し
て
知
的
に
直
観

、
、
、
、
、

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
巾
文
と
し
て
知
的
に
直
観
す
る
点
に
あ
る
。

(
T
h
a
t
h
a
n
d
l
u
n
g
)
 

の
衝
動
」
で
あ
る
。

（
彼
に
と
っ
て
、

で
あ
り
、
根
源
的
自
我
に
と
っ
て
、

「
自
発
性
へ

「
自
我
に
お
け
る
主
観
と
客
観
の
絶
対
的
同
一
性
」

そ
れ
は
事
実

(
T
h
a
t
s
a
c
h
e
)

事
行

『
第
二
序
論
』
で
い
え
ば
、

「
哲
学
者
は
こ
の
知
的
直
観
を
、
意
識

え
る
。
二
つ
の
知
的
直
観
の
こ
の
解
釈
は
、

（
括
弧
内
引
用
者
）

（
括
弧
内
引
用
者
）

的
に
直
観
す
る
も
の
は
、
哲
学
者
で
あ
る
。

本
性
の
演
繹
」
を
し
よ
う
と
す
る
「
よ
り
高
い
」
立
場
、

と
い
う
。

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
道
徳
論
の
体
系
』

「
か
れ

「
か
れ
（
哲
学
者
）
は
自
我
の
前
述
の
行
為
（
知
的
直
観
）

(116) 

「
人
間
の
認
識
は
そ
の
道
徳
的
本
性
へ
、
二
つ
の
仕
方
で
関
係
し
う
る
」

（
哲
学
者
）

カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
に
当
る
も
の
と
し
て
述
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原
理
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

法
論
は
道
徳
論
か
ら
独
立
す
る
。

「
主
観
ー
客
観
」
で
あ
り
、
事
行
と
し
て
の
知
的
直
観
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
ー
で
は
な
く
、

と
こ
ろ
で
、
道
徳
法
則
の
意
識
あ
る
い
は
知
的
直
観
と
は
、

か
の
「
自
発
性
へ
の
要
求
」
を
内
的
に
感
じ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
る
と
、
こ
の
知
的
直
観
の
対
象
こ
そ
ま
さ
に
前
に
述
べ
た
能
作
性
と
し
て
の
〈
客
体

II能
作
性
〉
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
他
者
認
識
（
「
要
求
」
の
理
解
）
と
他
者
承
認
の
義
務
の
認
識
（
知
的
直
観
）
は
、

『
第
二
序
論
』
で
の
「
知
的
直
観
と
し
て
の
自
我
」
か
ら
「
個
人
と
し
て
の
自
我
」

「
個
人
と
し
て
の
自
我
」
か
ら
「
理
念
と
し
て
の
自
我
」

へ
の
移
行
は
、
他
者
の
認
識
の
問
題
で
あ
っ
た
。

へ
の
接
近
は
他
者
承
認
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
わ
か
る
。

最
後
に
『
学
者
の
使
命
』
で
の
承
認
論
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、

「
全
的
自
我
へ
の
傾

規
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
社
会
の
中
で
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。
孤
立
し
て
生
き
る
時
、
彼
は
完
全
な
人
間
で
は
な
く
、
自
己
自
身
に
矛

(121) 

盾
し
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
社
会
の
中
で
生
き
る
か
ど
う
か
は
、
各
人
の
自
由
で
あ
る
と
す
る
『
自
然
法
の
基
礎
』
に
対
立
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ
は
ま
だ
、
法
論
を
道
徳
論
で
基
礎
づ
け
、
道
徳
論
の
一
部
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
の
他
者
論
は
、
実
践
的

そ
れ
に
対
し
、

『
自
然
法
の
甚
礎
』
以
来
、

は
「
社
会
」
の
基
礎
づ
け
の
手
段
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、

他
者
の
演
繹
に
よ
っ
て
、

う
性
格
を
も
つ
か
ら
、(125) 

な
い
し
「
理
性
国
家
」
を
形
成
す
る
こ
と
が
義
務
と
な
る
。
ま
た
『
学
者
の
使
命
』
で
「
社
会
」
と
「
国
家
」
が
区
別
さ
れ
、

『
道
徳
論
の
体
系
』
で
も
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
承
認
論
は
、
道
徳
性
の
原
理
に
基
づ
い
て
お
り
、
義
務
と
い

(122)

（

123) 

『
学
者
の
使
命
』
で
の
社
会
論
と
似
た
も
の
と
な
る
。
こ
こ
で
は
「
教
会
」
「
倫
理
的
共
同
体
」
「
教
会
共
同
体
」

「
国
家
」

(126) 

「
理
性
国
家
」
に
対
し
て
「
必
要
国
家
」

(
N
o
t
h
s
t
a
a
t
)

が
区

「
人
間
は
、
社
会
の
中
で
生
き
る
よ
う
に

内
的
に
捉
え
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
客
体

II能
作
性
〉
を
外
的
に
捉
え
る
こ
と
と
、

「
純
粋
活
動
性
」

(120) 

向
」
で
あ
る
。
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よ
う
に
、
他
者
の
認
識
と
承
認
の
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

っ
て
、

フ
ィ
ヒ
テ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る

い
わ
ば
存
在
論
的
に
演
繹
し
た
こ
と
。
他
者
認
識
と
他

(127) 

別
さ
れ
、
こ
れ
は
「
理
性
国
家
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
」
と
み
な
さ
れ
る
。

(129) 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
理
性
国
家
」
で
は
「
各
人
が
神
に
な
る
」
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

(130) 

序
が
神
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
『
神
的
な
世
界
統
治
へ
の
我
々
の
信
仰
の
根
拠
に
つ
い
て
』
で
の
有
名
な
発
言
に
通
じ
て
い
る
。
ま

「
あ
の
生
き
生
き
し
た
作
用
的
な
道
徳
的
秩

た
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
の
「
理
性
的
存
在
者
の
国
」
と
い
う
考
え
に
通
じ
て
お
り
、
ラ
ウ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
後
期
の

(131)

（

132) 

絶
対
者
の
現
象
論
へ
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
者
承
認
の
問
題
は
、
信
仰
の
問
題
、
宗
教
論
へ
移
っ
て
ゆ
く
。

フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
を
論
じ
る
な
ら
、
本
来
は
そ
の
言
語
論
や
身
体
論
に
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
以
上
に
よ

フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
に
お
け
る
他
者
論
の
重
要
性
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
こ
で
、
初
期
フ
ィ
ヒ
テ
の
他
者
論
の
独
創
性
を
挙

げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
他
者
の
類
推
の
条
件
で
あ
る
自
己
認
識
と
対
象
認
識
と
身
体
の
認
識
が
、

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
。
他
者
の
存
在
を
自
己
意
識
の
存
立
条
件
と
し
て
、

者
承
認
の
不
可
分
性
を
様
々
の
面
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
何
よ
り
も
、
冒
頭
の
問
に
真
剣
に
と
り
く
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ

う
。
我
々
が
も
し
理
論
と
実
践
の
関
係
を
根
本
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、

注(

1

)

 

]
.
 
G
.
 Fichte, J
.
 
G
.
 F
i
c
h
t
e
s
 
W
e
r
k
e
,
 hrsg. von I•H• 

Fichte, 
G
r
u
y
t
e
r
,
 1
8
4
5
 |
 18
4
6
,
 
B
d
.
 VI, S. 3
0
2
.
 

(
以
下

S

W
VI, 3
0
2

と
い

う
よ
う
に
略
す
。
） 結

び

そ
れ
自
体
、
他
者
の
認
識
を
条
件
と
し
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(2)H• 

H
e
i
m
s
o
e
t
h
,
 F
i
c
h
t
e
,
 
E
r
n
s
t
 
R
e
i
n
h
a
r
d
,
 
1923, S. 141. 

A. S
c
h
u
r
r
,
 
D
i
e
 F
u
n
k
t
i
o
n
 d
e
s
 Z
w
e
c
k
b
e
g
r
i
f
f
s
 in F
i
c
h
t
e
s
 T
h
e
o
r
i
e
 

d
e
r
 
Interpersonalitat, 
in 
:
 Er
n
e
u
e
r
u
n
g
 d
e
r
 T
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
a
l
p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 i
m
 A
n
s
c
h
l
u
j
]
 a
n
 K
a
n
t
 u
n
d
 F
i
c
h
t
e
,
 
R
e
i
n
h
a
r
d
 

L
a
u
t
h
 z
u
m
 60. 
G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
,
 Hrsg•K• 

H
a
m
m
a
c
h
e
r
 u
n
d
 
A. M
u
e
s
,
 
F
r
o
m
m
a
n
n
,
 
1979, 
S. 360, 
367. 
C• 

K
.
 H
u
n
t
e
r
,
 
D
e
r
 

I
n
t
e
r

、ers
o
n
a
l
i
t
a
t
s
b
e
w
e
i
s
in 
F
i
c
h
t
e
s
 f; 誌
h
e
r
a
n
g
e
w
a
n
d
e
r
 p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
r
 P
h
忠
sophie,
A
n
t
o
n
 H
a
i
n
,
 
1973, 
S. 
181. 
~
.
l
.
.
j

で
は
、

フ
ィ
ヒ
テ
が
最
初
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
猶
、
フ
ン
タ
ー
の
こ
の
本
に
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

(

3

)

 

S

W

 VI
,
3
0
2
.
 

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
イ

(

4

)

現
象
学
の
他
者
論
が
そ
う
で
あ
り
、
イ
ン
ド
哲
学
で
は
、
七
世
紀
、
喩
伽
行
派
の
法
称
に
他
者
論
が
あ
り
、
「
そ
の
内
容
は
、
唯
識
論
、
即

ち
仏
教
観
念
論
の
立
場
に
於
て
如
何
に
し
て
他
我
の
存
在
を
証
明
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
」
（
北
川
秀
則
「
仏
教
に
於
け
る
他
我
存
在
の

一
証
明
」
『
文
化
』
東
北
大
学
文
学
会
、
一
九
五
四
年
、
第
十
八
巻
）
。

(

5

)

こ
れ
以
前
の
著
作
に
お
け
る
他
者
へ
の
言
及
に
つ
い
て
は
、

H
u
n
t
e
r
,
ibid., 
S. 12, A
n
m
.
 3
を
参
照
。

(

6

)

 

S

W

 VI
,
 301. 

(

7

)

 

S

W

 VI
,
3
0
2
.
 
こ
こ
で
身
体
に
関
す
る
問
が
他
者
に
関
す
る
問
と
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
『
自
然
法
の
基
礎
』
や
『
道
徳
論
の
体
系
』

や
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
で
他
者
認
識
が
身
体
を
媒
介
に
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
小
論
で
は
身
体
論
に
は
あ

ま
り
深
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

(

8

)

 

S

W

 VI
,
3
0
3
.
 

(

9

)

 

S

W

 VI
,
 305. 

(

1

0

)

 

Ibid. 

(
1
1
)
 

S

W

 VI
,
3
0
5
 f.
 

(

1

2

)

 

S

W

 VI
,
3
0
4
.
 

(

1

3

)

 

W
.
 Ja
n
k
e
,
 
H
i
s
t
o
r
i
s
c
h
e
 
D
i
a
l
e
k
t
i
k
,
 
G
r
u
y
t
e
r
,
 1977, 
S. 155. 

(

1

4

)

フ
ィ
ヒ
テ
は
、
他
者
を
大
抵
は
他
の
理
性
的
存
在
者
と
呼
び
、
そ
の
本
質
を
自
由
と
考
え
る
。
つ
ま
り
人
間
の
本
質
を
理
性
や
自
由
と
考
え
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
、
思
想
史
の
中
で
把
え
直
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
こ
ま
で
立
ち
入
れ
な
か
っ
た
。

小
論
の
検
討
は
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
の
内
部
で
、
そ
の
内
在
的
な
理
解
の
た
め
に
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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(

1

5

)

 

S
W
 VI, 2
9
4
.
 

(

1
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2
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(

1

7

)

 

J. 
G
.
 Fichte, 
B
r
i
e
f
w
e
c
h
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e
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,
 
hrsg. v
o
n
 
H. S
c
h
u
l
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,
 O
l
m
s
,
 1
9
6
7
,
 B
d
.
 I, 
S. 4
9
6
.
 

(
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