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る。
自
ら
の
哲
学
の
出
発
点
を
い
ず
れ
に
置
く
か
に
つ
い
て
、
そ
の
困
難
さ
が
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

「
現
代
に
お
い
て
よ
う
や
く
哲
学
に
お
け
る
始
ま
り
を
見
出
だ
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
意
識
が
生
じ
て
き
た
。
こ
の
難
し
さ
の
根

拠
と
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
と
は
い
ろ
い
ろ
述
べ
ら
れ
て
き
た
。
哲
学
の
始
ま
り
は
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
か
あ
る
い
は

無
媒
介
な
も
の
か
の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
し
た

(

1

)

 

が
っ
て
、
哲
学
の
始
ま
り
の
仕
方
を
い
か
よ
う
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
反
論
が
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。

こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
た
近
代
哲
学
の
抱
え
る
宿
命
的
問
題
点
は
、
そ
の
ま
ま
デ
ィ
ル
タ
イ
が
負
っ
た
「
哲
学
諸
体
系
の
無
政

府
状
態
」
の
課
題
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
自
ら
の
哲
学
的
出
発
点
を
「
生
」

L
e
b
e
n

な
る
も
の
に
置
い
た
そ
の
時
か

ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
否
応
な
く
そ
の
「
生
の
哲
学
」
へ
の
様
々
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

『
大
論
理
学
』
第
一
巻
の
は
じ
め
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
る
。

ー

小

デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
け
る
歴
史
的
生
の
構
造

松

洋

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
で
あ
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あ
り
、
事
実
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
規
定
は
、

た
だ
そ
の
哲
学
が
自
ら
の
形
成
過
程

有
」
が
そ
の
後
様
々
な
解
釈
、
論
議
を
生
ん
だ
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
」
も
、

(
3
)
 

ル
ト
）
あ
る
い
は
「
相
対
的
ア
。
フ
リ
オ
リ
な
も
の
」

ヘ
ー
ゲ
ル
が
唱
え
た
無
前
提
的
無
時
間
的
直
接
性
と
し
て
の
論
理
学
的
始
ま
り
で
あ
る
「
純
粋

(

2

)

 

「
非
合
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
」

（
ク
ラ
ウ
サ
ー
）
と
い
っ
た
一
見
奇
異
な
表
現
で
批
判
な
い
し
は
解
釈
さ
れ
て
き

た
経
緯
を
持
つ
。
生
を
自
己
の
哲
学
の
根
底
に
置
く
こ
と
で
デ
ィ
ル
タ
イ
が
目
指
し
た
も
の
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
な
り
の
知
の
普

遍
妥
当
性
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
形
而
上
学
的
に
「
上
か
ら
」
構
成
す
る
道
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
取
り
得
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
獲

得
し
よ
う
と
し
た
知
は
、
絶
対
知
で
も
な
け
れ
ば
純
粋
理
性
に
よ
る
知
で
も
な
く
、
歴
史
的
に
い
わ
ば
「
下
か
ら
」
構
成
さ
れ
る
べ
ぎ

知
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
う
述
べ
る
。
「
哲
学
と
は
何
か
、

各
人
の
好
み
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
は
歴
史
の
中
か
ら
経
験
的
に
の
み
見
出
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
こ
の
歴
史
は
む
ろ
ん

そ
こ
か
ら
我
々
が
今
日
な
お
出
発
し
、
自
分
自
身
の
中
に
お
い
て
哲
学
を
体
験
す
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
生
動
性
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な

（
三
"
1
8
5
)

。
生
を
指
標
に
し
た
歴
史
の
経
験
的
理
解
、
こ
の
姿
勢
の
根
底
に
あ
る
の
は
「
個
人
は
歴
史
を
単
に
外
か
ら
観

(

4

)

 

察
す
る
の
で
は
な
く
、
歴
史
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
」
（
ニ
,
2
7
7
)

と
す
る
人
間
存
在
の
根
源
的
歴
史
性
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
着
目

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
終
生
変
わ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
哲
学
史
的
研
究
へ
の
打
ち
込
み
方
も
こ
う
し
た
点
で
の
み

理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
哲
学
の
本
質
を
規
定
す
る
課
題
は
…
…
必
然
的
に
体
系
的
立
場
か
ら
歴
史
的
立
場
へ

導
く
」

(
V
,
3
6
4
)

と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
明
言
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

の
あ
る
位
置
で
取
っ
た
あ
る
立
場
の
表
現
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
表
現
し
た
も
の
は
、
あ
る
状
況
で
の
一
人
あ
る
い

は
複
数
の
思
想
家
に
と
っ
て
、
哲
学
の
仕
事
と
し
て
必
要
か
つ
可
能
な
も
の
と
見
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
」

し
た
歴
史
的
研
究
の
最
大
の
成
果
を
我
々
は
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
期
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ら
な
い
」

(
<
9
 
3
6
3
)

。
こ
の
透
徹

J

の
問
い
は
、

（
リ
ー
ベ
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体
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
」

で
は
こ
う
し
た
歴
史
的
洞
察
を
デ
ィ
ル
タ
イ
に
可
能
に
し
た
生
と
は
一
体
何
か
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
現
実
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
に

先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
」
と
デ
ィ
ル
タ
イ
ぱ
言
う
が
、
端
的
に
生
け
る
現
実
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
の
ぱ

む
し
ろ
生
そ
の
も
の
の
規
定
で
は
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
生
を
自
ら
の
戦
略
的
概
念
と
し
て
展
開
し
よ
う
と
し
た
学
的
意
図
そ
の

も
の
に
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
を
通
じ
て
視
野
に
収
め
よ
う
と
し
た
も
の
、
そ
れ
は
次
の
こ
と
ば
の
中
に
十
分
表
現
さ
れ
て
い
よ
う
。

「
我
々
は
現
実
を
捉
え
た
い
の
だ
。
そ
し
て
認
識
論
的
考
察
の
過
程
で
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
、

せ
ら
れ
て
い
な
い
事
実
性
に
お
け
る
現
実
は
、
精
神
の
世
界
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
我
々
に
と
っ
て
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
」

(

I

 
,
 

9

1

)

。
生
と
い
う
タ
ー
ム
を
介
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
は
、
端
的
に
「
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
」

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
他
の
所
で
言
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
全
体
的
で
完
全
な
現
実
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
素
朴
実
在
論
的
な
、
無
い
も
の
ね
だ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

限
っ
て
は
、
そ
う
し
た
純
粋
経
験
と
も
い
え
る
よ
う
な
直
接
的
現
実
が
、

う
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
確
か
に
時
と
し
て
楽
観
的
に
過
ぎ
る
面
が
あ
る
こ
と
ほ
否
定
出
来
な
い
。
し
か
し
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら

理
解
し
よ
う
」
と
す
る
生
の
内
在
的
理
解
を
標
榜
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
生
の
認
識
は
、

う
も
の
で
あ
っ
た
。

お
あ
つ
ら
え
む
き
に
存
在
す
る
と
高
言
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

「
生
の
全
体
的
把
握
に
対
し
て
は
、
様
々
の
移
り
変
わ
る
生
経
験
か
ら
生
の
相
貌
が
出
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
生
動
性
と
と
も
に
法
則
、
理
性
と
と
も
に
恣
意
と
い
う
よ
う
に
矛
盾
に
満
ち
、
常
に
新
た
な
姿
を
見
せ
、
こ
う
し
て
個
々
の
場

合
に
は
明
ら
か
な
場
合
が
あ
る
に
せ
よ
、
全
体
と
し
て
は
全
く
謎
で
あ
る
。
精
神
は
、
諸
々
の
生
関
係
と
そ
れ
に
基
づ
く
諸
経
験
を
全

（三,
8
0
)

。

い
か
な
る
媒
介
物
か
ら
も
変
化
さ

つ
ま
り
、
精
神
的
世
界
に

や
は
り
避
け
が
た
い
難
点
を
と
も
な

現
実
を
、
生
け
る
全
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
確
か
に
魅
力
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
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て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

先
駆
け
と
な
っ
た
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
に
も
共
鳴
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
、
哲
学
が
あ
く
ま
で
知
の
普
遍
妥
当
性
の
確
立
を
目
指
す

以
上
、
そ
の
対
象
が
変
転
極
ま
り
な
い
「
謎
」
の
ま
ま
で
は
、
全
体
知
に
は
と
う
て
い
届
か
な
い
と
い
う
危
険
性
が
生
じ
て
こ
よ
う
。

「
生
の
哲
学
が
、
生
の
哲
学
と
な
る
た

こ
う
し
た
点
を
、
例
え
ば
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
『
生
の
哲
学
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
難
じ
て
い
る
。

め
に
は
、
生
の
形
式
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
、
生
の
哲
学
に
と
ど
ま
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
固
定
し
た
形
式
を
拒
否
し
な
け
れ
ば

(

5

)

 

な
ら
な
い
。
形
式
を
持
つ
こ
と
も
な
ら
ず
、
形
式
を
持
た
な
い
で
お
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
言
わ
せ
れ

ば
、
生
の
哲
学
の
成
功
不
成
功
は
、
な
に
よ
り
も
、
混
沌
た
る
内
容
の
「
生
の
カ
オ
ス
」
か
ら
「
生
の
コ
ス
モ
ス
」
を
作
り
出
せ
る
か

否
か
、

に
か
か
っ
て
く
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
生
そ
の
も
の
が
い
か
に
豊
か
な
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
認
識
す
る
理

「
反
哲
学
的
」

ら
で
あ
る

(R.
4
8
-
9
)

。
し
か
し
、
常
に
流
動
し
て
止
ま
な
い
生
と
、
限
定
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
形
式
と
の
矛
盾
相
克
を
い
か
に
し

て
も
生
の
哲
学
は
克
服
し
得
な
い
と
リ
ッ
ケ
ル
ト
は
結
論
づ
け
、
体
系
を
果
た
し
得
な
い
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
世
界
全
体
の
把
握
（
世
界

観
）
も
不
可
能
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
リ
ッ
ケ
ル
ト
に
よ
る
批
判
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
の
一
面
を
た
し
か
に
衝
い
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
反
面
、

ケ
ル
ト
は
厳
密
な
る
認
識
主
観
の
構
成
を
保
と
う
と
す
る
あ
ま
り
、
彼
の
哲
学
は
内
容
と
形
式
と
の
峻
別
に
終
始
し
て
、
内
容
そ
の
も

の
の
実
質
に
は
踏
み
込
ま
ず
、

た
だ
純
粋
な
形
式
の
み
持
つ
と
い
う
指
摘
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
歴
史
へ
の
感
覚
」
を

賞
賛
し
つ
つ
も
次
の
よ
う
に
言
う
と
き
、

リ
ッ

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
は
歴
史
の
内
実
に
本
格
的
に
分
け
入
ら
う
と
す
る
姿
勢
が
は
じ
め
か
ら
欠
け

「
文
化
史
が
哲
学
体
系
の
構
築
に
対
し
て
も
必
要
不
可
欠
の
材
料
で
あ
る
と
き
は
、
我
々
は
よ
り
一
層
歴
史

哲
学
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
に
お
い
て
歴
史
学
を
軽
視
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、

論
形
式
を
欠
く
な
ら
ば
、
生
の
哲
学
は
と
う
て
い
学
た
り
得
ず
、

し
か
し
、
歴
史

「
無
原
理
の
原
理
」
に
終
わ
る
し
か
な
い
も
の
だ
か
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々
の
関
係
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
」

つ
ま
り
、

ら
く
り
の
よ
う
に
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
」

(R.
4
9
)
。

「
人
間
が
生
み
出
し
た
所
産
の
全
て
は
、
精
神
的
生
と
そ
の
外
界
と
の
諸

的
な
も
の
は
哲
学
者
に
と
っ
て
は
た
だ
材
料
で
し
か
な
い
。
そ
の
内
容
を
歴
史
的
に
で
は
な
く
、
体
系
的
に
組
織
し
、
す
べ
て
の
単
な

る
歴
史
的
な
も
の
を
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
の
み
、
哲
学
者
は
哲
学
に
至
る
こ
と
を
期
待
し
得
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
哲

コ
ス
モ
ス
と
し
て
統
一
的
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界
を
、
偶
然
が
導
く
ま
ま
に
像
が
次
々
と
変
化
す
る
の
ぞ
き
か

リ
ッ
ケ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
、
生
は
、
け
っ
き
ょ
く
学
の
外
に
あ
る
カ
オ
ス
に
帰

「
思
惟
と
生
と
の
ク
レ
パ
ス
に
は
決
し
て
橋
を
架
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
」

(R.
1
8
1
)

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
の
実
相
を
直
視
し
た
と
き
、
そ
れ
が
い
か
に
様
々
に
矛
盾
し
た
姿
を
呈
し
て
い
た
と
し
て
も
、
生

は
「
カ
オ
ス
」
と
の
み
片
付
け
ら
れ
る
貧
し
い
存
在
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
中
に
あ
え
て
目
的
論
的
な
い
し
は

発
展
的
構
造
を
見
出
だ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

価
値
と
を
産
み
出
し
、
こ
れ
ら
富
と
価
値
の
あ
ら
ゆ
る
概
念
は
、

る
生
動
的
関
係
も
見
出
だ
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

II 

着
し
、

学
者
は
、

「
歴
史
的
生
は
創
造
す
る
。
そ
れ
は
常
に
活
動
し
て
富

(
G
i
i
t
e
r
)

と

た
だ
こ
の
歴
史
的
生
の
活
動
の
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
と

彼
は
言
う
（
ニ
,
1
5
3
)

。
生
は
た
だ
無
目
的
に
の
み
動
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
人
間
社
会
の
共
同
体
と
様
々
の
文
化

体
系
を
作
り
出
し
た
根
幹
そ
の
も
の
、
創
造
的
力
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
お
い
て
、
個
人
と
全
体
と
の
真
の
意
味
に
お
け

(
V
`
 
372)。
外
的
環
境
が
精
神
的
生
を
制
約
す
る
一
方
で
、
精
神
的
生
は
環
境
に
向
か
っ
て

合
目
的
的
に
慟
き
か
け
る
と
い
う
構
造
が
生
の
根
底
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

「
精
神
的
世
界
に
お
け
る
価
値
や
富
の
こ
の
止
ま
る
こ
と
の
な
い
創
造
の
担
い
手
は
、
諸
々
の
個
人
、
そ
れ
ら
の
個
人
が
作
用
し
あ
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次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

う
共
同
体
、
そ
し
て
文
化
体
系
で
あ
る
。
個
人
と
個
人
と
の
間
の
作
用
は
、
個
人
が
価
値
の
実
現
の
た
め
に
様
々
の
規
則
に
従
い
、
様

々
の
目
的
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
協
働
作
用
の
い
か
な
る
種
類
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に

は
、
人
間
の
本
質
と
関
係
し
、
そ
れ
ら
個
体
を
結
び
つ
け
る
生
の
関
係
、
あ
る
核
が
存
在
す
る
」

デ
ィ
ル
タ
イ
が
右
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
壮
大
な
生
の
世
界
観
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

的
世
界
を
い
わ
ば
生
の
大
宇
宙
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
各
々
の
個
人
は
生
の
小
宇
宙
で
あ
り
、
両
者
は
生
の
目
的
論
的

構
造
の
上
か
ら
は
、
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
デ
ィ
ル
タ
イ
は
終
始
主
張
し
て
倦
む
こ

「
こ
の
社
会
は
構
造
を
も
っ
た
諸
々
の
個
人
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
に
お
い
て
も
同
じ
構
造
的
規
則
性
が
現

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
個
人
に
お
け
る
主
観
的
で
持
続
的
な
合
目
的
性
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
発
展
と
し
て
現
わ
れ
る
。
個
人
の
精
神
的

「
我
々
が
歴
史
の
意
味
を
表
わ
す
ど
の
定
式
も
、

概
念
が
も
っ
て
い
る
力
で
す
ら
も
、
目
標
と
い
う
単
に
考
え
ら
れ
た
も
の
よ
り
は
む
し
ろ
、
我
々
の
努
力
す
る
意
志
、
生
の
労
苦
と
そ

、
、
、
、

の
中
で
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
の
喜
ば
し
い
意
識
、
と
い
っ
た
自
己
経
験
の
中
に
こ
そ
あ
る
。
」

(
I
,
9
7
 

生
の
哲
学
が
目
指
す
も
の
は
、

(
V
,
 
3
7
5
)

。

「
哲
学
は
人
問
の
構
造
に
基
づ
い
て
い

傍
点
筆
者
）

（手
1
5
3
-
4
)

。

た
だ
我
々
自
身
の
生
き
た
内
面
の
反
映
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
世
界
の
あ
り
様
を
、
生
け
る
も
の
と
し
て
単
に
対
象
的
に
観
察
す
る
こ
と
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
の
行
為
そ
の
も
の
が
生
け
る
体
験
と
し
て
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

る」

(
V
,
3
7
5
)

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
親
友
三
ル
ク
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で

「
人
は
生
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
単
に
生
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

規
則
性
は
社
会
的
生
の
規
則
性
へ
と
形
を
変
え
る
の
で
あ
る
」

と
が
な
か
っ
た
。

（
歴
史
の
）
進
歩
と
い
う

つ
ま
り
、
社
会
的
歴
史
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験
の
中
に
私
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
と
分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」

容
を
文
字
通
り
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
す
る
。

と
我
々
自
身
の
生
と
の
感
情
の
中
に
現
わ
れ
た
関
係
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
て
、
我
々
は
こ
れ
ら
の
印
象
に
関
心
を
向
け
る
。
そ
こ
で
我

々
は
統
覚
し
、
区
別
し
、
結
合
し
、
判
断
し
、
推
論
す
る
。
対
象
の
把
握
作
用
に
よ
っ
て
、
ま
た
様
々
の
感
情
を
基
礎
に
し
て
、
生
の

そ
れ
ぞ
れ
の
瞬
問
や
外
的
原
因
が
我
々
自
身
の
生
や
衝
動
の
組
織
体
に
対
し
て
も
つ
価
値
に
つ
い
て
の
評
価
が
一
層
正
し
い
も
の
に
な

る
。
こ
う
し
た
価
値
評
価
に
導
か
れ
て
、
我
々
は
合
目
的
的
な
意
志
行
為
に
よ
っ
て
、
環
境
の
性
質
を
変
え
た
り
、
自
分
自
身
の
生
の

過
程
を
意
志
の
内
的
活
動
に
よ
っ
て
、
我
々
の
欲
求
に
適
合
さ
せ
た
り
す
る
。
こ
れ
が
人
間
の
生
で
あ
る
」

イ
の
「
自
己
省
察
」
の
目
は
、
自
分
自
身
を
も
こ
の
分
析
記
述
の
対
象
に
し
て
し
ま
う
。

か
り
の
研
究
を
年
老
い
た
私
の
年
で
完
成
で
き
る
か
と
思
い
悩
み
、
何
を
な
す
べ
き
か
と
思
案
す
る
。
こ
の
体
験
の
内
に
は
あ
る
ひ
と

る
者
に
対
し
て
は
、

い
う
の
で
は
な
く
、
人
は
生
を
様
々
の
形
の
中
で
忠
実
に
追
い
求
め

(
n
a
c
h
l
e
b
e
n
)
、
生
の
中
に
あ
る
諸
々
の
結
果
を
内
か
ら
引
き
出

さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
哲
学
は
、
生
を
、

(

6

)

 

め
、
最
後
ま
で
考
え
抜
く
行
為
な
の
で
す
」

(B.
2
4
7
)

。
そ
れ
ゆ
え
、
生
の
哲
学
者
に
と
っ
て
、

考
え
る
哲
学
者
自
身
に
絶
え
ず
「
自
己
省
察
」

つ
ま
り
そ
の
諸
関
係
に
お
け
る
主
体
を
生
動
性
と
し
て
意
識
に
ま
で
高

S
e
l
b
s
t
b
e
s
i
n
n
u
n
g
 

「
私
は
夜
中
目
が
醒
め
た
ま
ま
、
始
め
た
ば

(
V
,
 
3
7
3
)

。
デ
ィ
ル
タ

（手
1
3
9
)

。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
「
体
験
」
の
内

「
体
験
は
、
そ
れ
を
捉
え
よ
う
と
す

目
を
向
け
た
と
き
、
そ
こ
に
見
出
だ
さ
れ
る
の
は
、
知
覚
、
記
憶
、
思
考
過
程
、
衝
動
、
感
情
、
欲
求
、
意
志
行
為
が
様
々
の
し
か
た

で
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
心
的
生
の
連
関
、
意
識
の
事
実
性
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
れ
こ
そ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う

「
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
」
の
拠
点
、
端
的
に
言
っ
て
「
体
験
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
個
の
客
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
私
に
と
っ
て
の
そ
れ
の
存
在
は
、
そ
の
体

「
知
覚
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
外
界
の
諸
々
の
原
因
の
多
様
性
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
原
因
群

を
促
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
己
自
身
の
内
に

「
生
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
そ
れ
を
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い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
点
に
あ
っ
た
。

と
牽
引
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
（
ニ
,
1
3
9
-
4
0
)

。

「
人
間
精
神
の
所
産
の
多
様
さ
を
そ
の
根
源
か
ら
認
識
す
る
可

つ
の
構
造
的
意
識
連
関
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
的
把
握
が
こ
の
連
関
の
某
礎
と
な
り
、
こ
の
上
に
、
こ
の
対
象
に
把
握
さ
れ
た
事
実

に
つ
い
て
の
思
い
煩
い
、
悩
み
、
こ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
い
っ
た
態
度
が
生
じ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す
べ
て
ほ
、
そ

れ
自
身
の
構
造
連
関
を
な
し
て
、
私
に
対
し
て
存
在
す
る
。
私
は
こ
の
状
態
を
は
っ
き
り
意
識
し
よ
う
と
す
る
。
構
造
的
に
関
係
づ
け

ら
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
を
分
析
す
る
。
私
が
こ
の
よ
う
に
取
り
上
げ
た
も
の
の
す
べ
て
は
体
験
自
身
の
中
に
含
ま
れ
、
そ
う

し
て
の
み
解
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
私
が
体
験
を
把
握
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
体
険
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
諸
契
機
に
基
づ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
生
涯
の
中
で
た
と
え
時
間
的
に
隔
た
り
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
契
機
と
楠
造
的
に
結
び
つ
い
た
い
ろ
い
ろ
な
体
験
ヘ

と
引
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
私
は
過
去
に
吟
味
し
た
こ
と
の
あ
る
様
々
の
研
究
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
労
作
が
成
立
し

た
様
々
の
経
緯
が
、
と
お
い
過
去
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
別
の
契
機
が
私
を
未
来
へ
と
誘
う
。

目
の
前
に
あ
る
も
の
は
、

さ
ら
に
果
て
る
こ
と
の
無
い
努
力
を
私
に
要
求
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
私
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
思

い
煩
い
、
こ
の
仕
事
に
対
し
て
覚
悟
を
決
め
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
「
に
つ
い
て
、
に
対
し
て
、
を
目
指
し
て
」

(
i
l
b
e
r
,

von, auf,) 

と
い
う
関
係
、
回
想
さ
れ
た
も
の
、
未
来
的
な
も
の
へ
の
体
験
さ
れ
た
も
の
の
関
係
す
べ
て
が
、
私
を
、
過
去
へ
と
あ
る
い
は
未
来
へ

一
見
デ
ィ
ル
タ
イ
流
の
「
精
神
分
析
」
と
映
る
こ
の
叙
述
は
、

し
か
し
、
デ
ィ
ル
ク

イ
の
心
理
主
義
の
側
面
を
表
し
て
い
る
と
し
て
も
、
心
理
学
の
絶
対
化
な
の
で
は
な
い
。
彼
の
ね
ら
い
は
、
哲
学
を
基
礎
‘
、
つ
け
る
も
の

が
、
孤
立
し
た
知
の
形
式
、
単
な
る
認
識
論
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
人
間
の
精
神
活
動
の
全
領
域
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

「
自
己
省
察
」
は
、
思
考
し
、
惑
じ
、
意
欲
す
る
「
統
一
的
人
間
」
が
、

「
そ
の
構
造
に
よ

っ
て
様
々
の
生
の
領
域
へ
作
用
す
る
」
（
三
,
1
7
6
)

そ
の
あ
り
様
を
捉
え
よ
う
と
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
独
自
の
概
念
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
と
し
て
の
意
識
の
現
実
性
と
共
に
、
我
々
は
は
じ
め
て
、
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III 

ろ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

「
私
が
あ
な
た
が
た
に
示

能
性
」
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る

(
V
,
3
6
1
)

。
日
常
で
の
何
気
な
い
し
ぐ
さ
、
友
人
関
係
か
ら
芸
術
、
法
律
、
様
々
の
学
問
、
社
会
や

国
家
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
精
神
の
全
活
動
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
混
ざ
り
合
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
客
観

化
さ
れ
た
様
々
の
生
の
組
織
と
向
き
合
う
哲
学
は
、
必
然
的
に
こ
の
自
己
省
察
を
方
法
論
上
の
中
心
に
置
き
、
あ
る
普
遍
妥
当
性
を
も

っ
た
知
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
姿
勢
の
中
に
、
彼
の
言
う
哲
学
の
認
識
論
的
自
己
省
察
す
な
わ
ち

「
す
で
に
生
じ
た
こ
と
の
体
験
か
ら
い
か
に
し
て
人
間
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
の
直
観
的
・
概
念
的
連
関
が
形
成
さ
れ
る
か
、
と

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
に
も
相
当
す
る
認
識
論
的
基
点
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し

て
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
が
、
そ
れ
ま
で
の
ス
コ
ラ
哲
学
的
教
義
と
一
線
を
画
し
て
出
て
き
た
の
と
同
じ
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
自
己

省
察
も
、
伝
統
的
形
而
上
学
の
「
理
性
の
学
」
か
ら
抜
け
出
し
、
そ
れ
が
作
り
上
げ
て
き
た
諸
々
の
概
念
連
関
の
中
の
残
滓
を
捨
て
去

若
き
日
の
日
記
に
「
す
べ
て
の
考
察
は
こ
の
世
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
世
の
う
ち
に
生
き
、
た
え
ず
こ
の
世
か
ら
問
う
こ
と
を
促
さ
れ

(

7

)

 

て
い
る
人
間
は
、
決
し
て
超
越
者
の
う
ち
に
生
き
て
は
い
な
い
」
と
記
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

性
」
に
求
め
た
。

一
貫
し
て
自
己
の
学
の
足
場
を
「
此
岸

一
八
九
八
年
か
ら
続
い
た
「
哲
学
の
体
系
」
講
義
の
序
論
で
も
彼
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

し
た
く
思
う
の
は
、
単
な
る
講
壇
哲
学
で
は
な
い
。
現
代
の
理
解
か
ら
の
み
正
し
い
哲
学
の
こ
と
ば
が
あ
な
た
が
た
に
生
じ
て
く
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
日
の
世
代
を
規
定
し
、
そ
の
哲
学
に
刻
印
を
与
え
て
い
る
現
代
の
特
徴
を
把
握
し
よ
う
。
我
々
の
時
代
の
も
っ
と
も

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
哲
学
的
意
識
」
（
ニ

4

)

端
的
に
言
っ
て
精
神
の
自
律

(
A
u
t
o
n
o
m
1
e
)

へ
の
高
ま
り
を
見
出
だ
そ
う
と
し
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ま
っ
て
い
る
。

し
て
し
ま
い
、

問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、

一
ー
チ
ェ
が
排
斥
し
た
歴
史
的
な
も
の

普
遍
的
特
徴
は
、
そ
の
現
実
感
覚
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
関
心
の
此
岸
性
な
の
で
あ
る
」
（
三
,
1
9
0
)

。
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
教
授
と
し
て
教

壇
に
立
ち
な
が
ら
、
な
お
か
つ
自
ら
の
展
開
し
よ
う
と
す
る
哲
学
を
講
壇
哲
学
で
は
な
い
と
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
実
際
決
し
て
当
時

(

8

)

 

の
哲
学
の
主
流
に
身
を
置
い
た
人
で
は
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
鋭
敏
な
時
代
意
識
か
ら
い
っ
て
も
、
世
紀
末
的
哲
学
者
の
内
に
数

ニ
ー
チ
ェ
と
同
時
代
人
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

恐
ろ
し
い
こ
と
ば
を
述
べ
た
」
(
B
.
2
3
8
)

と
、
前
述
の
ヨ
ル
ク
に
告
白
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
も
ま
た
、
彼
な
り
に
十
九
世
紀
末
の
時

「
恐
る
べ
き
早
さ
で
破
局
が
我
々
に
迫
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
不
信
仰
、

不
可
視
的
な
も
の
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
真
の
連
関
に
彼
ら
が
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
だ
す
確
信
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

「
こ
の
虚
無
の
苦
悩
、

む」

(B.
1
5
6
-
7
)
 

と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。

「
社
会
の
不
変
的
秩
序
に
対
す
る
信
仰
の
消
減
」
（
三
,
1
9
2
)

を
直
視
し
た
デ
ィ
ル

(B. 1
5
6
)

。

い
か
な
る
深
い
確
信
に
も
存
す
る
無
秩
序
の
意
識
、
人
生
の
価
値
や
目
的
に
つ
い
て
の
こ
の
不
安
」

1
9
4
)

を
時
代
の
思
潮
に
見
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
ニ
ー
チ
ェ
の
突
き
つ
け
た
、
い
っ
さ
い
の
価
値
の
虚
妄
性
は
、
あ
ら
わ
な
現
実

「
自
己
省
察
に
よ
っ
て
、
＿
歴
史
的
世
界
は
比
類
の
無
い
自
発
的
生
動
性
へ
進

こ
と
を
確
信
し
、
精
神
科
学
の
自
立
こ
そ
、
こ
の
目
標
に
貢
献
す
る
と
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
、

代
へ
の
危
機
感
は
切
迫
し
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
狂
気

ニ
ー
チ
ェ
は
「
個
人
の
目
的
を
文
化
の
発
展
か
ら
分
離
」

(VIII,
2
0
1
)
 

「
個
人
」
は
な
ん
ら
の
固
定
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
も
持
ち
得
な
い
た
め
に
、

ニ
ー
チ
ェ
の
狂
気
を
こ
う
し
た
個
人
主
義
の
絶
対
化
に
見
た
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

か
え
っ
て
、
空
虚
な
存
在
に
な
っ
て
し

（三
9

こ
と
が
、
我
々
を
こ
の
破
局
に
導
く
の
で
す
」

つ
ま
り
、
み
じ
め
な
…
・
：
大
衆
か
ら
人
問
を
解
放
し
、

タ
イ
は
、

「
ニ
ー
チ
ェ
は
な
ん
と
い
っ
て
も
実
に
時
代
の

え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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の
中
に
、
逆
に
、
時
代
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
も
の
、
あ
る
発
展
的
構
造
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ
く
、

「
ニ
ー
チ
ェ
は
、
歴
史
的
事
実
を
文
化
の
目
的
連
関
を
理
解
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、

っ
て
い
た
」
（
三
,
2
0
1
)

と
彼
は
断
じ
る
。
こ
の
点
に
我
々
は
精
神
科
学
の
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
と
、

と
を
分
け
た
一
端
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
哲
学
に
期
待
し
た
も
の
は
、

ま
っ
た
く
の
素
人
に
と
ど
ま

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
思
想
家
ニ
ー
チ
ニ

を
人
間
性
の
内
に
高
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
性
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
改
善
す
る
」
（
三
,
2
0
0
)

こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
な
も
の
の
中
に
生
を
肯
定
す
る
要
素
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
哲
学
自
身
の
中
に
取
り
入
れ
る
こ
と
は
果
た
し

て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
し
て
機
能
す
る

の
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
中
で
体
験
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
個
人
的
生

と
、
社
会
的
・
歴
史
的
世
界
と
が
、
生
の
目
的
論
的
構
造
上
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
我
々
の
目
に
映
る
後
者
の
世
界
は
、

前
者
を
は
る
か
に
凌
篤
す
る
複
雑
さ
と
「
途
方
も
な
い
広
が
り
」
（
ニ
,

1
1
9
)

を
持
つ
。
し
か
も
歴
史
的
意
識
の
立
場
を
徹
底
す
れ
ば
、

史
の
目
は
、

（
華

7
7
)

と
い
う
認
識
に
行
き
着
か
ざ
る
を
得
な
い
。
な
る
ほ
ど
こ
の
歴

か
つ
て
世
界
の
連
関
を
、
概
念
的
連
関
に
よ
っ
て
強
引
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
諸
々
の
形
而
上
学
諸
体
系
の
限
界
づ
け
と

い
う
一
定
の
役
割
を
担
う
。
が
し
か
し
、
そ
れ
は
も
う
一
方
で
、
人
間
の
認
識
努
力
そ
の
も
の
の
相
対
化
、

イ
自
身
の
こ
と
ば
に
も
そ
の
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
か
の
如
き
言
い
方
が
随
所
に
散
見
さ
れ
る
。

当
然
「
歴
史
上
の
一
切
の
生
の
形
式
は
相
対
的
で
あ
る
」

ひ
い
て
は
ニ
ー
チ
ェ
的
な

「
あ
ら
ゆ
る
尺
度
の
廃
棄
」

(¥/Ill,
1
9
4
)

に
逆
転
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
持
ち
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
生
を
核
に
置
こ
う
と

す
る
哲
学
が
、
そ
の
歴
史
的
生
に
よ
っ
て
自
ら
の
哲
学
を
解
体
さ
せ
て
し
ま
う
事
態
を
招
き
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
デ
ィ
ル
タ

「
哲
学
が
そ
の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
立
場
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
果
た
す
か
は
、
社
会
の
全
体
に
対
す
る
関
係
と
、
そ
れ
と
同

「
生
の
積
極
的
な
価
値
に
つ
い
て
の
感
情
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な
し、

゜

も
の
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
も
、

ー
ル
に
あ
て
た
晩
年
の
書
簡
を
読
め
ぼ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、

究
努
力
は
「
相
対
性
か
ら
全
体
性

(
T
o
t
a
l
i
t
a
t
)
」

る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、

時
に
、
時
代
、
場
所
、
境
遇
、
人
格
に
よ
っ
て
異
な
る
様
々
の
文
化
状
況
に
よ
っ
て
条
件
‘
‘
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
は
、

あ
る
一
定
の
対
象
や
一
定
の
方
法
に
よ
っ
て
固
定
し
た
限
定
を
さ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」

(
V
,
 
3
6
6
)

。

「
歴
史
的
比
較
の
す
べ
て
に
つ
き
ま
と
う
あ
る
困
難
さ
が
、
こ
こ
で
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
歴
史
的
比
較
は
、
そ
れ
が
比
較
す
る

も
の
の
特
徴
を
選
択
す
る
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
あ
る
基
準
を
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
基
準
が
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
先
の
方

式
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
私
が
こ
こ
で
呈
示
す
る
こ
と
は
、

ま
っ
た
＜
暫
定
的

(provi s
o
r
i
s
c
h
)

性
質
の
も
の

で
あ
る
。
…
…
諸
々
の
体
系
を
歴
史
的
公
式
で
捉
え
る
こ
と
が
す
で
に
し
て
主
観
的
性
格
の
み
を
も
つ
の
で
あ
る
」

（華
9
9ー

1
0
0
)

。

ガ
ダ
マ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
相
対
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
答
え
を
さ
が
し
て
も
無
駄
で
あ

「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
正
し
い
答
え
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
相
対
性
の
問
題
は
、
そ
も
そ

(

9

)

 

も
彼
自
身
の
現
実
的
問
題
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
ト
レ
ル
チ
が
端
的
に
ま
と
め
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研

へ
の
志
向
と
し
て
し
か
形
容
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
相
対
主

義
の
克
服
へ
の
本
格
的
取
り
組
み
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
り
、
決
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
弁
的
統
一
に
よ
る
主
知
主
義

ヘ
濁
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ガ
ダ
マ
ー
は
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
公
開
さ
れ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
フ
ッ
サ

「
精
神
の
発
展
」
と
い
う
観
点
で
は
生
の
形
式
は
や
は
り
「
相
対
的
」
な

(JO) 

「
歴
史
に
基
づ
く
体
系
的
研
究
」
が
こ
の
問
題
の
解
決
に
つ
な
が
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、
歴
史

の
全
体
的
連
関
を
読
み
解
く
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
的
有
効
性
、
と
り
わ
け
生
の
自
己
省
察
の
そ
れ
が
、
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら

そ
の
場
合
、
ま
ず
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
歴
史
的
・
社
会
的
世
界
の
全
体
は
、
生
の
客
観
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
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IV 

る
。
生
が
多
様
な
連
関
に
お
い
て
表
出
す
る

(
Ve
r
a
u
B
e
r
i
c
h
u
n
g
)

事
態
は
、

の
み
で
あ
る
」

(VII,
1
4
8
)

と
い
う
観
点
ー
生
に
お
け
る
共
通
性
ー
を
あ
く
ま
で
守
り
つ
つ
、

こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

宗
教
家
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、

よ
り
高
次
の
歴
史
的
認
識
論
の
中
で
捉

え
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
我
々
は
生
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
哲
学
そ
の
も
の
も
人
間
の
様
々
の
精
神
活
動
の
中
の
一
形
態
で
あ
る

つ
ま
り
、
世
界
全
体
の
解
釈
に
向
か
う
の
は
、
哲
学
者
ば
か
り
で
は
な
く
、
文
学
者
、

さ
ら
に
哲
学
内
部
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
諸
々
の
形
而
上
学
が
構
築
し
て
き
た
世

界
観
も
や
は
り
同
じ
部
類
に
属
す
る
。
生
の
哲
学
が
自
己
省
察
を
中
心
に
し
て
世
界
認
識
を
完
遂
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
対
象

と
な
る
世
界
も
ま
た
、
人
間
の
全
精
神
活
動
つ
ま
り
感
じ
求
め
表
象
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
実
相
を
呈
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
の
哲
学
に
分
け
入
っ
た
者
は
、
芸
術
、
宗
教
そ
し
て
哲
学
自
身
へ
の
視
座
を
も
含
ん
だ
、

あ
る
総
合
的
知
の
理
論
を
形
成
す
る
よ
う
駆
り
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
課
題
の
解
決
と
し
て
提
出
し
た
中
で
、
彼
が
最
も
力
を
注
い
だ
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
に
見

え
る
形
と
し
て
作
ら
れ
、
現
在
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
文
書
、
記
録
、
文
学
作
品
な
ど
の
解
読
解
釈
の
し
か
た
を
、
単
な
る
技
術
論

か
ら
、

よ
り
深
い
認
識
論
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
初
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
書
か
れ
た

(11) 

こ
と
ば
の
中
で
物
に
な
っ
た
思
想
は
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
、
死
ん
だ
も
の
、
客
体
か
ら
、
そ
の
主
体
性
を
取
り
戻
す
」
を
追
う
か
の
よ

う
に
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
内
的
な
も
の
は
、

た
だ
言
語
の
中
に
の
み
、
そ
の
完
全
で
余
す
と
こ
ろ
の
な
い
、
し
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
客
観
的
に
理
解
し
得
る
表
現
を
見
出
だ
す
…
…
そ
れ
ゆ
え
理
解
の
技
術
は
、
そ
の
中
心
を
、
書
か
れ
た
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
人
間

「
精
神
が
理
解
す
る
の
は
、

精
神
が
創
造
し
た
も
の



(
<
＂
 
3
1
9
)

。
む
ろ
ん
こ
こ
で
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
歴
史
的
世
界
を
言
語
的
世
界
に
矮
小
化

し
て
、
問
題
の
出
し
方
そ
の
も
の
を
は
じ
め
か
ら
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
生
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
時
間
性
と
い
う
も
の
を
考
え
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
意
図
は
あ
る
程
度
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
面

が
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
生
は
た
え
ず
未
来
が
現
在
に
、
現
在
が
過
去
へ
と
経
て
い
く
「
流
れ
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

的
確
保
は
、
こ
と
ば
に
よ
る
記
憶
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
だ
け
に
言
語
理
解
に
よ
る
解
釈
は
、

と
を
要
求
さ
れ
よ
う
。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
に
お
い
て
、
体
験
（
個
）
と
理
解
（
全
体
）
と
の
相
互
作
用
に
注
視
す
る
。
個
人
の
様
々
の
内
的
営
み
や
態
度

は
、
そ
れ
自
体
は
す
べ
て
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
様
々
に
変
化
し
続
け
る
心
的
現
象
を
ど
れ
だ
け
観
察
し
記
述
し
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
た
だ
生
の
時
間
的
継
続
性
が
あ
る
の
み
で
、
体
験
の
深
ま
り
へ
ほ
進
展
し
な
い
。
ゆ
え
に
、
自
己
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ

の
生
の
客
観
態
が
示
す
精
神
的
所
産
の
諸
々
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
の
内
に
、

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
我
々
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
、
歴
史
的
に

よ
り
一
層
生
動
的
で
あ
る
こ

「
個
人
の
生
の
視
野
の
拡
大
」
（
ニ
"
1
4
1
)

を
見
出
だ

「
習
俗
、
習
慣
、
政
治
的
連
関
、
宗
教
的
過
程
な
ど
の
知
識
を
伝
達
す
る
究
極
の
前
提
は
、

が
自
ら
の
内
で
体
験
し
た
連
関
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
原
細
胞
は
体
験
な
の
で
あ
る
」

を
知
る
の
は
他
な
る
者
を
媒
介
に
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
深
ま
っ
た
自
己
へ
の
観
察
が
、

す
る
（
汝
に
お
け
る
我
の
再
発
見
）
目
を
養
う
。
こ
う
し
た
循
環
的
構
図
が
成
立
す
る
。

つ
ね
に
歴
史
家

さ
ら
に
他
な
る
者
を
理
解

現
在
化
す
る
技
術
に
よ
っ
て
、
共
に
体
験
す
る
と
き
、
生
自
身
の
芝
居
に
よ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
か
ら
教
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
さ

(12) 

し
く
我
々
の
本
質
は
拡
大
し
、
我
々
自
身
の
も
の
よ
り
ず
っ
と
力
強
い
心
的
力
が
、
我
々
の
存
在
を
高
め
る
の
で
あ
る
」
(

I

,
 

9

1

)

。

「
現
在
と
い
う
単
な
る
瞬
間
と
し
て
あ
る
限
り
観
察
さ
れ
な
い
」

（
手

1
6
1
)
。
ザ
竿
本
的
に
は
、
自
己
が
自
己

（
三
"
7
8
)

と
い
う
根
本
的
難
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
の
根
本

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

38

存
在
の
名
残
り
を
解
釈
す
る
こ
と
に
あ
る
」

そ
れ
は
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る」 甚
礎
に
し
て
、
諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

が
っ
て
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
先
天
的
性
格
を
も
た
な
い
、
生
そ
れ
の
み
に
根
ざ
し
た
内
在
的
概
念
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
生
の

捉
え
方
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
様
々
に
適
用
さ
れ
、
互
い
に
関
連
し
あ
う
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
上
位
下
位
の

固
定
し
た
関
係
も
な
く
、
そ
の
数
自
体
一
定
で
は
な
い
。
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
っ
て
は
た
だ
「
そ
の
妥
当
性
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ

(W" 
1
9
7
)

。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
歴
史
的
世
界
と
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
個
人
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
あ

っ
て
は
、
明
ら
か
に
、
作
品
と
、
こ
れ
を
そ
の
創
作
過
程
に
遡
っ
て
分
析
し
よ
う
と
す
る
解
釈
者
と
の
関
係
に
対
応
す
る
。
作
品
の
分

析
は
、
対
象
の
他
者
性
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
剥
が
し
て
い
く
（
追
体
験
）
そ
の
過
程
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
生
け
る
過
程
と
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、
分
析
す
る
者
は
、
作
品
を
解
釈
し
な
が
ら
己
れ
の
内
に
帰
り
、
自
己
自
身
を
深
め
る
体
験
か
ら
ま
た
解
釈
に
向
か
う
運
動
そ
の

も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
的
創
作
に
つ
い
て
は
「
著
者
が
自
分
自
身
を
理
解
し
て
い
た
よ
り
も
さ
ら
に
よ

と
る
の
で
は
な
く
、

「
体
験
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
体
験
と
理
解
と
の
「
漸
近
的
解
明
」
の
交
互
作
用
か
ら
、
生
の
連
関
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
が
、
こ
の
過
程

の
中
で
ぱ
じ
め
て
生
の
実
質
的
あ
り
よ
う
を
示
す
存
在
概
念
す
な
わ
ち
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
文
字
通
り
生
彩
を
帯
び
て
く
る
。

生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
意
義
、
価
値
、

つ

ま
り
、
そ
れ
は
生
の
諸
々
の
部
分
を
全
体
に
結
び
つ
げ
、
全
体
的
理
解
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の

目
的
、
能
動
と
受
動
、
時
間
性
な
ど
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
ら
は
従
来
の
主
に
自
然
認
識
の

た
め
の
「
形
式
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
は
明
確
に
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

「
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
体
験
に
つ
け
加
わ
っ
て
、
そ
れ
を
形
づ
け
る
し
か
た
を

（
逆
に
）
生
そ
の
も
の
の
時
間
的
に
経
過
す
る
際
の
構
造
的
形
式
が
、
意
識
の
統
一
に
基
づ
い
た
形
式
的
操
作
を

（
手

2
0
3
)

。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
枚
挙
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
し
た
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「
類

「
諸
々
の
現
象
の
多
様
性
は
、
そ
の
機
能
が

＜
著
者
を
理
解
す
る
」
（
ニ
,
2
1
7
)

こ
と
す
ら
あ
り
得
る
。
で
は
、
歴
史
の
全
体
に
お
い
て
は
歴
史
家
は
こ
う
し
た
生
動
的
な
分
析
を
、

最
後
ま
で
維
持
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
数
多
く
の
史
料
が
、
脈
絡
の
な
い
「
個
別

的
存
在
」
と
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
創
作
物
に
あ
る
よ
う
な
、
そ
の
作
者
の
な
ん
ら
か
の
整
合
的
な
意
図

が
直
接
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
様
々
に
相
異
な
る
意
図
の
系
列
が
極
め
て
錯
綜
し
た
姿
を
呈
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
う
し

た
個
々
の
事
実
を
た
だ
羅
列
し
て
も
、
そ
れ
は
記
録
に
は
な
っ
て
も
「
歴
史
」
に
は
な
り
得
な
い
。

来
事
の
脈
絡
を
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
際
限
も
な
く
求
め
る
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

た
っ
て
は
、
選
択
の
原
理
が
存
在
す
る
」
（
ニ
,
1
6
4
-
5
)

こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
体
験
と
理
解
の
交
互
作
用
と
こ
う
し

た
選
択
の
原
理
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
の
か
。
そ
こ
で
、
個
と
全
体
と
の
間
に
、
両
者
を
媒
介
す
る
中
間
項
と
し
て
デ
ィ
ル
タ

(13) 

イ
は
「
類
型
」
概
念
を
見
出
だ
す
の
で
あ
る
。

「
歴
史
家
と
、
彼
が
そ
の
中
か
ら
様
々
の
人
物
を
脈
打
つ
生
に
よ
み
が
え
ら
そ
う
と
す

つ
ね
に
人
間
本
性
の
類
型
と
い
う
も
の
が
あ
る
」
(

I

,
 

3
2
)

。
こ
の
類
型
は
、
消
極
的
な
意
味
で
は
「
主
観
的

「
一
連
の
個
々
の
事
例
か
ら
共
通
な
も
の
を
取
り
出
す
単
純
な
概
括
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
（
ニ
,
1
8
8
)

。
な
ぜ
な
ら
、

と
つ
の
単
一
な
事
例
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
も
の
を
表
示
す
る
も
の
」
（
三
,
1
7
3
)

で
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
で
な
い
な
ら
ば
、
我
々
に
は
た
だ
事
実
の
連
鎖
を
ひ
た
す
ら
追
う
こ
と
し
か
残
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
イ
デ

ア
ー
ル
テ
デ
プ
ス
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

、
、
、
、
、
、

完
全
に
果
た
さ
れ
て
い
る
理
想
的
な
事
例
を
中
心
に
し
て
区
分
け
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

な
類
型
」
つ
ま
り
「
様
々
の
事
実
か
ら
同
種
の
も
の
を
析
出
す
る
」

（ニ＂

1
8
8
 

傍
点
筆
者
）
。

し
か
し
、
類
型
を
作
り
出
す
そ
の
方
法
的
妥
当
性
は
い
ず
れ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
答
え
て
言
う
。

「ひ

(

I

 
,
 

4
0
)

分
類
の
域
を
出
な
い
が
、

し
か
し
、
類
型
は
単
に

る
史
料
と
の
問
に
は
、

「
歴
史
家
の
テ
ー
マ
を
な
す
対
象
の
統
一
化
に
あ

「
歴
史
家
は
あ
る
一
点
か
ら
、
出
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い
全
体
的
観
察
だ
っ
た
と
い
え
る
。

の
契
機
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」

型
的
な
も
の
を
抽
象
的
思
惟
の
形
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
ひ
と
つ
の
目
的
論
的
連
関
が
前
提
に
お
か
れ
る
」
（
三
,
1
7
3
)
 

と
。
こ
こ
で
我
々
は
い
ま
一
度
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
的
生
の
創
造
性
を
思
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
の
個
人
的
生
に
お
い
て
も
、

価
値
を
感
じ
、

目
的
を
立
て
、
意
義
を
見
出
だ
す
と
い
う
一
定
の
方
向
性
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
、
全
体
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
に

々
の
段
階
や
特
殊
な
諸
形
態
は
反
駁
さ
れ
る
が
、

し
か
し
、
そ
の
根
は
生
の
中
で
持
続
し
、

「
あ
る
類
型
の
個

も
価
値
、
富
、
目
的
な
ど
が
時
代
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
作
用
し
あ
う
、
あ
る
規
則
的
性
格
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
生
の
根
源
的
創

(14) 

造
性
の
中
に
あ
っ
て
は
類
型
は
単
な
る
観
想
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
れ
自
身
発
展
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

る」

(¥illl,
8
7
)

。
周
知
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
晩
年
こ
の
類
型
論
を
世
界
観
の
歴
史
的
比
較
の
中
で
展
開
し
た
が
、
彼
以
後
「
洪
水

(15) 

の
よ
う
に
流
行
し
た
類
型
も
の
」
と
は
異
な
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
哲
学
そ
の
も
の
を
発
生
論
的
観
察
．
の
対
象
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

「
世
界
観
ほ
思
惟
の
産
物
で
は
な
い
。
現
実
の
把
握
と
い
う
こ
と
は
世
界
観
形
成
の
重
要
な
契
機
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
た
だ
ひ
と
つ

（
蚤

8
6
)

と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
述
べ
る
と
き
、
そ
の
言
明
の
ね
ら
い
は
、
哲
学
者
達
の
そ
れ
ぞ
れ
の
概

念
的
体
系
を
突
破
し
て
彼
ら
の
個
人
的
な
「
類
型
的
生
構
造
」

（
三
,
9
8
)

そ
の
も
の
に
ま
で
迫
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
突
破

し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
の
果
て
に
見
据
え
た
の
は
世
界
観
そ
の
も
の
の
底
層
で
あ
る
生
の
「
気
分
」
で
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
う
し

た
一
見
不
確
か
な
生
の
底
層
す
ら
自
己
の
歴
史
的
意
識
の
中
に
入
れ
る
こ
と
す
ら
あ
え
て
辞
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
生
の
哲
学

が
示
そ
う
と
し
た
も
の
は
、
歴
史
的
存
在
で
あ
る
こ
と
の
我
々
人
間
の
自
覚
の
高
ま
り
で
あ
り
、
自
己
自
身
の
生
へ
の
倦
む
こ
と
の
な

「
あ
た
か
も
植
物
学
者
が
植
物
を
い
く
つ
か
の
網
に
分
類
し
て
、
そ
の
生
長
の
法
則
を
探
求
す
る

よ
う
に
、
哲
学
の
分
析
者
は
世
界
観
の
諸
類
型
を
探
し
出
し
て
、
そ
の
形
成
の
合
法
則
性
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う

な
比
較
的
考
察
方
法
が
、
人
間
精
神
を
、
こ
れ
ら
の
世
界
観
の
ひ
と
つ
で
真
理
そ
の
も
の
を
捉
え
た
と
確
信
し
て
し
ま
う
制
約
性
を
越

つ
ね
に
新
し
い
形
態
を
生
み
出
す
の
で
あ
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デ
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す
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デ
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史
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