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い
る
」
と

ス
ピ
ノ
ザ
の
精
神
、

身
体
と
そ
の
変
様

一
見
す
る
と
「
人
間
精
神
」
に
は
実
質

「
人
間
精
神
と
そ
の
最
高
の
幸
福
と
の
認
識
へ
と
、
あ
た
か
も
手
を
と
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
み
が
述
べ
ら
れ
て

序

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ
て
そ
の
冒
頭
に
書
き
記
さ
れ
て
も
い
る
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
は
、

的
に
そ
れ
自
身
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を
肯
定
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
こ
の
と
き
「
人
間
精
神
」
は
ま
っ
た
く
「
自
己
疎
外
」
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
ま
た
、
「
人
間
精
神
を
構
成
す

る
観
念
の
対
象
は
身
体
、
ま
た
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
あ
る
延
長
の
様
態
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
」

(
E
2
P
l
3
)

こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
非
充
全
的
な
「
第
一
種
の
認
識
」
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
「
身
体

c
o
r
p
u
s
」
と
「
そ
の
変
様

corporis
affectiones」

は
、
「
観
念
」
が
身
体
を
そ
の
対
象
と
す
る
と
い
わ
れ
る
以
上
、
こ
の
「
人
間
精
神
」
の
「
自
己
疎
外
」
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
は
し
ま

い
か
。
そ
し
て
そ
れ
な
ら
ば
こ
こ
に
お
い
て
、
「
人
間
精
神
と
そ
の
最
高
の
幸
福
と
の
認
識
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
以

外
の
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
『
エ
チ
カ
』
は
そ
の
記
述
と
矛
盾
す
る
内
容
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
て

中

田

勝

也
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し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
矛
盾
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
こ
に
矛
盾
を
見
出
す
思
考
こ
そ
が
「
自
己
疎
外
」
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示

、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
観
念
」
や
「
精
神
」
と
と
も
に
「
身
体
」
の
身
分
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
い
か
な
る
「
人
間
精
神
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
と
っ
て
も
少
な
く
と
も
確
実
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
本
論
に
お
い
て
は
目

た
と
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
観
念
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

「
観
念
と
は
、
精
神
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
形
成
す
る
精
神
の
概
念
の
こ
と
で
あ
る
。
」

(
E
2
D
3
)

「
真
の
観
念
は
そ
の
対
象
と
一
致

convenire
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

(
E
1
D
6
)

ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
真
の
観
念
に
お
い
て
「
真

v
e
r
u
m
と
い
う
こ
と
ば
は
、
単
に
観
念

idea
と
観
念
さ
れ
た
も
の

i
d
e
a
t
u
m
と

の
一
致
に
の
み
関
係
す
る
」

(
E
P
6
0
)

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
観
念
」
が
「
真
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
対

象
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上
の
こ
と
を
表
し
て
は
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
別
の
と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
真
の
観
念
（
わ
れ
わ
れ
は

真
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
）
と
は
そ
の
対
象
と
は
異
な
っ
た
或
る
も
の
で
あ
る
。
」

(
T
I
E
3
3
)
と
し
て
「
観
念
」
と
「
観
念
の
対
象
」

が
別
物
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

致
し
つ
つ
も
別
の
も
の
で
あ
る

V
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
そ
れ
な
ら
ば
「
観
念
」
に
は
、

ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
で
は
議
論
を
先
に
進
め
、
と
り
あ
え
ず
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
八
正
し
い
認
識
の
方
法
＞
に
つ
い
て
、
『
知

性
改
善
論
』

の
記
述
の
一
部
を
き
わ
め
て
簡
単
に
概
観
し
て
み
た
い
。

1

精
神
の
身
体
に
よ
る
自
己
疎
外
？

指
さ
れ
て
い
る
。

い
か
な
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
だ

で
は
、
「
観
念
」
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
八
「
観
念
」
と
そ
の
対
象
と
は
一
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
「
方
法
」
と
は
「
観
念
を
獲
得
し
た
後
に
真
理
の
標
識
を
求
め
る
こ
と
に
は
な
く
、

つ
ま
り
こ
の
方
法
に
よ

か
え
っ
て
真
理
そ
の
も
の
、
事
物
の
想
念
的
本

質

essentia
objectiva
、
観
念
（
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
も
の
を
意
味
し
て
い
る
）
が
適
当
な
秩
序
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
た
め
の
道

via

に
あ
る
」

(TIE36)
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
知
性
の
力
お
よ
び
能
力
」
、
そ
し
て
そ
の
「
本
性
」
と
「
諸
特
性
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
あ

る
の
で
あ
る

(TIE106,
E
P
3
7
)
。
し
か
し
一
方
そ
れ
は
、
「
事
物
の
原
因
を
理
解
す
る
た
め
の
推
論
そ
れ
自
体
に
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
事

物
の
原
因
を
理
解
す
る
こ
と
自
体
に
は
な
お
さ
ら
な
い
。

念
の
本
質
を
探
り
つ
つ
、
真
の
観
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
」

(TIE37)
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、

「
対
象
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
方
法
は
、
真
の
観
念
を
対
象
の
諸
知
覚
か
ら
区
別
し
、
こ
の
真
の
観

そ
の
「
対
象
を
認
識
す
る
道
」
と
し
て
の
「
知
性
の
力
」
、
「
本
性
」
を
こ
そ
目
指
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
正
し
い
方
法
」
と
は
以
下
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
方
法
と
は
、
反
省
的
認
識
ま
た
は
観
念
の
観
念

i
d
e
a
i
d
e
a
e
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
そ
し
て

最
初
に
観
念
が
な
け
れ
ば
観
念
の
観
念
が
な
い
か
ら
、
最
初
に
観
念
が
な
け
れ
ば
方
法
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
真
の

観
念
の
規
範
に
基
づ
い
て
精
神
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
べ
き
か
を
示
す
方
法
が
正
し
い
方
法
で
あ
る
」

(TIE38)

つ
ま
り
、
「
観
念
」
の
「
認
識
対
象
」
は
そ
れ
を
認
識
す
る
「
作
用
」
に
先
立
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は

八
真
正
な
る
認
識
の
た
め
に
は
、

そ
の
認
識
に
先
立
つ
様
々
な
手
段
が
必
要
と
さ
れ
る

V
と
い
う
伝
統
的
な
認
識
の
秩
序
に
対
す
る
―
つ
の

転
倒
が
見
出
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
「
方
法
」
論
は
、
「
真
理
探
求
の
最
上
の
方
法
を
見
出
す
た
め
に
は
こ
の
真
理
探
求

の
方
法
を
探
求
す
る
他
の
方
法
が
必
要
」
で
あ
り
「
ま
た
第
二
の
方
法
を
探
求
す
る
め
に
は
他
の
第
三
の
方
法
が
必
要
」

(TIE30)

あ
る
…
…
と
い
う
懐
疑
主
義
の
無
限
後
退
を
回
避
し
う
る
と
い
う
点
に
ま
っ
た
く
そ
の
有
効
性
を
発
揮
し
て
い
る
。

で

り
、
さ
ら
に
先
行
す
る
方
法
の
た
め
の
方
法
か
ら
の
切
断
を
そ
の
端
緒
に
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
真
理
性
が
損
な
わ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
を
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の
で
も
な
い
」

(
E
2
P
l
3
)
。

る
よ
う
に
、

し
、
こ
こ
に
は
厳
密
に
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
思
惟
の
様
態
と
し
て
み
ら
れ
た
か
ぎ
り
に
お
け
る
」
と
い
う
そ
れ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
今
度
は

そ
の

「
観
念
の
対
象
」

が
い
か
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
ま
り
、
「
観
念
」
が
「
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
離
れ

で
あ
る
。
」

(
E
2
D
4
)
 
と
い
わ
れ
る
の
だ
か
ら

「
精
神
」
は

「
充
全
」
な
観
念
に
よ
り

「
真
の
観
念
」

に
導
か
れ
う
る
と
も
い
え
る
。
た
だ

真
理
探
求
の
方
法
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
方
法
」
は
常
に
「
観
念
」
に
先
立
た
れ
て
お
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
後
か
ら
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
は
ず
の
）
「
観
念
」
を
反
省
す
る
べ
く
強
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
上
に
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
方
法
」
に
従
う
な
ら
ば
「
観
念
の
観
念
」
と
い
う
し
か
た
で
「
真
の
観
念
」
の
認
識
へ
と
れ

「
…
…
精
神
の
観
念
、

、
、
、
、

た
か
ぎ
り
に
お
け
る
）
の
形
相

forma
以
外
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
。
」

(
E
2
P
2
1
S
)

よ
っ
て

「
観
念
」
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の

「
精
神
」
は
、

自
己
に
つ
い
て
の

と
で
「
真
の
観
念
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
の
関
係
を
離
れ
て
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

ま
た

「
真
の
観
念
」

真
の
観
念
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
、

に
つ
い
て

「
充
全
な
観
念
と
は
、

つ
ね

「
観
念
」
（
つ
ま
り
観
念
の
観
念
）
を
反
省
的
に
認
識
す
る
こ

観
念
が
対
象

あ
る
い
は
内
的
特
徴
を
も
っ
て
い
る
観
念
の
こ
と

も
の
か
が
明
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
人
間
精
神
は
人
間
身
体
の
観
念
ま
た
は
認
識
で
あ
る
。
」

(
E
2
P
l
9
D
)

と
も
い
わ
れ

そ
の
「
観
念
」
の
対
象
と
は
「
身
体
、
ま
た
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
あ
る
延
長
の
様
態
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
い
か
な
る
も

い
ま
「
身
体
」
に
到
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
う
や
く
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り

か
、
「
身
体
」
が
「
観
念
」
の
対
象
で
あ
る
以
上
、
こ
の
「
身
体
」
こ
そ
が
実
際
、
「
観
念
」
や
「
精
神
」
を
め
ぐ
る
本
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と

わ
れ
は
導
か
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
観
念
の
観
念
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
も
ち
ろ
ん
『
エ
チ
カ
』
に
も
み
ら
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
ま
り
観
念
の
観
念
と
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
観
念
（
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
離
れ
て
思
惟
の
様
態
と
し
て
み
ら
れ



33 スピノザの精神，身体とその変様

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
存
在
す
る
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
時
間
的
に
持
続
す
る
と
も
い
わ
れ
る
な
ら
ば
、
個
物
の
観
念
も
ま
た
持
続
す
る
と
い
わ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
る
存
在
を
含
む
よ
う
に
な
る
」

(
E
2
P
8
C
)

の
だ
か
ら
、
個
物
の
「
観
念
は
存
在
し
な
い
も
の
の
観
念
で
は
な
い
」

(
E
2
P
l
l
)

の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
さ
ら
に
第
三
部
で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
存
在
を
排
除
す
る
よ
う
な
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
提
出
さ
れ
た
八
「
観
念
」
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
と
そ
の
対
象
と
は
一
致
し
つ
つ
も
別
の
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
事
態
な
の
か
＞
と
い
う
問
い
は
、
「
身
体
」
と
と
も
に
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
観
念
の

秩
序
お
よ
ぴ
連
結
は
、
も
の
の
秩
序
お
よ
び
連
結
と
同
じ
」

(
E
2
P
7
)
な
の
だ
か
ら
、
「
観
念
の
対
象
で
あ
る
事
物
」
と
し
て
の
「
身
体
」
は
、

「
観
念
が
思
惟
の
属
性
か
ら
生
じ
る
の
と
同
じ
仕
方
、
同
じ
必
然
性
で
も
っ
て
そ
れ
自
身
の
属
性
か
ら
生
じ
、
あ
る
い
は
導
か
れ
る
」

(
E
2
P
6
C
)
。
こ
う
し
て
「
観
念
」
と
「
身
体
」
は
、
「
思
惟
」
と
「
延
長
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
の
下
で
同
じ
秩
序
と
連
結
で
も
っ
て

産
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
者
は
「
同
じ
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
た
だ
二
つ

の
方
法
で
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
」

(
E
2
P
7
S
)
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
思
惟
の
属
性
の
も
と
で
、
ま
た
あ
る
と
き
は
延
長
の
属
性
の

も
と
で
考
え
ら
れ
る
」

(
E
2
P
2
1
S
)

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
観
念
」
と
「
観
念
の
観
念
」
に
つ
い
て
も
こ
れ
と
「
同
様
の
仕
方
」
で
、

今
度
は
思
惟
の
属
性
の
う
ち
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る

(Cf. 
E
2
P
2
1
)
。
し
た
が
っ
て
、

＞
で
あ
る
こ
と
に
は
矛
盾
は
見
出
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
1
)

関
係
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
＞
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
い
ず
れ
に
し
ろ
八
一
致
し
つ
つ
別
の
も
の

八
「
観
念
」
は
そ
の
「
対
象
」
た
る
「
身
体
」
と
の

、
、
、
、
、
、
、
、

も
し
、
「
人
間
精
神
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
観
念
が
そ
の
対
象
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
身
体
」
が
、
現
実
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な

ら
ば
何
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
個
物
が
観
念
の
属
性
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い

む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
は
相
反
す
る
も
の
」

(
E
3
P
I
O
)

と
さ
え
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
人
間



る
「
身
体
」
と
の
関
係
を
離
れ
る

V
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
「
人
間
精
神
」
に
と
っ
て
は
不
可
能
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
人
間
精
神
」
は
自
身
に
つ
い
て
の
充
全
な
認
識
を
な
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
と

な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
と
き
、
精
神
に
つ
い
て
の
「
観
念
」
、
す
な
わ
ち
「
観
念
の
観
念
」
も
こ
の
事
態
を
免
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
の
も
、
「
観
念
」
が
そ
の
対
象
と
し
て
の
「
身
体
」
と
の
関
係
を
断
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
両
者
と
同
様
の
仕
方
で
「
観

念
」
と
合
一
し
、
「
観
念
」
を
反
省
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
観
念
の
観
念
」
も
同
様
の
事
態
を
被
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
一
且
、
「
観
念
」
と
は
所
属
す
る
属
性
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
「
身
体
」
を
措
い
て
（
と
は
い
え
、
「
観
念
」
が
常
に
「
身

体
」
の
「
観
念
」
で
あ
る
限
り
、
「
身
体
」
は
常
に
「
観
念
」
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
以
下
の
・
考
察
の
裏
面
を
な
す
の
で
あ
る
が
）
、

の
属
性
の
様
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
観
念
」

「
身
体
」
を
そ
の
対
象
と
し
つ
つ
も
、

の
側
の
み
に
考
察
の
対
象
を
移
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、

思
惟
属
性
の
下
に
産
出
さ
れ
た
諸
観
念
相
互
の
無
限
連
鎖
の
八
一
＞
を
担
っ
て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
事
物
が
思
惟
の
様
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
間
は
、
全
自
然
の
秩
序
す
な
わ
ち
諸
原
因
の
連
結
は
思
惟
の
属
性
に
よ
っ
て
の
み
説
明

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
E
2
P
7
S
)

の
だ
か
ら
、
諸
観
念
相
互
の
無
限
連
鎖
の
八
一
＞
を
担
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一

そ
れ
を
「
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
形
成
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
精
神
」

た
と
え
ば
「
円
の
観
念
の
形
相
的
有

esse
f
o
r
m
a
l
e
は、

2

精
神
の
精
神
に
よ
る
に
よ
る
自
己
疎
外
？

し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば

の
側
で
、

「
観
念
」
、
あ
る
い
は

以
下
し
ば
ら
く
考
察
を
す
す
め
た
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
の
最
近
原
因
と
し
て
あ
る
思
惟
の
他
の
様
態
に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ

―
つ
の
「
観
念
」
は
た
し
か
に

思
惟

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

34

精
神
の
現
実
的
有
を
構
成
す
る
第
一
の
も
の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
あ
る
個
物
の
観
念
」

(
E
2
P
l
l
)
、
「
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
第
一
の
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
あ
る
個
物
（
身
体
）
の
観
念
」

(
E
3
P
l
O
D
)

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
八
「
観
念
」
が
そ
の
「
対
象
」
た
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し
た
が
っ
て
い
ま

る
の
で
は
な
く
、

二
十
八
が
変
奏
さ
れ
た
以
下
の
定
理
が
説
明
を
加
え
て
い
る
。
「
現
実
に
存
在
す
る
個
物
の
観
念
は
、
無
限
で
あ
る
か
ぎ
り
の
神
を
原
因
と
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

現
実
に
存
在
す
る
他
の
個
物
の
観
念
に
変
様
し
た
か
ぎ
り
の
神
を
原
因
と
し
、

か
ぎ
り
の
神
を
原
因
と
し
、
以
下
無
限
に
続
く
」

(
E
2
P
9
)
。
と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
内
在
的
原
因

c
a
u
s
a

i
m
m
a
n
e
n
s
で
あ
っ
て
超
越
的
原
因

c
a
u
s
a
transiens
で
は
な
い
」

(
E
l
P
1
8
)
、

っ
て
、
諸
結
果
を
自
己
の
外
部
に
産
出
す
る
こ
と
で
そ
れ
ら
結
果
と
外
在
的
な
関
係
を
と
り
結
ぶ
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
結
果
の
認

、
、
、
、
、

識
は
原
因
の
認
識
に
依
存
し
、
ま
た
こ
れ
を
含
む
」

(
E
1
A
4
)

と
い
え
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
「
あ
る
原
因
の
結
果
が
、
そ
の
原
因
だ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

け
か
ら
明
晰
判
明
に
知
覚
さ
れ
う
る
場
合
に
は
こ
の
原
因
を
わ
た
し
は
充
全
な
原
因
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
反
し
、
あ
る
原
因
の
結
果
が
そ
の
原

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

因
だ
け
か
ら
理
解
さ
れ
え
な
い
場
合
に
は
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
非
充
全
な
あ
る
い
は
部
分
的
な
原
因
と
呼
ぶ
」

(
E
3
D
l
)
と
い
う
こ
と
に
も
な

(
2
)
 

る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
「
観
念
の
秩
序
お
よ
び
連
結
は
、
原
因
の
秩
序
お
よ
び
連
結
と
同
こ

(
E
2
P
9
D
)

で
も
あ
る
。

の
定
理
九
は
、
次
の
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
個
物
の
観
念
を
知
覚
す
る
と
こ
ろ
の
「
知
覚
（
認
識
）
主

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

体
」
は
、
当
の
観
念
自
身
で
は
な
く
て
、
そ
の
観
念
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
現
実
に
存
在
す
る
他
の
個
物
の
観
念
に
変
様
し
た
か

ぎ
り
の
神
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
当
の
個
物
の
観
念
自
身
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
観
念
連
鎖
の
因
果
系
列
上
に
位
置
付
け
ら

れ
る
以
上
、

こ
う
し
た
観
念
の
因
果
の
秩
序
お
よ
び
連
結
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
任
意
の
「
一
観
念
」
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
先

そ
れ
は
少
な
く
と
も
自
ら
が
結
果
と
し
て
生
み
出
し
た
他
の
個
物
の
観
念
の
原
因
と
な
る
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
に
変

ゆ
る
有
限
な
も
の
が
同
様
に
有
限
な
も
の

（
に
変
様
し
た
神
）

か
ら
決
定
さ
れ

つ
ま
り
神
は
結
果
を
自
ら
の
う
ち
に
産
出
す
る
の
で
あ

こ
の
観
念
も
ま
た
他
の
観
念
に
変
様
し
た

J

の
有
限
な
も
の
も
同
様
に
…
…
＞
と
い
う
第
一
部
定
理

る
、
の
で
あ
り
、
こ
の
思
惟
の
様
態
は
ま
た
他
の
そ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
、
こ
う
し
て
無
限
に
進
む
」

(
E
2
P
7
S
)

と
い
わ
れ
る
と
き
、
こ

の
形
相
的
有
を
知
覚
す
る
の
は
な
ぜ
に
し
て
当
の
円
の
観
念
で
は
な
く
、
他
の
様
態
の
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
八
あ
ら
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人
間
精
神
が
も
の
を
部
分
的
に
あ
る
い
は
非
充
全
に
知
覚
す
る
と
い
う
。
」

(
E
2
P
l
l
C
)

た
し
か
に
、
神
が
「
人
間
精
神
と
同
時
に
他
の
も
の
の
観
念
を
も
持
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
あ
る
観
念
を
持
つ
な
ら
ば
、
「
人
間
精
神
」
は
、

「
結
果
が
そ
の
原
因
だ
け
か
ら
理
解
さ
れ
え
な
い
」
た
め
に
非
充
全
な
原
因
と
み
な
さ
れ
、
も
の
を
非
充
全
に
知
覚
す
る
こ
と
に
な
る
。

方
、
も
し
神
が
他
の
も
の
の
観
念
を
持
た
な
い
で
、
た
だ
「
人
間
精
神
の
本
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
」
「
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
」
あ
る
観
念
を
持
つ
場
合
に
は
、
「
人
間
精
神
」
は
、
「
結
果
が
そ
の
原
因
だ
け
か
ら
明
晰
判
明
に
知
覚
さ
れ
う
る
」
よ
う
な
充

全
な
原
因
と
な
り
、
も
の
を
充
全
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
人
間
精
神
」
が
充
全
に
知
覚

す
る
こ
と
が
で
き
る
「
も
の

c
h
o
s
e
」
の
う
ち
に
、
充
全
な
知
覚
の
対
象
と
し
て
当
の
「
人
間
精
神
」
自
身
が
含
ま
れ
る
の
か
ど
う
か
が
い

、
、
、
、
、
、
、

ま
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
個
物
の
観
念
を
認
識
す
る
「
知
覚
（
認
識
）
主
体
」
は
、
当
の
個
物
の
観
念
で
は
な
く
て
、
そ
の
「
観

は
あ
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
、
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

み
で
な
く
、
神
が
人
間
精
神
と
同
時
に
他
の
も
の
の
観
念
を
も
持
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

）
の
、
ま
た
は
あ
の
観
念
を
持
つ
と
い
う
と
き

「
人
間
精
神
が
こ
の
、
ま
た
は
あ
の
も
の
を
知
覚
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
神
が
無
限
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
が
人
間

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

精
神
の
本
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
た
は
神
が
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
神
が
こ
の
ま
た

様
し
た
神
た
る
か
ぎ
り
他
の
「
観
念
」
に
つ
い
て
の
「
知
覚
（
認
識
）
主
体
」
た
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
た
る

他
の
個
物
の
観
念
が
そ
の
原
因
た
る
当
の
個
物
の
観
念
だ
け
か
ら
明
晰
判
明
に
知
覚
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
こ
の
原
因
た
る
当
の
観
念
を
充

全
な
原
因
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
、
結
果
た
る
他
の
個
物
の
観
念
が
そ
の
原
因
た
る
当
の
個
物
の
観
念
だ
け
か
ら
理
解
さ
れ
え
な
い
場
合

こ
ま
、

,J-'J. 

そ
れ
を
非
充
全
な
あ
る
い
は
部
分
的
な
原
因
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
個
物
の
「
観
念
」
が
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
第
一

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
人
間
精
神
」
に
と
っ
て
、
事
態
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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「
人
間
精
神
」
と
「
身
体
」
と
の
関
わ
り
の
考
察
を
経
る
こ
と
で
理
解
が
よ
り
容
易
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
記
述
が
存
し
て
も
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
。
つ
ま
り
最
終
的
に
精
神
の
認
識
は
「
神
が
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
で
は
神
に
は
帰
せ
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
か

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

ぎ
り
に
お
い
て
、
人
間
精
神
は
自
分
自
身
を
認
識
し
な
い
」

(
E
2
P
2
3
D
)

と
い
わ
れ
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
八
神
が
「
人
間
精

神
」
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
、
「
人
間
精
神
」
は
も
の
を
充
全
に
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る

V
は
ず
で
あ
る
の
に
、
ま
さ
に
八
神
が
「
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
精
神
」
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
「
人
間
精
神
」
は
自
分
自
身
を
認
識
し
な
い
＞
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

物
の
観
念
の
原
因
と
し
て
そ
れ
自
身
に
変
様
し
た
神
た
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
認
識
主
体
」
と
な
り
う
る
。
と
い
う
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、

、
、
、
、
、
、
、

こ
の
当
の
観
念
は
、
他
の
個
物
の
観
念
を
結
果
し
う
る
原
因
と
み
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
「
認
識
主
体
」
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
八
神
が
人
間
精
神
の
本
質
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
、
「
人
間
精
神
」
は
も
の
を
知
覚
（
認
識
）
す
る
こ
と
が
で
き
る

V
と

は
い
え
、
実
際
に
は
こ
の
と
き
充
全
に
知
覚
さ
れ
る
の
は
、
充
全
な
原
因
と
し
て
「
人
間
精
神
」
を
構
成
し
て
い
る
観
念
自
身
で
は
な
く
、

そ
の
観
念
か
ら
結
果
と
し
て
帰
結
し
た
観
念
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
後
に
述
べ
ら
れ
る
論
点
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、

こ
う
し
て
思
惟
の
様
態
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
「
人
間
精
神
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

八
当
の
観
念
を
充
全
に
認
識
す
る
の
は
、

そ
の
原
因
で
あ
る
「
他
の
観
念
に
変
様
し
た
か
ぎ
り
の
神
」
で
あ
り
、
当
の
観
念
が
充
全
に
認
識

す
る
の
は
そ
れ
か
ら
結
果
と
し
て
帰
結
し
た
観
念
で
あ
る
、

と
い
う
観
念
の
因
果
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
、

神
の
本
性
と
と
も
に
他
の
観
念
を
持
つ
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
も
の
の
部
分
的
で
非
充
全
な
知
覚
を
し
か
持
た
ず
、
「
神
が
そ
の
本
性
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
本
質
を
構
成
す
る
」
と
き
に
は
、

そ
し
て
「
神
が
人
間
精

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
分
自
身
を
認
識
し
な
い
と
い
う
「
人
間

精
神
」
＞
、
要
す
る
に
八
自
己
自
身
の
充
全
な
認
識
か
ら
は
「
疎
外
」
さ
れ
た
「
人
間
精
神
」
＞
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

念
」
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
他
の
個
物
の
観
念
に
変
様
し
た
か
ぎ
り
の
神
な
の
で
あ
っ
て
、
当
の
個
物
の
観
念
自
身
は
、
他
の
個
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精
神
の
構
造

た
と
え
ば
ア
ル
キ
エ
の
い
う
よ
う
に
、
「
精
神

a
m
e
」
と
は
そ
の
「
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
性
格
が
、

simplicite
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
と
り
あ
え
ず
わ
れ
わ
れ
は
彼
と
と
も
に
「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
」

(
3
)
 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
人
間
精
神
の
形
相
的
有
を
構
成
す
る
観
念
は
単
純
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
多
く
の
観
念
か

ら
組
織
さ
れ
て
い
る
」

(
E
2
P
l
5
)

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
精
神
」
の
そ
う
し
た
性
格
を
「
八
思
惟
す
る
こ
と

V
と
八
思
惟
を
思
惟
す

る
こ
と

V
の
同
一
性
」
と
し
て
デ
カ
ル
ト
の
「
精
神
」
に
認
め
る
ア
ル
キ
エ
が
、

「
身
体
」
と
い
う
桂
桔
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
と
理
論
上
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
に
つ

い
て
も
、
「
八
観
念
＞
と
八
観
念
の
観
念

V
の
同
一
性
」
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
「
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
と
同
様
に
、
精
神
と
は
自
己
に
つ
い
て

知
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
に
も
と
り
あ
え
ず
同
意
し
よ
う
と
思
う
。
し
か
し
反
対
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
と
と
も
に
「
実
際
の
と
こ

3
 

つ
さ
ら
に
以
下
に
お
い
て
考
察
し
た
い
。

体
」
と
し
て
措
定
し
、

一
性

unicite
と
単
純
さ

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
人
間
精
神
の
構
造
を
解
明
し
つ

つ
ま
り
神
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
「
観
念
」
連
鎖
の
系
列
上
の
任
意
の
「
観
念
」
を
「
認
識
主

そ
れ
に
よ
る
充
全
な
自
己
認
識
を
問
う
と
い
う
か
た
ち
で
「
観
念
」
が
自
体
的
に
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

こ
の
「
観
念
」
の
構
成
す
る
「
人
間
精
神
」
は
そ
れ
自
身
の
充
全
さ
を
知
り
え
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
本
論
の
冒
頭
で
仮
に
い

わ
れ
た
「
人
間
精
神
」
の
「
自
己
疎
外
」
は
こ
う
し
た
「
人
間
精
神
」
の
困
難
を
指
し
て
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
人
間
精
神
」

は
「
神
の
無
限
な
る
知
性
の
一
部
で
あ
る
」

(
E
2
P
1
1
C
)

こ
と
か
ら
し
て
、

い
ず
れ
に
し
て
も
以
上
の
よ
う
な
事
態
、

そ
れ
は
充
全
な
る
認
識
の
不
可
能
性
の
標
識
で
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
「
人
間
精
神
」
に
生
じ
て
い
る
の
か
を
、そ

の
一
方
で
「
精
神
」
が
単
一
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
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の
意
義
＞
と
で
も
呼
べ
る
事
柄
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ろ
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
と
の
関
係
を
、
観
念
と
観
念
の
観
念
の
問
題
に
関
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
主

(
4
)
 

張
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
も
八
二
人
の
哲
学
の
関
係
は
、
「
観
念
の
観
念
」
の
問
題
に
関
し
て
こ
そ
明
確
化
さ
れ
る

V
の
で
あ

り
、
ま
た
八
「
観
念
の
観
念
」
の
問
題
こ
そ
は
二
人
の
哲
学
の
関
係
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
る

V
か
ら
で
あ
る
。

上
に
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
、

の
観
念
」
、

既
に
考
察
の
材
料
は
揃
っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
「
身
体
」
で
あ
る
。
そ
し
て
前
節
に
お
い
て
、

一
方
、
既
に
確
認
し

つ
ま
り
「
精
神
」
、
「
観
念
」
、

「
観
念

こ
れ
ら
の
ご
く
基
本
的
な
概
念
上
の
関
連
を
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
記
述

い
ま
そ
れ
を
デ
カ
ル
ト
の
「
精
神
（
魂
）
」
・
「
思
惟
」
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
を
よ
り
い

っ
そ
う
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
八
個
別
化
さ
れ
た
精
神
の
担
っ
て
い
る
知
覚
（
認
識
）
主
体
と
し
て

ア
ル
キ
エ
の
論
調
を
考
應
す
る
と
き
、

デ
カ
ル
ト
の
「
精
神
（
魂
）
」
は
「
主
体
的
自
己
」
た
り
え
て
い
る
と
い
え
る
。

精
神
（
魂
）
」
は
「
知
覚
（
認
識
）
主
体
」
と
し
て
、
自
己
自
身
に
充
全
な
る
認
識
作
用
を
遂
行
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

た
よ
う
に
「
観
念
」
が
必
然
的
な
諸
観
念
の
因
果
連
鎖
の
系
列
か
ら
抽
象
さ
れ
て
、
自
体
的
に
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
」

は
自
己
自
身
の
充
全
な
認
識
を
な
し
え
な
い
と
い
う
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
仮
定
的
に
「
疎
外
さ
れ
た
自
己
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
と
り
あ
え
ず
で
は
あ
っ
た
が
わ
れ
わ
れ
は
ア
ル
キ
エ
同
様
、
「
観
念
の
観
念
」
と
い
う
仕
方
で
八
少
な
く
と
も
「
精
神
」

は
反
省
的
に
「
自
己
を
知
る
」
＞
と
い
う
事
態
を
第
一
節
で
容
認
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
よ
し
ん
ば
「
観
念
を
反
省
す

る
観
念
」
、
す
な
わ
ち
「
観
念
の
観
念
」
に
よ
り
当
の
「
観
念
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
い
え
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
れ
た
諸
観
念
の
無
限
な
因
果
系
列
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
観
念
」
は
「
観
念
の
観
念
」

な
ん
ら
か
の
新
た
な
剰
余
的
部
分
を
付
与
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
「
私
は
、
知
る
た
め
に
は

に
し
た
が
っ
て
確
認
し
た
わ
れ
わ
れ
は

つ
ま
り
「
個
別
的

「
観
念
」
が
、
思
惟
属
性
の
下
で
産
出

に
よ
っ
て
「
観
念
」
を
超
え
る



40 

知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
が
な
く
、

な
ら
ば
、

場
合
、

私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
」

(TIE34)
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

対
象
と
な
っ
て
い
る
「
観
念
」
が
諸
観
念
の
無
限
な
系
列
か
ら
抽
象
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
「
一
観
念
」
と
「
こ
の
一
観
念
の
観
念
」
の
間

に
お
け
る
「
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
…
…
」
と
い
う
相
互
反
照
の
無
限
遡
行
に
陥
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
観
念
」
を
「
他
の
思
惟
の
様
態
が
な
く
て
も
あ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
「
第
一
の
も
の
」
と
す

る
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
「
観
念
の
観
念
」
に
よ
っ
て
「
観
念
」
を
知
る
と
い
う
意
識
的
な
「
観
念
」
把
握
は
、
「
一
観
念
」
が
諸
観
念
相

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

互
の
連
関
か
ら
抽
象
さ
れ
て
考
察
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
何
も
な
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

文
字
通
り
八
―
っ

V
の
反
省
的
な
認
識
以
上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
「
精
神
の
精
神
に
よ
る
自
己
疎
外
」
と
呼
ば
れ
た
状
況
を
招
米
し
た
も
の
の
一
端
が
示
さ
れ
た
と
思
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
」
を
唯
一
・
単
純
な
「
知
覚
（
認
識
）
主
体
」
と
し
て
の
「
精
神
」
に
罹
き
換
え
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
れ
は
つ
ま
り

さ
ら
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
必
要
は
な
お
さ
ら
な
い
…
…
な
ぜ

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
精
神
」
の
「
認
識
主
体
」
的
な
側
面
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

つ
ま
り
こ
の

そ
れ
は
先
に
み
た
よ
う

な
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
、
す
な
わ
ち
「
単
一
・
単
純
な
思
惟
す
る
主
体
」
あ
る
い
は
「
私

e
g
o
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、

八
神
に
よ
っ
て
思
惟
屈
性
の
も
と
に
産
出
さ
れ
た
諸
観
念
相
互
の
無
限
な
る
因
果
連
鎖
上
の
八
帰
結
＞
た
る
（
に
す
ぎ
な
い
）
「
観
念
」
と
こ

れ
を
反
省
的
認
識
の
対
象
と
す
る
「
観
念
の
観
念
」
と
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の

V
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
「
精
神
」
が
、
神
に
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
て
思
惟
属
性
の
下
に
産
出
さ
れ
た
諸
観
念
相
互
の
無
限
な
る
因
果
連
鎖
か
ら
抽
象
さ
れ
孤
立
化
し
て
し
ま
っ
た
―
つ
の
「
知
覚
（
認
識
）

主
体
」
と
し
て
の
「
観
念
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

既
に
み
た
よ
う
に
「
観
念
の
観
念
」
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
反
省
的
認
識

に
よ
っ
て
何
も
の
も
も
た
ら
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
う
し
た
「
精
神
」
は
、
第
一
節
で
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
「
正
し
い

つ
ま
り

）
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
そ
れ
は
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諸
物
体
相
互
の
無
限
な
る
因
果
連
鎖
上
の
八
帰
結
＞
た
る

（
に
す
ぎ
な
い
）
「
身
体
」
＞
と
し
て

つ
ま
り
「
観
念
」
・
「
観
念
の
観
念
」
・
「
身

スピノザの精神，身体とその変様

）
れ
ま
で
の
議
論
は
進
捗
し
て
き
た
。
し
た
が

認
識
の
た
め
の
方
法
」
を
遂
行
す
る
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
「
方
法
」
を
逆
方
向
に
遡
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
実
際
に
真
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
」

(
T
I
E
3
3
)
と
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
が
と
は
い
え
、
そ
れ
は
単
純
観
念
と
し
て
の
「
思
惟
す
る
主
体
I
I
私
」

が
自
ら
の
う
ち
に
持
つ
よ
う
な
し
か
た
で
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
「
手
持
ち
の
観
念
」
か
ら
始
め
て
「
正
し
い
方
法
」
を
遂
行

す
る
こ
と
で
「
真
の
観
念
」

な
る
も
の
の
方
へ
、

の
充
全
な
認
識
に
到
る
と
い
う
道
筋
上
で
、
任
意
の
始
点
と
な
る
べ
き
所
与
の
「
手
持
ち
の
観
念
」

い
う
な
ら
ば
「
正
し
い
方
法
」
の
道
筋
を
反
対
に
辿
る
よ
う
に
し
て
、

っ
て
現
時
点
で
、
「
精
神
」
の
「
疎
外
」
的
状
況
を
止
揚
し
て
し
ま
っ
て
「
正
し
い
認
識
の
方
向
」
に
寄
り
添
い
「
方
法
」
に
身
を
任
せ
て
し

ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
‘

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
精
神
」
は
い
ま
し
ば
ら
く
「
疎
外
」
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
向
で
考
察
を
続
け
る
た
め
に
、
第
一
種
の
認
識
を
手
が
か
り
と
し
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
「
感
覚

s
e
n
s
u
s
を
通
し
て
‘

そ
こ
な
わ
れ
、
混
乱
し
、
ま
た
知
性
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
個
物
」

(
E
2
P
4
0
C
2
)

に

甚
づ
く
認
識
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
が

わ
れ
わ
れ
は
い
ま
だ
「
手
持
ち
の
観
念
」

「
感
覚
」
に
関
わ
る
以
上
、

）
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
本
論
の
手
続
き
が

の
索
材
と

の
索
材
と
な
る
も
の
を
吟
味
し
え
て
い
な
い

そ
こ
に
は
き
わ
め
て
混
乱
し
た
知
覚
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
と
考
え
ら

れ
る
「
身
体
」
の
あ
る
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
身
体
」
は
「
観
念
」
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
人
間
は
精
神
と
身
体
と
か
ら
な
る
」

(
E
2
P
l
3
C
)

の
だ
か
ら
、
し
た
が
っ
て
八
神
に
よ
っ
て
思
惟
属
性
の
下
に
産
出
さ
れ
た
諸
観
念
相
互

の
無
限
な
る
因
果
連
鎖
上
の
八
帰
結
＞
た
る
（
に
す
ぎ
な
い
）
「
観
念
」
と
こ
れ
を
反
省
的
認
識
の
対
象
と
す
る
「
観
念
の
観
念
」
か
ら
形
成

さ
れ
る
も
の

V
と
と
も
に
、
「
身
体
」
は
八
神
に
よ
っ
て
延
長
属
性
の
下
に
、
息
惟
属
性
の
場
合
と
同
じ
秩
序
と
連
結
で
も
っ
て
産
出
さ
れ
た



42 

4
 

「
身
体
」
は
な
に
ゆ
え
に
「
人
間
精
神
」
の
充
全
な
認
識

体
」
の
三
項
か
ら
説
明
さ
れ
る
「
人
間
」
の
一
項
を
担
う
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

た
と
え
ば
そ
れ
は
、

少
な
く
と
も
「
知
っ
て
い
る

(TIE34)
」
と
い
う
と
き
の
最
初
の
「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
経
験
の
う
ち
に
含
ま
れ
て

い
る
な
に
が
し
か
を
「
精
神
」
に
指
示
し
う
る
も
の
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
知
っ
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、

唯
一
・
単
純
な
「
精
神
」
が
対
象
的
に
認
識
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
う
仕
方
で
得
ら
れ
る
認
識
と
し
て
の
「
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

こ
と
」
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
「
精
神
」
の
あ
る
側
面
を
「
身
体
」
は
照
ら
し
出
し
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
観
念
」
と
「
観
念
の
観
念
」
の
間
の
意
識
的
な
反
省
作
用
の
無
限
反
照
を
逃
れ
る
か
た
ち
で
、

も
の
た
り
え
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
第
二
節
以
後
留
保
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
の
、
「
精
神
」

の
自
己
疎
外
が
そ
こ
に
由
米
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
「
身
体
」
の
考
察
に
移
る
こ
と
に
す
る
。

身
体
と
そ
の
変
様

外
」
さ
れ
た
「
人
間
精
神
」
＞
を
確
認
す
る
に
至
っ
た
。

て
は
不
可
能
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
、

た
め
に
は
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
必
要
は
な
い

つ
ま
り
こ
の
「
身
体
」
は
、

そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
精
神
を
規
定
す
る

前
節
ま
で
に
お
い
て
「
精
神
の
自
己
疎
外
」
と
仮
に
呼
ば
れ
た
事
態
を
考
察
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
八
自
己
自
身
の
充
全
な
認
識
か
ら
は
「
疎

で
は
、
次
に
は
「
人
間
精
神
」
は
そ
の
対
象
た
る
自
己
の
「
身
体
」
を
充
全
に
認
識

し
う
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
解
答
が
予
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
既
に
一
節
で

わ
れ
わ
れ
は
、
八
「
観
念
」
が
そ
の
「
対
象
」
た
る
「
身
体
」
と
の
関
係
を
離
れ
る

V
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
「
人
間
精
神
」
に
と
っ

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
人
間
精
神
」
は
自
身
に
つ
い
て
の
充
全
な
認
識

を
な
し
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
確
認
済
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
い
っ
た
い

を
妨
げ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
「
身
体
」
が
「
精
神
」
の
自
己
認
識
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
が
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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な
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
‘

、
、
、
、
、
、
、

る
す
べ
て
の
こ
と
」
を
充
全
に
認
識
し
う
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
「
人
間
精
神
」
は
そ
の
対
象
た
る
自
己
の
「
身
体

つ
ま
り
精
神
は
そ
れ
を
知
覚
す
る
」

(
E
2
P
1
2
D
)

の
で
あ
る
。

つ
ま
り

体
）
の
な
か
で
生
じ
る
す
べ
て
の
こ
と
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

…
…
そ
の
認
識
は
必
然
的
に
精
神
の

、
、
、
、
、
、
、
、

「
人
間
精
神
」
は
「
身
体
の
な
か
で
生
じ

精
神
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
生
じ
え
な
い
」

と
い
え
る
。

そ
こ
で

「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
（
身

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
が
身
体
な
ら
ば
、
そ
の
身
体
の
な
か
に
は
精
神
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
な

い
よ
う
な
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
観
念
が
精
神
の
な
か
に
な
い
よ
う
な
）
こ
と
は
ま
っ
た
く
生
じ
え
な
い
だ
ろ
う
」

(
E
2
P
l
2
)

と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
が
身
体
」

(
E
2
P
1
2
)

な
の
だ
か
ら
、
や
は
り
「
身
体
の
な
か
に
は

そ
の
も
の
」
を
充
全
に
認
識
し
う
る
に
は
至
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

残
念
な
が
ら
事
態
は
そ
の
よ
う
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
「
身
体
の
変
様

affectio
c
o
r
p
o
r
i
s
」
を
手
が
か
り
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
「
人

間
身
体
が
、
外
部
の
物
体
か
ら
変
様
（
刺
激
）
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
様
式
の
観
念
は
、

で
あ
り
、

人
間
身
体
の
本
性
と
同
時
に
外
部
の
物
体
の
本
性
を
含

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
E
2
P
1
6
)

。
と
い
う
の
も
こ
の
「
身
体
の
変
様
」
は
、
刺
激
す
る
物
体
と
さ
れ
る
物
体
双
方
を
そ
の
原
因
と
し
て
持

つ
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
人
間
精
神
」
は
、
「
自
身
の
身
体
の
本
性
と
と
も
に
き
わ
め
て
多
く
の
物
体
の
本
性
を
知
覚
す
る
」

(
E
2
P
l
6
)

の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
ら
に
「
身
体
が
受
け
る
変
様
（
刺
激
）
の
観
念
に
よ
っ
て
の
み
人
間
身
体
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
」

(
E
2
P
1
9
)

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
人
間
精
神
」
は
、
「
身
体
そ
の
も
の
」
を
充
全
に
認
識
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

人
間
身
体
は
自
己
維
持
の
た
め
に
き
わ
め
て
多
く
の
物
体
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
物
体
に
よ
っ
て
絶
え
ず
再
生
さ
れ
る

(Cf.
E
2
P
0
4
)
 

と
い
う
意
味
で
は
、
「
神
が
、
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
多
く
の
他
の
観
念
に
変
様
し
た
か
き

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

り
に
お
い
て
人
間
身
体
の
観
念
を
持
ち
、
ま
た
は
人
間
身
体
を
認
識
す
る
、
す
な
わ
ち
人
間
精
神
は
人
間
身
体
を
認
識
し
な
い
」
(
E
2
P
1
9
D
)



た
が
っ
て
人
間
精
神
は
人
間
身
体
を
組
織
す
る
部
分
の
充
全
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」
(
E
2
P
2
4
D
)

、
つ
ま
り
人
間
身
体
の
諸
部
分
の
充
全

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
認
識
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
れ
ら
の
困
難
は
、
「
人
間
精
神
」
が
、
「
身
体
が
受
け
る
変
様
（
刺
激
）
の
観
念
に
よ
っ
て
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

み
人
間
身
体
を
認
識
し
、
ま
た
そ
れ
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
」

(
E
2
P
l
9
)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
「
身
体
が
受
け
る
変
様
（
剌
激
）
の

観
念
」
か
、
身
体
お
よ
び
そ
の
き
わ
め
て
多
く
の
部
分
と
と
も
に
外
部
の
物
体
を
も
そ
の
原
因
と
し
て
持
つ
が
ゆ
え
に
「
人
間
身
体
そ
の
も

の
の
充
全
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」

(
E
2
P
2
7
)

こ
と
に
基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
ま
た
「
精
神
の
観
念
（
観
念
の
観
念
）
は
、
身
体
の
観
念

と
同
じ
仕
方
で
神
の
な
か
に
生
じ
る
」

(
E
2
P
2
0
)

の
だ
か
ら
、
八
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
間
精
神
は
人

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
身
体
を
認
識
し
な
い
>
(
E
2
P
1
9
D
)

の
と
同
じ
理
由
で
、
「
身
体
の
変
様
の
観
念
を
知
覚
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
自
分
自
身
を
認
識

す
る
」

(
E
2
P
2
3
)

と
い
わ
れ
る
精
神
は
、
八
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
間
精
神
は
自
分
自
身
を
認
識
し
な

い
＞
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
「
人
間
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
変
様
の
観
念
の
観
念
は
、
人
間
精
神
の
充
全
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」

(
E
2
P
2
9
)

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
人
間
精
神
の
自
己
認
識
の
不
充
全
性
」
は
第
二
節
に
お
い
て
結
論
を
先
取
し
て
述
べ
ら
れ
た
が
、

し
た
理
由
が
存
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
こ
う

で
は
「
人
間
精
神
」
が
「
自
身
の
身
体
の
本
性
と
と
も
に
知
覚
す
る
」

(
E
2
P
l
6
)

と
さ
れ
た
「
き

わ
め
て
多
く
の
物
体
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
同
様
の
事
態
を
確
認
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
人
間
精
神
は
、
自
己
の
身
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と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
「
人
間
精
神
は
、
人
間
身
体
を
組
織
す
る
部
分
の
充
全
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」

(
E
2
P
2
4
)

。
と
い

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

う
の
も
、
「
人
間
身
体
は
異
な
っ
た
本
性
を
持
つ
き
わ
め
て
多
く
の
個
体
（
こ
の
各
個
体
が
ま
た
き
わ
め
て
複
雑
な
組
織
か
ら
な
る
）
か
ら
組

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

織
さ
れ
て
い
る
」

(
E
2
P
0
1
)

の
で
、
こ
う
し
た
各
部
分
の
観
念
ま
た
は
認
識
は
、
そ
れ
ら
を
結
果
し
え
た
原
因
で
あ
る
他
の
諸
個
物
の
観
念

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

へ
と
変
様
し
た
神
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
人
間
身
体
を
組
織
す
る
各
部
分
の
認
識
は
、
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
観
念
を
持
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
神
が
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
の
観
念
に
変
様
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
神
の
う
ち
に
あ
る
。
し
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ち
に
あ
る
」

(
E
2
P
2
2
D
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
ま
り
そ
れ
は
、
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
神
の
う

体
の
変
様
の
観
念
に
よ
っ
て
の
み
、
外
部
の
物
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
知
覚
す
る
」

(
E
2
P
2
6
)

の
だ
か
ら
、
定
理
十
九
に
お
い

て
身
体
に
つ
い
て
い
わ
れ
た
こ
と
が
今
回
は
外
部
の
物
体
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
は
「
身
体
」

の
認
識
の
場
合
と
同
様
に

次
の
定
理
が
制
限
を
加
え
て
い
る
。
「
人
間
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
変
様
の
観
念
は
、
外
部
の
物
体
の
充
全
な
認
識
を
含
ん
で
い
な
い
」
(
E
2
P
2
5
)

、

し
た
が
っ
て
や
は
り
「
人
間
精
神
は
、
外
部
の
物
体
を
充
全
に
認
識
し
な
い
」
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
に
及
ん
で
き
た
「
精
神
の
自
己
疎
外
」
と
呼
ば
れ
た
状
況
を
総
括
し
う
る
と
思
う
。
「
人
間

精
神
」
が
、
単
独
で
、
あ
る
結
果
に
と
っ
て
の
充
全
な
原
因
と
な
る
こ
と
で
、
充
全
な
認
識
を
な
す
た
め
の
必
要
条
件
は
「
神
が
人
間
精
神

の
本
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ま
た
は
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
条
件
下
に
お
い
て
、
「
人
間
精
神
」
の
お
か
れ
た
困
難
な
状
況
を
一
括
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち

八
「
人
間
精
神
」
が
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
身
体
そ
の
も
の
ま
た
は
そ
の
諸
部
分
に
つ
い
て
も
、
そ
し
て
外
部
の
物
体
に
つ
い
て

も
充
全
な
認
識
を
な
し
え
な
い
＞
と
い
う
‘
「
人
間
精
神
の
疎
外
的
状
況
」
で
あ
る
。
で
は
「
人
間
精
神
」
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
同
じ
条

件
下
で
い
っ
た
い
何
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
も
の
を
も
知
り
え
ず
、
ま
っ
た
き
疎
外
を
被
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

「
身
体
の
変
様
の
観
念
は
、
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
神
の
う
ち
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間
精
神
は
そ
の
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

う
な
変
様
を
知
覚
す
る
」

(
E
2
P
1
9
D
)

、
、
、
、
、
、
、
、

「
身
体
の
変
様
の
観
念
は
人
間
精
神
の
う
ち
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
己
自
身
、
身
体
そ
の
も
の
、

そ
の
諸
部
分
、

そ
し
て
外
部
の
物
体
そ
の
も
の
の
充
全
な
認
識
か
ら
は
「
疎
外
」
さ
れ
て
い
た



(
E
2
P
l
2
D
)
 
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
身
体
の
変
様
の
観
念
」
は
実
際
、
「
人
間
精
神
」
に
よ
る
「
身
体
そ
の
も
の
」
や
「
外
部
の
物
体
そ
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、

も
の
」
の
充
全
な
認
識
に
は
不
適
当
で
あ
る
と
は
い
え
、
「
身
体
の
変
様
そ
の
も
の
」
の
認
識
が
「
人
間
精
神
」
に
と
っ
て
あ
る
種
の
確
実
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
帯
び
て
な
さ
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
身
体
の
な
か
で
生
じ
る
こ
と
」
は
「
身
体
そ
の
も
の
」
と
は
別
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

す
な
わ
ち
前
者
は
「
身
体
の
な
か
に
存
在
す
る

existere,
esse
部
分
的
な
も
の
」
で
は
な
く
、
「
身
体
」
と
「
外
部
の
物
体
」
を
原
因
と
し

て
「
身
体
に
お
い
て
生
じ
る

c
o
n
t
i
n
g
e
r
e
こ
と
」
な
の
で
あ
り
、

と
い
う
の
も
、

「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
物
体

（
身
体
）

そ
れ
は
結
局
「
人
間
身
体
」
が
「
外
部
の
物
体
か
ら
き
わ
め
て
多
く
の
仕

方
で
変
様
（
刺
激
）
さ
れ
る

affici
」
(
E
2
A
3
)

と
い
わ
れ
る
際
の
「
変
様
」
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
な
く
と
も
‘
八
神
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
人
間
精
神
」
は
、
「
身
体
」
の
な
か
で
生
じ
る

c
o
n
t
i
n
g
e
r
e
こ
と
を
た
し
か
に
知
覚
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
V
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
「
わ
れ
わ
れ
は
身
体
の
変
様
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
」

(
E
2
P
1
3
D
)
。

(
5
)
 

が
多
く
の
仕
方
で
変
様
さ
れ
る
の
を
感
じ
る

sentire
」

か

ら

で

あ

る

。

て
こ
れ
ゆ
え
に
「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で
あ
る
」

(
E
2
P
l
3
D
)

と
ス
ピ
ノ
ザ
は
帰
結
し
う
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
う
し
て
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
け
る
「
人
間
精
神
」
の
知
覚
対
象
と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
身
体
の
変

様
」
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
と
き
の
「
知
覚
」
は
文
字
ど
お
り
の
「
知
覚
」
と
し
て
「
精
神
」

く
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
自
己
疎
外
」
的
状
況
に
お
か
れ
た
「
人
間
精
神
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
っ
て
身
体
が
変
様
さ
れ
る
こ
と
」
だ
け
で
し
か
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
確
実
に
知
り
う
る
の
は
、

し
た
が
っ
て

(
E
2
A
4
)
 

そ
し

の
受
動
的
側
面
を
多

「
外
部
物
体
と
身
体
自
身
に

「
人
間
身
体
の
変
様
の
観
念
は
、

、
、
、

単
に
人

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

46

と
こ
ろ
の
「
人
間
精
神
」
も
、
「
神
が
人
間
精
神
の
本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
」
少
な
く
と
も
「
身
体
の
変
様
」
を
知
る
こ
と
が
で

、
、
、
、
、
、
、

き
る
の
で
あ
る
。
「
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
（
身
体
）
の
な
か
で
生
じ
る

c
o
n
t
i
n
g
e
r
e
す
べ
て
の
こ
と
は
、
神
が
人
間
精
神
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

本
性
を
構
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
…
…
そ
の
認
識
は
必
然
的
に
精
神
の
な
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、
「
精
神
は
そ
れ
を
知
党
す
る
」
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ゆ
く
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
精
神
の
表
象
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
み
れ
ば
何
ら
の
誤
謬
も
含
ん
で
い
な
い
」

(
E
Z
P
1
7
S
)

し
、
ま

た
「
観
念
の
中
に
は
、
そ
れ
の
た
め
に
観
念
が
虚
偽
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
も
の
は
何
も
な
い
」
(
E
Z
P
3
3
)

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
精

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

神
は
も
の
を
表
象
す
る
か
ら
誤
り
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
精
神
が
自
己
に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
存
在
を
排
除
す
る
観
念
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
の
み
誤
り
を
犯
し
て
い
る
」
(
E
Z
P
1
7
S
)

こ
と
に
な
り
、
反
対
に
「
精
神

念
は
外
部
物
体
な
ら
ぴ
に
身
体
と
そ
の
部
分
の
本
性
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
「
人
間
精
神
」
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
充
全
な
認
識
を
持
た

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
の
観
念
が
外
部
の
物
体
を
わ
れ
わ
れ
に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
身
体
の
変

様
は
、
も
の
の
形
を
再
生
し
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
も
の
の
表
象
像

i
m
a
g
o
と
呼
ぶ
」
し
、
「
精
神
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
物
体
を

観
想
す
る
と
き
‘
わ
れ
わ
れ
は
精
神
が
も
の
を
表
象
す
る

imaginari
と
い
う
」

(
E
2
P
1
7
S
)

序
に
基
づ
か
な
い
で
、
感
覚
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
、
混
乱
し
た
形
で
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
る
認
識
」
、
「
漠
然
た
る
経
験
に
よ
る
認
識
」
は
「
臆

見

opinio
」
「
表
象

imaginatio
」
、
あ
る
い
は
「
第
一
種
の
認
識
」
と
呼
ば
れ
も
す
る
の
で
あ
る

「
身
体
の
変
様
」

と
そ
の

「
観
念
」

い
。
と
い
う
の
も
、
精
神
は
、

の
存
在
を
確
か
に
教
え
る
人
間
の
感
覚
・
知
覚
能
力
を
必
要
以
上
に
過
小
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
「
観
念
」
を
「
知
覚
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
自
分
自
身
を
認
識
す
る
」

(
E
2
P
2
3
)

し、

念
」
に
よ
る
よ
り
「
他
の
仕
方
で
は
、
外
部
の
物
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
表
象
し
え
な
い
」

(
E
2
P
2
6
D
)

と
も
損
な
わ
れ
、
混
乱
し
た
精
神
で
さ
え
こ
の
「
観
念
」
を
確
か
に
持
ち
、

）
の
同
じ
「
観
念
」
を
索
材
と
し
て
充
全
な
認
識
を
形
成
し
て

(
E
2
P
4
0
S
2
)

。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に

の
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
「
知
性
的
な
秩

こ
の
「
観

の
だ
か
ら
、
も
っ

が
存
在
し
な
い
も
の
を
自
己
に
現
在
す
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
と
き
に
、
同
時
に
そ
の
も
の
が
現
実
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
精
神
は
こ
の
表
象
す
る
能
力
を
自
己
の
欠
点
で
は
な
く
長
所
と
」

(
i
b
i
d
.

）
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
太

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

間
精
神
に
の
み
関
係
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
明
晰
判
明
な
も
の
で
は
な
く
混
乱
し
た
も
の
」

(
E
2
P
2
8
)

で
あ
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
‘
こ
の
観
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腸
を
見
る
わ
れ
わ
れ
が
「
太
賜
は
お
よ
そ
二
百
フ
ィ
ー
ト
わ
れ
わ
れ
か
ら
隔
た
っ
て
い
る
と
表
象
す
る
」

(ibid.
）
な
ら
ば
、
こ
の
表
象
そ
の
も

の
に
誤
謬
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
と
き
誤
謬
は
、
太
閣
と
わ
れ
わ
れ
と
の
実
際
の
距
離
お
よ
び
こ
の
表
象
の
原
因
を
知
ら
な
い
こ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
あ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
実
際
の
距
離
や
表
象
の
原
因
を
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
、
太
隔
が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
、
そ
の
よ
う
に
見
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
の
が
「
身
体
の
変
様
」
の
持
つ
特
性
で
あ
る
。
人
が
「
知
っ
て
い
る
よ
う
に
知

こ
と
で
あ
る
。

っ
て
い
る

s
a
v
o
i
r
c
o
m
m
e
 s
a
v
o
i
r
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
知
っ
て
い
る
こ
と
」
の
肯
定
で
あ
り
、
そ
れ
が
確
か
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
、

(
6
)

ヽ
‘
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
知
っ
て
い
る
こ
と
と
確
か
さ
は
同
義
語
」
で
あ
る
、
と
す
る
ゲ
ル
ー
に
し
た
が
う
な
ら
、
こ
の
場
合
「
身
体
変
様
の
観
念
」
が
人
間
精
神

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
身
体
」
が
変
様
さ
れ
る
の
を
、
そ
れ
を
「
感
じ
る

sentire
」
と
い
う
仕
方
で
「
人
間
精
神
」
が
「
知
っ
て

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

い
る
」
の
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
「
感
じ
て
い
る
身
体
変
様
が
感
じ
て
い
る
よ
う
に
あ
る
」
こ
と
は
確
実
な
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

、
、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
ど
れ
ほ
ど
「
疎
外
」
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
‘
わ
れ
わ
れ
は
「
身
体
変
様
」
を
感
じ
て
お
り
、
も
ち
ろ
ん
既
に
「
感
じ
て

、
、
、
、
、
、

し
ま
っ
て
い
る
」
以
上
、
「
私
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(TlE34)
こ
と
か
ら
し

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

て
、
私
は
「
感
じ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
。
そ
し
て
こ
の
「
感
じ
て
い
る
と
い
う
事
実
」
だ
け
は
い
か
な
る
精
神
に
と
っ
て
も
確
か
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
「
身
体
の
変
様
」
と
そ
の
「
観
念
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
「
観
念
」
と
そ
の
「
観
念
の
観
念
」
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

意
味
で
は
、
前
者
は
後
者
に
よ
っ
て
「
観
念
さ
れ
る
も
の

i
d
e
a
t
u
m
」
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
思
惟
主
体
た
る
「
人

間
精
神
」
が
思
惟
作
用
を
遂
行
し
た
果
て
に
見
出
だ
し
た
と
こ
ろ
の
「
m心
惟
さ
れ
た
も
の

c
o
g
i
t
a
t
u
m
」
と
し
て
の
資
格
を
も
持
つ
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
論
が
教
え
る
と
こ
ろ
は
、
「
観
念
」
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
の
確
証
が
認
識
に
よ
っ
て
目
指

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
一
致
は
む
し
ろ
始
め
か
ら
常
に
既
に
認
識
の
条
件
を
な
し
て
い
る
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
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V

、.）

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
「
身
体
の
変
様
」
と
そ
の
「
観
念
」
は
始
め
か
ら
既
に
、
こ
の
上
な
く
「
観
念
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ

れ
わ
れ
は
、
ま
ず
最
初
に
「
身
体
の
変
様
」
が
あ
り
、

な
い
。
こ
れ
ら
は
、

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
常
に
必
然
的
に
そ
れ
ら
は
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
に
「
観
念
」
が
把
握
し
、

(
P
P
/
 I
 
1
4
4
)

、
こ
の
際
の
「
私
は
思
惟
す
る

cogito
」
は
、

さ
ら
に
今
度
は
こ

の
「
観
念
」
を
「
観
念
の
観
念
」
が
同
様
に
対
象
化
す
る
か
た
ち
で
把
握
す
る
の
だ
と
い
っ
た
継
起
的
な
事
態
を
こ
こ
に
想
定
し
て
は
な
ら

そ
う
し
た
対
象
化
の
認
識
作
用
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
し
て
一
挙
に
人
間
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
「
身
体
の
変
様
」
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
同
時
に
人
は
自
ら
「
感
じ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
し
、
「
感
じ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
」
の
だ
か
ら
、
「
身
体
の
変
様
」
と
同
時
に
そ
の
「
観
念
」
と
そ
の
「
観
念
の
観
念
」
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
こ

こ
う
し
て
み
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
わ
れ
わ
れ
は
、
「
身
体
が
変
様
さ
れ
る
こ
と
を
感
じ
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
こ
の
「
変
様
の
観
念
」
を
持

つ
こ
と
の
確
か
さ
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
私
が
あ
る

e
g
o
s
u
m
」
を
説
明
す
る
と
さ
え
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
第
二
答
弁
」
に
お
け
る

(
8
)
 

デ
カ
ル
ト
自
身
と
同
様
に
、

ゆ
え
に
私
は
あ
る

c
o
g
i
t
o
e
r
g
o
 
s
u
m
」
が
大
前
提
の
隠
さ
れ
た
三
段
論
法
で
は
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
同
命
題
を
「
私
は
思
惟
し
つ
つ
あ
る

e
g
o
s
u
m
 c
o
g
i
t
a
n
s
」
と
同
義
の
単
一
命
題
と
し
て
解
す
る
の
だ
が

「
私
は
思
惟
す
る
、

デ
カ
ル
ト
と
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
惟
の
様
態
、
す
な
わ
ち
「
疑
う
こ
と
、

理

解
す
る
こ
と
、
肯
定
す
る
こ
と
、
…
…
そ
し
て
感
じ
る
こ
と

sentire
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
自
覚
的
で
あ
る
点
を
考
應
す
る
な

ら
ば

(
P
P
/
I
 
1
4
5
)

、
ま
さ
に
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
私
」
は
「
感
じ
つ
つ
あ
る
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
八
c
o
g
i
t
a
n
s
>
の
こ
う
し
た
性
格

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
前
半
に
着
目
し
て
論
を
進
め
て
き
た
本
論
の
よ
う
に
認
識
の
筋
道
を
手
持
ち
の
「
観
念
」
の
方
へ

と
遡
行
す
る
手
続
き
と
は
反
対
の
方
向
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
将
遍
的
概
念
を
形
成
す
る
方
向
に
お
い
て
こ
そ
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
八
e
g
o

s
u
m
 c
o
g
i
t
a
n
s
>
の
意
義
が
本
来
見
出
だ
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
私
が
あ
る

e
g
o
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以
上
の
考
察
か
ら
、
感
覚
・
知
覚
能
力
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
側
面
に
基
づ
く
「
身
体
の
変
様
」
と
そ
の
「
観
念
」
が
、
八
究
極
的

索
材
＞
と
し
て
「
人
間
精
神
」
に
よ
る
認
識
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ら
ゆ
る
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
は
認
識

の
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
‘

る
し
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
と
は
い
え
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
は
「
人
間
精
神
」
は
「
自
己
疎
外
」
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

、
、
、
、
、

な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
に
は
「
人
間
精
神
」
の
真
の
「
自
己
疎
外
」
は
、
「
観
念
」
の
対
象
た
る
「
身
体
の
変
様
」
を
、
そ
れ
が

、
、
、
、

い
く
ら
「
身
体
そ
の
も
の
」
あ
る
い
は
「
外
部
の
物
体
そ
の
も
の
」
の
本
性
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
「
そ
の
も
の
」
と
混
同
す

、
、
、
、
、
、

る
こ
と
で
成
立
す
る
認
識
に
自
足
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
「
身
体
の
変
様
」
あ
る
い
は
そ
の
「
観

念
」
を
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
く
正
し
く
そ
れ
と
し
て
評
価
す
る
た
め
に
、

結

ぴ

で
あ
る
と
い
え
る
。

s
u
m」
と
い
う
際
の
「
私
」
は
、

ア
ル
キ
エ
い
う
と
こ
ろ
の
「
一
性
」
や
「
単
純
さ
」
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
た
「
精
神

a
m
e
」
に
よ
っ

体
の
変
様
」
と
そ
の
「
観
念
」
の
性
格
に
鑑
み
て
そ
の
よ
う
な
「
私
」

て
で
は
な
く
、
多
く
の
「
観
念
」
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
「
精
神
」
か
ら
説
明
さ
れ
る
よ
う
な
「
私
」
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
既
述
の
「
身

で
は
あ
っ
て
も
「
感
じ
つ
つ
あ
る
」
こ
と
自
体
は
、
決
し
て
排
除
さ

れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
認
識
の
始
原
に
お
い
て
「
私
が
あ
る

e
g
o
s
u
m
」
こ
と
の
確
証
に
自
ら
を
索
材
と
し
て
提
供
す
る
と

い
え
る
「
身
体
の
変
様
」
と
そ
の
「
観
念
」
、

そ
し
て
そ
の
「
観
念
の
観
念
」
は
、
も
っ
と
も
損
な
わ
れ
、
混
乱
し
た
「
精
神
」
に
と
っ
て
さ

え
確
か
な
も
の
と
し
て
、
認
識
の
充
全
•
非
充
全
に
関
わ
ら
ず
、
「
人
間
精
神
」
が
認
識
を
遂
行
す
る
た
め
の
八
究
極
的
索
材
＞
と
な
る
も
の

そ
れ
に
の
み
基
づ
い
て
事
物
を
観
想
す
る
か
ぎ
り
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
第
一
種
の
そ
れ
で
あ

ゲ
ル
ー
の
い
う
よ
う
に
「
観
念
」
と
「
認
識
」
と
を
区
別
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(
9
)
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
「
観
念
」
が
「
精
神
」
の
う
ち
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
観
念
の
対
象
」
は
、
そ
の
「
観
念
を
通
じ
て
わ
れ

わ
れ
が
認
識
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
」
に
等
し
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
も
っ
と
も
損
な
わ
れ
、
混
乱
し

一
旦
は
こ
の
混
同
を
必
然
的
に
自
ら
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
精
神
」
は
そ
う
し
た
混
同
の

も
た
ら
す
認
識
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
自
ら
に
と
っ
て
必
然
的
な
状
況
と
し
て
い
つ
ま
で
も
引
き
受
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
観
念
の
中
に
は
、

そ
れ
の
た
め
に
観
念
が
虚
偽
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
積
極
的
な
も
の
は
何
も
な
い
」

(
E
2
P
3
3
)

の
で
あ
っ
て
「
虚
偽
と
は
、
非
充
全
な
あ
る
い

、
、
、
、
、

は
損
な
わ
れ
混
乱
し
た
観
念
が
含
む
認
識
の
欠
乏
」

(
E
2
P
3
5
)

に
あ
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
い
か
な
る
「
観
念
」
で
あ
れ
こ
れ

を
を
索
材
と
し
て
認
識
を
正
し
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ
ト
ゥ
ロ
ン
と
と
も
に
、
「
充
全
な
観
念
」
は
「
わ
れ

わ
れ
の
身
体
の
変
様
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
観
念
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

(10) 

で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
い
ま
だ
損
な
わ
れ
、
混
乱
し
た
「
精
神
」
を
有
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
「
観
念
」
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ

の
も
の
と
し
て
認
識
し
え
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
「
身
体
の
変
様
の
う
ち
で
、
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
諸
側
面
が
、
そ

(11) 

こ
に
お
い
て
互
い
に
連
結
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
論
理
的
秩
序
」
を
形
成
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
し
か
た
で
進
め
ら
れ
る

認
識
を
保
証
す
る
の
は
、
「
人
間
身
体
ま
た
は
人
間
身
体
を
つ
ね
に
刺
激
す
る
い
く
つ
か
の
外
部
の
物
体
に
共
通
で
あ
り
か
つ
特
有
な
も
の
、

そ
し
て
等
し
く
こ
う
し
た
各
物
体
の
部
分
の
中
に
も
全
体
の
中
に
も
あ
る
も
の
」

(
E
2
P
3
9
)

に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
、
起
源
的
に
は
き
わ

め
て
混
乱
し
た
知
覚
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
「
身
体
の
変
様
」
を
索
材
と
し
て
始
め
る
こ
と
か
ら
形
成
さ
れ
う
る
普
逼
概
念
で
も

あ
る
と
こ
ろ
の
「
共
通
概
念
」
な
の
で
あ
る
。
「
観
念
」
が
個
別
的
に
み
ら
れ
、
諸
観
念
相
互
の
無
限
の
観
念
連
鎖
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
個
別
的
人
間
精
神
」
は
仮
に
も
「
自
己
疎
外
的
」
と
呼
ば
れ
う
る
状
況
を
引
き
受
け
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

確
認
し
て
き
た
。

で
は
、
も
し
「
観
念
」
が
諸
観
念
相
互
の
連
関
か
ら
抽
象
さ
れ
て
考
察
さ
れ
な
い
場
合
は
ど
う
な
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

た
「
精
神
」
は
そ
の
性
格
上



で
以
て

り

ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
「
精
神
」

）
う
し
た
「
観
念
」

一
連
の
観
念
連
結

の
因
果
連
鎖
の
う
ち
に
「
共
通
概
念
」

の
理
解
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
が
っ
て
第
二
節
で
触
れ
た
定
理
九
は
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
意
の
個
物
の
「
観
念
」
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
起
成
原
因

(
E
1
P
l
6
C
2
)

」
で
あ

る
と
と
も
に
「
第
一
原
因

(
E
1
P
l
6
C
l
)

」
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
神
が
変
様
し
た
と
こ
ろ
の
他
の
個
物
の
「
観
念
」
を
原
因
と
し
て
も
つ
か
ぎ

こ
の
他
の
「
観
念
」
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
当
の
個
物
の
「
観
念
」
が
含
ま
れ
て
い
る
無
限
な
る
観
念
系
列
か
ら
の
断
絶

お
よ
ぴ
抽
象
を
被
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
人
間
精
神
」
は
、

を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
「
正
し
い
認
識
」
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
本
論
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、

行
し
つ
つ
、
も
っ
と
も
損
な
わ
れ
混
乱
し
た
「
精
神
」
で
さ
え
、

こ
の
認
識
の
筋
道
を
遡

少
な
く
と
も
「
身
体
の
変
様
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
身
体
が

変
様
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
」
こ
と
の
確
か
さ
を
見
出
し
た
。
最
終
的
に
は
「
わ
れ
わ
れ
が
な
ん
ら
か
の
明
晰
判
明
な
概
念
を
形

成
し
え
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
身
体
変
様
も
な
い
」

(
E
5
P
4
)

と
い
わ
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
「
身
体
変
様
」
か
ら
始
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま

っ
た
き
「
充
全
観
念
」
を
形
成
し
う
る
と
い
え
る
。
と
は
い
え
現
実
的
に
は
、
無
際
限
的
に
複
雑
な
構
造
を
な
す
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
を

(12)

、
、
、
、
、

的
確
に
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
だ
が
し
か
し
、
身
体
は
少
な
く
と
も
「
で
き
る
、
能
う

c
a
p
a
b
l
e
」
と
い
う
能
力

（
マ
ト
ゥ
ロ
ン
の
適
切
な
例
え
で
い
え
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
円
を
描
く
際
に
、
脳
神
経
過
程
の
細
部
に
生
ず
る
で
あ
ろ
う
あ
ら
ゆ
る
事

、
、
、
、
、

(13)

象
を
認
知
し
て
い
な
い
に
し
て
も
‘
線
分
の
回
転
と
い
う
仕
方
を
「
実
現
で
き
る

c
a
p
a
b
l
e
d'effectuer
」
の
で
あ
る
）
、

を
成
し
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
能
力
は
「
能
動
」

の
そ
れ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ
と
も
損
な
わ
れ
混
乱
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
「
人
間
精
神
」
の
場
合
で
さ
え
も
、
た
と
え
そ
れ
が
「
受
動
的
」
な
も
の
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
「
身
体
」
は
「
変
様
さ
れ
る
と
い
う
能

カ
」
を
持
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
う
し
て
、

は
確
か
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
「
身
体
変
様
」
の
意
義
を
再
確
認
し
つ
つ
本
論
を
締
め
括
り
た
い
。

52

実
は
こ
の
点
に
こ
そ

い
か
な
る
「
人
間
精
神
」
に
と
っ
て
も
、
「
身
体
が
変
様
さ
れ
る
」
こ
と
ば
か
り
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