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は
じ
め
に

｢

何
故
無
で
な
く
む
し
ろ
或
る
も
の
が
有
る
の
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、｣ (
１)
。
こ
の
問
い
が
か
か
わ
っ
て
い
る
対
象
は

｢

或
る
も
の｣

で
あ
り
、
そ
の
対
象
が

｢

有
る｣

と
い
う
こ
と
の
根
拠
が

｢

な
ぜ｣

と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
或
る
も
の
が
無
で
は
な
く
存
在
し
て
い
る
と
語
り
う
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
り
、

さ
ら
に
は
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
根
拠
さ
え
も
が
そ
も
そ
も
確
保
さ
れ
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
右
の
よ
う
な
問
い
を
形
而
上
学

(

哲
学)

の
根
本
的
な
問
い
と
見
な
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
カ
ン
ト
哲
学
は
そ
の
問
い
と
ど
の

よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

(

２)

。
本
稿
で
は
、
カ
ン
ト
が

『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
い
て

｢

も
の｣

を
ど
の
よ
う
に
見
な
し
、
そ
の
よ

う
に
見
な
さ
れ
た
も
の
が

｢

存
在
し
て
い
る｣

と
言
い
う
る
根
拠
を
何
に
求
め
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
根
拠
を
何
に
基
づ
い
て
確
保
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。

そ
の
た
め
に
本
稿
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
第
一
節
に
お
い
て
、
私
た
ち
人
間
が
経
験
の
対
象
に
対
し
て
素
朴
に
と
っ
て
い
る
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『

純
粋
理
性
批
判』

に
お
け
る
触
発
の
概
念

朴

修

範



｢

経
験
的｣

な
態
度
と
超
越
論
的
反
省
を
遂
行
す
る
カ
ン
ト
の

｢

超
越
論
的｣

な
態
度
と
の
差
異
を
明
ら
か
に
す
る

(｢

経
験
的｣

な
態
度
と

｢

超

越
論
的｣

な
態
度)

。
次
に
第
二
節
で
は
、
超
越
論
的
な
反
省
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
を
物
自
体
と
ヌ
ー
メ
ノ
ン
概
念
と
の
関
係
を
通
し

て
よ
り
詳
し
く
検
討
す
る

(

超
越
論
的
観
念
論
に
お
け
る
現
象
と
物
自
体)

。
第
三
節
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て

｢

も
の
が
存
在
し
て
い

る｣

と
い
う
こ
と
の
根
拠
は
ど
こ
に
存
す
る
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
よ
う
な
根
拠
に
つ
い
て
の
従
来
の
相
反
す
る
見
方
を
吟
味
す
る

(

触
発
す
る

対
象)

。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
カ
ン
ト
が
何
を
前
提
に
し
て
も
の
の
存
在
根
拠
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
前

提
の
内
実
ま
で
を
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う

(

触
発
さ
れ
る
主
観)

。

第
一
節

｢

経
験
的｣
な
態
度
と

｢

超
越
論
的｣

な
態
度

私
た
ち
は
、
超
越
論
的
反
省
を
含
め
い
か
な
る
哲
学
的
反
省
で
あ
れ
そ
れ
を
行
う
以
前
に
既
に
対
象
と
か
か
わ
り
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
。
そ

れ
で
は
ま
ず
、
私
た
ち
が
日
常
に
お
い
て
触
れ
合
っ
て
い
る
対
象
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は
、
私

た
ち
が
い
か
な
る
哲
学
的
反
省
に
も
先
立
っ
て
既
に
対
象
に
対
し
て
と
っ
て
い
る

｢

経
験
的｣

な
態
度
を
バ
ラ
の
花
と
水
滴
の
例
を
挙
げ
て
以
下

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
バ
ラ
自
体
と
バ
ラ
の
色
、
②
水
滴
と
虹
を
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
バ
ラ
自
体
と
水
滴
は

｢

経
験

的｣

な
意
味
に
お
け
る

｢

物
自
体｣

(

な
い
し
は

｢

事
象
自
体｣)
で
あ
り
、
他
方
、
バ
ラ
の
色
と
虹
は

｢

経
験
的｣

な
意
味
で
の

｢

現
象｣

と
見

な
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
バ
ラ
の
色
と
虹
が
人
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
主
観
的
に
異
な
る
と
し
て
も
、
バ
ラ
自
体
と
水
滴
は
客
観
的
で
あ
っ
て
人
一
般

に
通
用
す
る
か
ら
で
あ
る

(�
29����

45��
45����

62����
70����) (

３)

。
す
な
わ
ち

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
は
、
バ
ラ
と
水
滴
が
そ
れ
ら

を
見
る
主
観
に
と
っ
て
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
私
た
ち
と
無
関
係
に
独
立
し
た
自
体
的
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

れ
に
反
し
て
、
バ
ラ
の
色
と
虹
は

｢

諸
物

[

バ
ラ
と
水
滴]

の
性
質
で
は
な
く
、
私
た
ち
主
観
の
単
な
る
変
容｣

(�
29��

45)

で
あ
る
ゆ
え
、

バ
ラ
の
色
と
虹
は
単
な
る
見
え
と
し
て
の
現
象
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は

｢

超
越
論
的｣

な
反
省
を
行
う
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、｢

経
験
的｣

な
態
度
で
の
物
自
体
と
現
象
の
区
別
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
物
自
体
と
見
な
さ
れ
た
も
の
は
、

｢

超
越
論
的｣

な
態
度
か
ら
す
れ
ば
実
は

｢

私

た
ち
感
性
の
単
な
る
現
象｣

(�
30��

45)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
現
象

(

バ
ラ
の
色･

虹)

と
対
比
さ
れ

た
物
自
体

(
バ
ラ･

水
滴)

そ
の
も
の
が
、｢

超
越
論
的｣

な
意
味
で
は
現
象
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

｢

超
越
論
的｣

な
態

度
に
お
い
て
現
象
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
、｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
け
る
物
自
体
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
現
象
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば

｢

諸
対
象
は
感
性
を
介
し
て
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る

、
、
、
、
、｣

(�
19��

33

強
調
は
カ
ン
ト)

の
で
あ
り
、
そ
の
感
性
は

｢

必
然

的
に
こ
れ
ら
の
諸
客
観
の
す
べ
て
の
諸
直
観
に
対
し
て
先
行
す
る｣

(�
26��

42) (

４)

。
す
な
わ
ち
、｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
け
る
物
自
体
は

｢

超

越
論
的｣

な
態
度
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
主
観
と
無
関
係
な
自
体
的
存
在
で
は
な
く
、
感
性
を
通
し
て
既
に
主
観
と
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
現
象
な

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
観
に
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
対
象
は
感
性
を
通
し
て
の
み
直
観
さ
れ
、
そ
し
て
対
象
を
受
容
す
る
感
性
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
が
他
な
ら
ぬ
空
間
と
時
間
な
の
で
あ
る

(�
42��

60) (

５)

。
そ
れ
ゆ
え

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
け
る
物
自
体
は

｢

超
越
論
的｣

に
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
既
に
ア
プ
リ
オ
リ
な
空
間･

時
間
形
式
を
介
し
て
認
識
主
観
と
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ぎ
り
で

の
現
象
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に

｢

超
越
論
的｣

な
態
度
に
お
け
る
現
象
は

｢

経
験
的｣

な
態
度
で
の
現
象
と
同
一
の
意
味
を
も
つ
概
念
で
は
な
い
。

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
け
る
現
象
と
は

｢

単
な
る
私
た
ち
主
観
の
変
化｣

(�
29��

45)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、｢

超
越
論
的｣

な
態
度
に
と
っ
て
の
現
象

は

｢

い
つ
も
た
だ
主
観
に
根
源
的
に
属
し
て
い
る
空
間
と
時
間
と
い
う
諸
条
件
だ
け｣

(�
43��

61)

に
基
づ
い
て
い
る
表
象
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
物
自
体
と
見
な
さ
れ
て
い
た
外
的
対
象

(
バ
ラ･

水
滴)

は
、
既
に
感
性
的
直
観
の
形
式
を
介
し
た
も
の

と
し
て

｢

そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
現
象
と
し
て
、
た
だ
私
た
ち
の
内
に
の
み
現
存
し
う
る｣

(�
42��

59)

。

こ
う
し
て

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
、
外
的
対
象
が
主
観
と
切
り
離
さ
れ
た
自
体
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
た
理
由
は
空
間
と
時
間
が
主
観
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に
属
す
る
感
性
的
直
観
の
形
式
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い

て
物
自
体
と
見
な
さ
れ
た

｢

も
の

(

外
的
対
象)｣

が
超
越
論
的
反
省
の
後
に
は
現
象
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
現
象
概
念
の
意
味

も

｢
経
験
的｣

な
態
度
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
カ
ン
ト
固
有
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
次
節
で
は
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反

省
に
よ
る
新
た
な
現
象
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
二
節

物
自
体
と
ヌ
ー
メ
ノ
ン

カ
ン
ト
は

｢

感
性
論｣

に
お
い
て
、
空
間
と
時
間
の

｢

超
越
論
的
観
念
性｣

(�
28��

44��
36��

53)

を
語
り
な
が
ら
、
感
性
的
直
観
の
形

式
が
物
自
体
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
現
象
に
の
み
か
か
わ
る
と
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
る

(

６)

。
そ
れ
で
は
カ
ン
ト
は
は
た
し
て

｢

超
越
論
的｣

な
意

味
で
の
物
自
体
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
物
自
体
の
存
在
を
認
め
た
上
で、、、
感
性
が

物
自
体
で
は
な
く
現
象
に
の
み
か
か
わ
る
の
だ
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
感
性
は
現
象
に
の
み
か
か
わ
る
が
ゆ
え
に
物

自
体
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
物
自
体
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
肯
定
も
否
定
も
留
保
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
物
自
体
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
明
確
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
象
は

｢

諸
物
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
認
識
す
る

、
、
、
、こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
し
か
し
少
な
く
と
も
思
考
す
る

、
、
、
、こ
と
が
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い｣
(�����

強
調
は
カ
ン
ト)

。
さ
も
な
け
れ
ば
、｢

現
象
が
、
そ
こ
で
現
象
す
る
或
る
も
の
な
し
に
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
つ

じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
命
題｣

(������)
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
が
あ
く
ま
で
も
或
る
も
の
の
現
象
で
あ
る
と
見
な

さ
れ
る
か
ぎ
り
、
現
象
が
存
在
す
る
た
め
に
は
現
象
を
現
象
た
ら
し
め
る
或
る
も
の
の
存
在
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
右
の
命
題
に
お
い
て
は
、
現
象
す
る
或
る
も
の
が
物
自
体
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
カ
ン
ト
は
現
象
の
存
在
か
ら
そ
れ
の
背
後
に
自

― 70 ―



体
的
な
存
在
と
し
て
の
物
自
体
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
は
物
自
体
の
存
在
を
前
提
せ
ず
に
は

成
立
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か

(

７)

。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
現
象
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
物
自
体
を

｢

単
な
る
論
理
的
可
能
性｣

(���������)

と
呼
ん
で
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
既
述
の
引
用
文
か
ら
カ
ン
ト
が
物
自
体
の
存
在
を
認
め
て
い
る
と
断
言
し
て
し
ま
う
前
に
、
ま
ず
物
自
体
の
存
在
を
論
理
的
可
能
性
と

し
て
考
え
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
理
的
可
能
性
と
し
て
の
物
自
体
の
存
在
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
に

｢
ヌ
ー
メ
ノ
ン｣

(�
235��

294)

概
念
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
は
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
相
当
す
る
諸
概
念
に

は

｢

す
べ
て
の
感
性
的
直
観
が
取
り
去
ら
れ
る
と
…
論
理
的

、
、
、可
能
性
の
み
が
残
っ
て
い
る｣

(�
245��

302����

強
調
は
カ
ン
ト)

と
語
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は

｢

す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
に
区
別
す
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て｣

と
い
う
一
節
に
お
い
て
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン

を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

｢

私
た
ち
の
諸
感
官
の
諸
客
観
と
は
ま
っ
た
く
な
ら
な
い
他
の
可
能
的
な
諸
物
を
、
た
だ
悟
性
に
よ
っ
て
思
考

さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
諸
対
象
と
し
て
、
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン
に
い
わ
ば
対
立
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
名
づ
け
る｣

(�
306)

。
つ
ま
り
ヌ
ー

メ
ノ
ン
と
は
予
め
物
自
体
の
存
在
を
前
提
し
た
概
念
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
悟
性
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は

悟
性
に
よ
っ
て
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ン

(

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
諸
現
象)

に
対
立
さ
せ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
現
象
の
存
在
根

拠
と
し
て
の
物
自
体
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

(

８)

。
悟
性
に
よ
っ
て
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
思
考
さ
れ
う
る
の
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
悟
性

は

｢

そ
の
起
源
か
ら
み
て
…
感
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
感
官
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
越
え
て
拡
張
さ
れ
る
適
用
を
許

す
よ
う
に
見
え
る｣

(�
305)

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
主
観
と
切
り
離
さ
れ
た
自
体
的
な
存
在
と
し
て
の
物
自
体
を
前
提
し
た
概
念
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た

が
、
そ
れ
で
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
物
自
体
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
概
念
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

｢

或
る
物
の
可
能
性
は

決
し
て
そ
の
物
の
概
念
が
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
だ
け
に
よ
っ
て
は
証
明
さ
れ
え
ず、、、
そ
の
概
念
が
そ
の
概
念
に
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対
応
す
る
直
観
を
通
し
て
立
証
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
証
明
さ
れ
う
る｣

(�
308) (

９)

。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
感
性
を
考
慮
し
な
か
っ

た
悟
性
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
論
理
的
可
能
性
と
し
て
は
矛
盾
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
い
う
物
自
体
の
存
在
ま
で
も
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
を
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
区
分
し
て
い
る
。
ま
ず

[

一]
｢

私
た
ち
が
物
を
直
観
す
る
様
式
を
度
外
視
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
が
私
た
ち
の
感
性
的
直
観
の
客
観
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
物
は
消
極
的
意
味
に
お
け

・
・
・

る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
で
あ
る｣

(�
307

強
調
は
カ
ン
ト)

。
消
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
は
、
物
自
体
が
感
性
的
直
観
の
対
象
に
は
な
ら
な
い

ゆ
え
私
た
ち
は
物
自
体
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
既
に
見
た
よ
う
に
、
物
自
体
が
論
理
的
に
は
可
能
で

あ
っ
て
も
、
物
自
体
の
存
在
を
主
張
す
る
た
め
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
直
観
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
物

自
体
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
物
自
体
の
存
在
を
積
極
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い、、こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
第
二
の
意
味
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、[

二]
｢

私
た
ち
が
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
お
い
て
、
非
感
性
的
直
観

、
、
、
、
、
、の
客
観、、を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
或
る
特
殊
な
直
観
様
式
つ

ま
り
知
性
的
直
観
を
仮
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
…
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
直
観
に
つ
い
て
は
そ
の
可
能
性
を
す
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
そ
の
非
感
性
的
直
観
の
客
観
は
積
極
的

、
、
、意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
で
あ
ろ
う｣

(�����
強
調
は
カ
ン
ト)

。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
対
象(

現

象
で
あ
れ
物
自
体
で
あ
れ)

に
対
応
す
る
直
観、、(

感
性
的
で
あ
れ
非
感
性
的
で
あ
れ)

が
あ
れ
ば

、
、
、
、そ
の
対
象
の
存
在
も
認
め
ら
れ
る
の
だ
と
考
え

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
積
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
物
自
体
の
存
在
を
意
味
す
る
た
め
に
は
私
た
ち
の
感
性
を
考
慮
し
な
い
物
自

体
に
対
応
す
る
知
性
的
直
観
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
自
体
の
存
在
は
予
め
非
感
性
的
直
観
を
前
提
し
た
上
で
の
み
主
張
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
直
観
の
可
能
性
に
つ
い
て
私
た
ち
は
ま
っ
た
く
知
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、｢

私
た
ち
に
よ
っ
て
ヌ
ー

メ
ノ
ン
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
た
だ
消
極
的
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(�
309

強
調
は

カ
ン
ト)

と
語
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
消
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
、
積
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
よ
う
に
私
た
ち
が
持
っ
て
い
な
い
非
感
性
的
直
観

(

知
性

的
直
観)

を
独
断
的
に
想
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
非
感
性
的
直
観
の
可
能
性
す
ら
知
り
え
な
い

、
、
、
、
、と
い
う
こ
と
か
ら
、
カ

ン
ト
は
物
自
体
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
見
な
し
て
い
る

(�)

。｢

超
越
論
的
感
性
論
に
お
い
て
私
た
ち
は
最
初
に
感

性
を
孤
立
さ
せ
る

、
、
、
、
、｣

(�
22��

35

強
調
は
カ
ン
ト)

。
つ
ま
り

｢

感
性
論｣

の
議
論
は
、
悟
性
か
ら
分
離
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

｢

感
性
に
つ
い
て
の
教
説
は
、
同
時
に

、
、
、消
極
的
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
る｣

(�
307)

。
こ
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
、

ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
物
自
体
と
の
関
係
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
物
自
体
は

｢

感
性
論｣

に
お
い
て
既
に
現
象
を
現
象
た
ら
し
め
る
存
在
根
拠
と
し

て
前
提
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
悟
性
に
よ
る
論
理
的
可
能
性
か
ら
考
え
ら
れ
た
消
極
的
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は

｢

感
性
の
越
権
を
制
限
す
る
た
め
の
、
そ
れ
ゆ
え
消
極
的
な
使
用
だ
け
に
つ
い
て
の
単
な
る
限
界
概
念

、
、
、
、で
あ
る｣

(�
255�

�
311

強
調
は
カ
ン
ト)

。
そ
れ
ゆ
え
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
、
自
体
的
な
存
在
と
し
て
の
物
自
体
を
前
提
し
た
概
念
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
体
的
な
存

在
と
し
て
の
物
自
体
は
現
象
の
存
在
根
拠
で
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
象
の
存
在
が
物
自
体
の
存
在
と
は
い
か
な
る
関
係
を
も
持
ち
え
な
い
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う

(�)
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
の
意
味
が
よ
り
明
瞭
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
本
稿
冒
頭
に

提
示
し
た
問
い
に
か
か
わ
る
対
象
で
あ
る

｢

或
る
も
の｣
と
は
現
象
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
現
象
は
物
自
体
の
存
在
を
予
め
前
提
し
た
も

の
で
は
な
い、、の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
次
節
以
降
で
は

｢

或
る
も
の

(
現
象)

が
有
る｣

と
言
い
う
る
根
拠
と
し
て
の

｢

何
故｣

に
つ
い
て
考
え
て

み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
三
節

触
発
す
る
対
象

現
象
の
存
在
が
物
自
体
の
存
在
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
な
い
場
合
に
、
は
た
し
て
現
象
の
存
在
は
何
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
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な
わ
ち
現
象
が
単
な
る
仮
象
で
は
な
い
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
現
象
が
仮
象
で
は
な
い
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

｢

現
象
に
お
い
て
は
常
に
諸
客
観
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
私
た
ち
が
そ
れ
ら
の
諸
客
観
に
付
与
す
る
諸
性
質
す
ら
、
何
か
現
実
的
に
与
え
ら
れ

、
、
、
、
、
、
、
、

た、も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る｣

(�
69)

。
す
な
わ
ち
現
象
が
仮
象
で
は
な
い
理
由
は
、
現
象
が
現
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
現
象
が
現
実
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
た
ち
の

｢
直
観
様
式
は
派
生
的

(

派
生
的
直
観)

で
あ
り
根
源
的

(

根
源
的
直
観)

で
は
な
く
そ
れ
ゆ
え
知
性
的
直
観
で
は
な
い｣

(�
72)

。

つ
ま
り
、
私
た
ち
人
間
が
持
っ
て
い
る
直
観
様
式
と
は

(

神
が
持
っ
て
い
る
直
観
様
式
の
よ
う
に)

｢

客
観
の
現
存
在
そ
の
も
の
が
そ
れ
を
通
じ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

て
与
え
ら
れ
る

、
、
、
、
、
、よ
う
な
直
観
様
式
で
は
な
く、、、
客
観
の
現
存
在
に
依
存
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、…
直
観
様
式｣

(�����)

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
に

与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
は

｢

対
象
に
よ
る
触
発｣

(�
19��

34)

と
い
う
事
態
を
含
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
に
つ
い
て

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

｢
私
た
ち
が
諸
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
を
通
し
て
諸
表
象
を
得
る
能
力

(

受
容
性)

は
感
性、、と

呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
感
性
を
介
し
て
私
た
ち
に
諸
対
象
が
与
え
ら
れ
る

、
、
、
、
、、
そ
し
て
感
性
の
み
が
私
た
ち
に
諸
直
観
を
提
供
す
る｣

(�
19��

33

強
調
は
カ
ン
ト)

。
し
た
が
っ
て
諸
対
象
は
感
性
の
形
式
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
、
ま
た
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
触
発
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
現
象
が
仮
象
で
は
な
く
現
実
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
は
対
象
に
よ
っ
て
主
観
が
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事

態
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
だ
と
す
れ
ば
当
然
な
が
ら
主
観
を
触
発
す
る
対
象
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
対

象
か
ら
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
現
象
が
与
え
ら
れ
る
ゆ
え
、
主
観
を
触
発
す
る
対
象
は
主
観
と
切
り
離
さ
れ
た
物
自
体
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
受
容
性
を
物
語
っ
て
い
る

｢

触
発｣

と
い
う
概
念
に
関
し
て
、
触
発
す
る
対
象
を
物
自
体
と

見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
既
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
物
自
体
は
論
理
的
可
能
性
と
し
て
の
消
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
し

て
思
考
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
ず
、
知
性
的
直
観
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
物
自
体
に
現
象
の
存
在
根
拠
を
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る

(�)

。
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触
発
と
い
う
事
態
の
ア
ポ
リ
ア
を
ヤ
コ
ー
ビ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

｢

私
は

[

物
自
体
と
い
う]

前
提
な
し
に
は
そ
の
体
系
内
に
入
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
あ
の
前
提
を
持
っ
て
は
そ
の
体
系
内
に
と
ど
ま
り
え
な
い

(�)｣

。
し
か
し
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
物
自
体
を
カ
ン
ト
哲
学

の
体
系
へ
の
入
り
口
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
か
ら
は
物
自
体
に
関
し
て
そ
れ
を
肯
定
も
否
定
も
で

き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
も
し
も
カ
ン
ト
自
身
の
体
系
に
は
収
ま
り
え
な
い
物
自
体
を
ま
ず
前
提
し
た
上
で
自
ら
の
体
系
を
構
築
し

た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
体
系
は
は
じ
め
か
ら
自
己
矛
盾
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
触
発
と
い
う
事
態
が
も
し
触

発
す
る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
の
存
在
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
、
現
象
と
し
て
の

｢

或
る
も
の｣

の
存
在
根
拠
が
主
観
と
無
関
係
な
物
自
体
の
存
在

に
基
づ
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
見
方
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
物
自
体
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
そ
の
も
の
を

否
定
す

、
、
、る、こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
超
越
論
的
観
念
論
は
も
は
や
カ
ン
ト
自
身
が
批
判
す
る

｢

超
越
論
的
実
在
論｣

(�
369)

に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
触
発
概
念
は
現
象
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
自
体
的
な
存
在
を
予
め
前
提
し
た
も
の
で
は
な
く
、
現
象
の
存

在
に
関
し
て
の
み
持
ち
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

(�)
。

そ
れ
で
は
認
識
主
観
を
触
発
す
る
対
象
が
物
自
体
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
、
触
発
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
の
意
味
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
現
象
は
対
象
か
ら
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
う
る
の
だ
が
、
触
発
す
る

対
象
が
物
自
体
で
は
な
い
と
す
れ
ば
そ
も
そ
も
触
発
す
る
対
象
そ
の
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
触
発
そ
の
も
の
も
意
味
を
持
た
な
く
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
現
象
は
、
対
象
か
ら
の
触
発
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
主
観
が
自
ら
の
思
惟
の
た

め
に

(

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
規
定
す
る
た
め
に)

産
出、、し
た
も
の
と
解
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
認
識
論
は
超
越
論
的
実
在

論
で
は
な
く
超
越
論
的
観
念
論
を
よ
り
一
層
整
合
化
し
た
も
の
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

(�)

。
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
神
的

直
観
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
も
感
性
の
受
容
性
の
意
義
を
認
め
な
が
ら
経
験
の
可
能
性
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
認
識
論
そ
の
も
の
を
否
定、、

す
る、、こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
触
発
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
の
相
反
す
る
以
上
の
よ
う
な
極
端
な
両
解
釈
は
ど
ち
ら
に

し
て
も
、
カ
ン
ト
自
身
の
哲
学
的
な
立
場
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
カ
ン
ト
が
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
を
物
語
る
た
め
に
持
ち
出
し
た
触
発
の
事
態
と
は
、
認
識
主
観
と
無
関
係
な
自

体
的
存
在
を
独
断
的
に
前
提
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
触
発
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
消
去
さ
れ
、
存
在
を
認
識
主
観
の
自
発
性

の
み
に
還
元
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
む
し
ろ
カ
ン
ト
認
識
論
と
は
、
一
方
が
他
方
を
独
断
的
に
前
提
す
る
こ
と
も
他
方
が
一
方

に
還
元
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
ば
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、認
識
主
観
と
存
在
と
の
緊
張
関
係
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

れ
で
は
認
識
主
観
と
対
象
の
存
在
と
の
そ
の
よ
う
な
緊
張
関
係
を
示
し
て
い
る
触
発
と
い
う
事
態
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
従
来
の
解
釈
の
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
の
哲
学
的
な
立
場
を
損
な
っ
て
し
ま
う
形
で
は
な
く、、、
か
え
っ
て
そ
の
立
場
を
積
極

的
に
主
張
し
う
る
触
発
と
い
う
事
態
の
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

第
四
節

触
発
さ
れ
る
主
観

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
従
来
の
相
反
す
る
解
釈
は
触
発
す
る
対
象、、の
方
か
ら
触
発
の
事
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
は

触
発
す
る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
に
抵
触
し
、
他
方
は
そ
の
よ
う
な
物
自
体
を
認
め
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
触
発
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
を
カ
ン
ト
認
識
論
か
ら
消
去
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
一
見
す
る
と
、
触
発
と
は
物
自
体
の
存

在
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
超
越
論
的
観
念
論
と
触
発
の
事
態

(

感
性
の
受
容
性)

は
両
立
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
触
発
と
い
う
事
態
を
ま
ず、、触
発
す
る
対
象
の
方
か
ら
考
察
す
る
と
、
触
発
の
事
態
に
お
い
て
含
意
さ
れ
て
い

る
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
が
、
即、主
観
と
何
の
か
か
わ
り
を
も
持
た
な
い
自
体
的
な
存
在
を
前
提
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、

私
た
ち
人
間
の
受
容
性
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
理
解
は
カ
ン
ト
の
哲
学
的
な
立
場
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
す
で
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
を
表
し
て
い
る
触
発
と
い
う
事
態
は
、
主
観
を
触
発
す
る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
の
方
か
ら

、
、
、
、
、
、
、で
は
な
く
、
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対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
主
観
の
方
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、改
め
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
前
節
の
引
用
文
か
ら
分
か
る
よ

う
に
カ
ン
ト
は
触
発
の
事
態
を
対
象
が

、
、
、主
観
を
触
発
す
る
と
は
表
現
せ
ず
、
あ
く
ま
で
も
主
観
が

、
、
、対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
表
現
し
て
い
る
。

つ
ま
り
カ
ン
ト
に
は
触
発
と
い
う
事
態
を
通
じ
て
、
主
観
と
切
り
離
さ
れ
た
自
体
的
な
存
在
を
積
極
的
に
主
張
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
触
発
さ
れ

る
主
観
の
在
り
方
す
な
わ
ち
私
た
ち
人
間
の
受
容
性

、
、
、
、
、
、と
い
う
在
り
方
そ
の
も
の
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
う
る
。
そ
れ

で
は
触
発
す
る
対
象
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
触
発
さ
れ
る
主
観
の
側
面
か
ら
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
再
び
立
ち
入
っ
て
吟
味
し
て
み

る
こ
と
に
し
よ
う
。

触
発
さ
れ
る
主
観
の
方
か
ら
言
え
ば
、
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
触
発
す
る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
ま
だ、、

触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、を
前
提
に
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
主
観
が
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、
触
発
す
る
対
象
は

ま
だ
主
観
と
何
の
関
係
を
も
持
た
な
い
自
体
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
触
発
さ
れ
る
主
観
の
方
か
ら
見

れ
ば
す
で
に
引
用
し
た
触
発
に
つ
い
て
の
ヤ
コ
ー
ビ
の
発
言
は
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。｢

私
は

[

ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
と
い
う]

前

提
な
し
に
は
そ
の
体
系
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
し
て
あ
の
前
提
を
持
っ
て
は
そ
の
体
系
内
に
と
ど
ま
り
え
な
い｣

。

と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
を
物
語
っ
て
い
る
触
発
の
事
態
と
は
、
果
し
て
即、ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
を
前
提
に
し
た
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
カ
ン
ト
は
現
象
の
存
在
根
拠
を
物
自
体
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
物
自
体
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
同
時
に
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
を
前
提
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ぎ
り
、
カ
ン
ト
は
受
容
性
を

持
つ
私
た
ち
人
間
の
在
り
方
を
、
物
自
体
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
ま
だ、、触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、で
は
な
く
、
既
に
触
発
さ
れ
て
し
ま
っ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
る
主
観

、
、
、
、と
見
な
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
に
と
っ
て
の
触
発
と
は
ま
だ
起
こ
っ
て
い
な
い
事
態
で
あ
る
が
、
既

に
触
発
さ
れ
て
い
る
主
観
に
と
っ
て
の
触
発
と
は
既
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
態
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
触
発
と
い
う
事
態
と
触
発
す
る

対
象
は
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
に
と
っ
て
は
問
題
に
さ
え、、な
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
触
発
と
い
う
事
態
は
私
た
ち
人
間
の
自
発
性
で
は

な
く
受
容
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
に
は
自
分
が
こ
れ
か
ら
触
発
さ
れ
る、こ
と
が
ま
っ
た
く
知
ら
さ
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れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
は
あ
く
ま
で
も
触
発
さ
れ
た
と
き
初
め
て
自
分
が
触
発
さ
れ
た、こ
と
を

知
り
、
ま
た
そ
の
と
き
初
め
て
自
分
を
触
発
し
た、、対
象
が
何
か
と
問
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

触
発
と
い
う
事
態
を
触
発
す
る
対
象
の
方
か
ら
で
は
な
く
触
発
さ
れ
る
主
観
の
方
か
ら
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
示
そ
う

と
す
る
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
の
内
実
も
見
え
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
と
は
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
が

物
自
体
か
ら
初
め
て
触
発
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
既
に
触
発
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
私
た
ち
人
間
の
在
り
方
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
う
し
て
、
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事
態
あ
る
い
は
私
た
ち
人
間
の
受
容
性
と
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
観
念
論
が
両
立
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
た
根
本
的
な
理
由
も
次
の
よ
う
な
こ
と
に
存
す
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
人
間
の
在
り
方
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、、
最
初
か
ら
存
在
と
は
何
の
関
係

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
も
持
た
な
い
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、主
観
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、。

カ
ン
ト
の
受
容
性
が
既
に
触
発
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
認
識
主
観
の
在
り
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
触
発
す
る
対
象
の
意
味
も
一
変
す
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
触
発
す
る
対
象
と
は
物
自
体
と
し
て
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
を
初
め
て

、
、
、触
発
す
る、、も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

既
に、、私
た
ち
を
触
発
し
て
い
る

、
、
、
、対
象
と
し
て
の
み
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
既
に
私
た
ち
を
触
発
し
て
い
る
対

象
は
も
は
や
主
観
と
無
関
係
な
自
体
的
な
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
既
に
遂
行
さ
れ
た
触
発
の
事
態
に
お
い
て
主
観
と
常
に
関
係
し
て
い
る
存
在

と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う

(�)
。
既
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

(

認
識
主
観
と
存
在
と
の
接
点
を
な
す)

触
発
と
い
う
事
態
を
通
し
て

存
在
と
常
に
結
ば
れ
て
い
る
認
識
主
観
の
在
り
方
は

(

外
的
対
象
の
存
在
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る)

『

純
粋
理
性
批
判』

第

一
版
の

｢

第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス｣

に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
明
瞭
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

｢

第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス｣

に
お
い
て
は
外
的
対
象
の
存
在
を
疑
う
従
来
の
観
念
論
に
対
す
る
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る

(�)

。
カ
ン
ト
は
外
的
対
象

の
存
在
を
独
断
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
単
に
疑
わ
し
い
と
見
な
す
観
念
論
を

｢

経
験
的
観
念
論｣

(�
369)

と
名
づ
け
、
そ
の
よ
う
な
観
念

論
の
代
表
者
と
し
て
デ
カ
ル
ト
を
挙
げ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
理
由
か
ら
外
的
対
象
の
存
在
を
疑
わ
し
い
と
見
な
す
。

｢

す
べ
て
の
外
的
諸
現
象
は
、
そ
れ
ら
の
現
存
在
が
直
接
的
に
知
覚
さ
れ
ず
、
与
え
ら
れ
た
諸
知
覚
の
原
因
と
し
て
の
み
間
接
的
に
推
論

、
、
、
、
、
、さ
れ
う
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る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
外
的
感
官
の
す
べ
て
の
諸
対
象
の
現
存
在
は
疑
わ
し
い｣

(�
366��)

。
こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
に

と
っ
て
確
実
な
も
の
は
認
識
主
観
に
与
え
ら
れ
た
知
覚
で
あ
っ
て
、
そ
の
知
覚
の
原
因
と
し
て
間
接
的
に
推
論
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
外
的
対
象
の

存
在
は
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
カ
ン
ト
自
身
も
、
結
果
か
ら
原
因
へ
の
推
論
は
い
つ
も
不
確
実
で
あ
る
し
か
な
い
と
い
う
デ
カ
ル
ト

の
見
方
そ
の
も
の
は
認
め
て
い
る(�

369)

。

と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
何
に
基
づ
い
て
外
的
対
象
を
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
間
接
的
に
の
み
推
論
さ
れ
る
も
の
だ
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
外
的
対
象
を

｢

私
た
ち
と
私
た
ち
の
感
性
か
ら
独
立
に
現
存
す
る
…
諸
物
自
体｣

(�����)

と
見
な

す
こ
と
に
存
す
る
。
外
的
対
象
が
最
初
か
ら
主
観
と
無
関
係
な
自
体
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
知
覚
を
超
え

て
物
自
体
の
存
在
を
直
接
的
に
確
か
め
る
の
は

｢

絶
対
的
に
不
可
能｣

(�
378)

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
は
、
外
的
対
象
を
認
識

主
観
と
切
り
離
さ
れ
た
自
体
的
な
存
在
だ
と
予
め
前
提
に
し
た
か
ら
こ
そ
、
外
的
対
象
の
存
在
は
認
識
主
観
に
と
っ
て
否
定
は
さ
れ
な
い
が
だ
か

ら
と
い
っ
て
確
実
で
あ
る
と
も
主
張
で
き
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら(

本
稿
第
一
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に)

カ

ン
ト
か
ら
す
れ
ば
、
外
的
対
象
と
は
感
性
に
依
存
せ
ず
に
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
認
識
主
観
に
属
す
る
感
性
の
形

式
で
あ
る
空
間
と
時
間
を
介
し
て
与
え
ら
れ
た
現
象
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

｢

現
象
と
し
て
の
物
質
に
、
推
論
さ
れ
る
必
要
が
な
く
直
接
に
知

覚
さ
れ
る
現
実
性
を
認
め
る｣
(�
371)

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
デ
カ
ル
ト
が
外
的
対
象
の
存
在
を
疑
っ
た
の
は
、
外
的
対
象
の
存
在
が
与
え
ら
れ
た
知
覚
か
ら
間
接
的
に
推
論
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

だ
か
ら
で
あ
っ
た
が
、
認
識
主
観
に
属
す
る
知
覚
と
外
的
対
象
の
間
に
あ
る
間
接
的
な
推
論
と
い
う
も
の
は
外
的
対
象
を
物
自
体
と
見
な
す
か
ぎ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
に
お
い
て
の
み

、
、
、
、
、
、
、生
じ
る
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
デ
カ
ル
ト
は
な
ぜ、、外
的
対
象
を
物
自
体
と
見
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
触
発
問
題
か
ら

確
認
さ
れ
た
よ
う
に
物
自
体
を
前
提
に
す
る

｢

超
越
論
的
実
在
論｣

(�
369)

は
、
物
自
体
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主

観
と
い
う
も
の
を
前
提
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
デ
カ
ル
ト
は
、
私
た
ち
人
間
の
在
り
方
を
最
初
か
ら
存
在
と
切
り
離
さ
れ
た
認
識

主
観
と
見
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
外
的
対
象
を
物
自
体
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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そ
れ
に
反
し
て
、
カ
ン
ト
は
私
た
ち
人
間
の
在
り
方
を
既
に
触
発
さ
れ
常
に
存
在
と
結
ば
れ
て
い
る
主
観
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、(

デ
カ

ル
ト
の
よ
う
に
知
覚
か
ら
物
自
体
へ
の
間
接
的
な

、
、
、
、推
論
の
過
程
を
経
る
こ
と
な
く)

知
覚
は

｢

空
間
に
お
け
る
な
に
か
現
実
的
な
も
の
を
直
接
的

、
、
、

に、証
明
す
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
現
実
的
な
も
の
そ
の
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、｣

(�
375)

だ
と
語
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、｢

外
的
諸
知
覚
が
私
た
ち

の
内
的
感
官
の
単
な
る
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
外
的
諸
知
覚
が
そ
れ
ら
の
原
因
で
あ
る
外
的
な
現
実
的
対
象
と
関
係
す
る
の
か
ど
う

か
は
疑
わ
し
い
ま
ま
で
あ
る｣

(�
368)

と
い
う
疑
念
は
、
私
た
ち
人
間
を
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
と
見
な
し
た
場
合
に
の
み
生
じ
る
疑

念
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
同
一
の
知
覚
に
対
し
て
デ
カ
ル
ト
と
カ
ン
ト
が
極
端
的
に
異
な
る
見
方
を
示
す
の
も
、
私
た
ち
人
間
の
在
り
方

に
対
す
る
両
者
の
根
本
的
な
相
違
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か

(�)

。

カ
ン
ト
は
私
た
ち
人
間
を
存
在
と
無
関
係
な
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
コ
ギ
ト
の
よ
う
な
主
観
で
は
な
く
、
既
に
触
発
さ
れ
常
に
存
在
と
結
ば

れ
て
い
る
主
観
と
見
な
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、｢

第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス｣

に
お
い
て
外
的
対
象
の
存
在
を
証
明
し
た
後
で

｢

単
な
る
自
己
意
識

か
ら
超
え
出
て
ゆ
く
こ
と
な
く
、
…�������������
以
上
の
何
も
の
か
を
想
定
す
る｣

(�
370)

必
要
が
な
か
っ
た
と
語
る
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
認
識
主
観
と
外
的
対
象
を
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
と
そ
の
よ
う
な
主
観
を
触
発
す
る
物
自
体
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
二
元
的
に
分
け
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
認
識
主
観
と
存
在
と
は
既
に
遂
行
さ
れ
た

、
、
、
、
、
、
、

触
発
と
い
う
事
態
に
お
い
て
常
に
結
ば
れ
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、
、と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

｢

何
故
無
で
な
く
む
し
ろ
或
る
も
の
が
有
る
の
か｣

。
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
立
場
を
語
り
う
る
可
能
性

が
見
え
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
こ
の
問
い
に
お
い
て
問
わ
れ
て
い
る

｢

或
る
も
の｣

と
は

｢

現
象｣

な
の
で

あ
り

(

第
一
節)

、
そ
し
て
現
象
と
し
て
の

｢

或
る
も
の｣

は
物
自
体
を
前
提
に
し
た
も
の
で
は
な
い

(

第
二
節)

。
次
に
そ
の
問
い
に
お
い
て
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｢

何
故｣

と
し
て
問
わ
れ
て
い
る

｢

或
る
も
の
が
無
で
な
く
有
る｣

と
言
い
う
る
根
拠
は
、(

対
象
の
存
在
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
感
性
的

な
直
観
様
式
を
持
っ
て
い
る
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て)

現
象
は
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
与
え
ら
れ
う
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
現
象
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
触
発
す
る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
を
予
め
前
提
に
し
た
事
態
で
は
な
い

(

第
三
節)
。
最
後
に
触
発
の
事
態
が
現
象
の
確
固
た
る
存
在
根
拠
で
あ
り
う
る
の
は
触
発
の
事
態
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
触
発
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
存
在
と
無
関
係
な
ま
だ
触
発
さ
れ
て
い
な
い
主
観
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
主
観
を
触
発
す

る
対
象
と
し
て
の
物
自
体
と
を
最
初
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
予
め
前
提
に
し
た
上
で
の
事
態
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
触
発
と

は
既
に
触
発
さ
れ
て
い
て
、
現
象
と
し
て
の

｢

或
る
も
の｣

の
存
在
と
常
に
結
ば
れ
て
い
る
と
い
う
私
た
ち
人
間
の
存
在
に
対
す
る
受
容
的
な
在

り
方
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

(

１)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������

1917���
62�(

２)����������������������������������
6�����������������

1955���
21���

(

３)�������������������������������������������������������
1998�

(

本
文
で
は
、
初
版

(1781)

を�
、
第
二
版

(1787)

を�
と

し
て
そ
の
頁
数
を
表
記
す
る
。)

(

４)

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
文
中
の
強
調
は
、
特
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(

５)

ペ
イ
ト
ン
は
、
私
た
ち
は
物
自
体
に
つ
い
て
何
も
知
り
え
な
い
ゆ
え
、
物
自
体
が
空
間
と
時
間
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
か
い
な
か
は
留
保
さ
れ
る
と
述

べ
る
が
、
引
用
文
に
よ
れ
ば
物
自
体
が
空
間
・
時
間
形
式
に
従
う
こ
と
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。�����������������������������

���������������
2���������������

1936�����������
1965����

180�181�
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(

６)

例
え
ば
次
の
諸
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。�

27����
43����

30��
45��

35����
51�����

38��
55��

39��
56��

42��
60��

44��
61�

�
45����

63����
49��

66����
69��

70�
(

７)
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
は
、
触
発
す
る
原
因
と
し
て
の
物
自
体
の
存
在
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
自
明
な
こ
と
で
あ
る
と
主
張
す
る
。�����

������������������������������������
1924�

(

８)

プ
ラ
ウ
ス
は
、
私
た
ち
は
超
越
論
的
反
省
を
す
る
以
前
に

｢

経
験
的｣

な
態
度
に
お
い
て
経
験
の
対
象
を
現
象
と
物
自
体
と
し
て
区
別
し
て
お
り
、
そ

こ
か
ら
カ
ン
ト
は

｢

超
越
論
的｣

な
態
度
で
の
現
象
に
対
比
さ
せ
る
た
め
に
ヌ
ー
メ
ノ
ン
概
念
を
持
ち
出
し
た
と
解
す
る
。�������������

��������������������������
1971���

15�25�
(

９)

次
の
箇
所
に
お
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

｢

自
己
矛
盾
し
な
い
概
念
が
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
そ
の
対
象
の
可
能
性
を
証
明
し
な
い｣

(�
596��

624)

の
で
あ
る
。

(�)�������
は
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
が
感
性
を
制
限
す
る
限
界
概
念
と
し
て
の
肯
定
的
な
意
味
と
物
自
体
を
指
す
否
定
的
な
意
味
を
持
つ
が
、
カ
ン
ト
が
言
お

う
と
す
る
の
は
後
者
で
は
な
く
前
者
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。�������������������������������������������������������������

1983����
242�246�(�)������

に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
に
対
比
さ
れ
る
と
思
わ
れ
た
物
自
体
は
ヌ
ー
メ
ノ
ン
か
ら
根
拠
な
し
に
主
張
さ
れ
た(�������)

客
観
に
す

ぎ
な
い
。��������������������������������������

2����������������������������
1958����

193�196�

プ
ラ
ウ
ス
は
、
カ

ン
ト
か
ら
見
ら
れ
た
物
自
体
と
は
何
か
自
体
的
な
存
在
と
し
て
の
物
で
は
な
く
、
自
体
的
に
考
察
さ
れ
た

(����������)
物
だ
と
解
釈
す
る
。������

��������������������������������������������
2�������

1977���136���
(�)

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
触
発
す
る
対
象
が
物
自
体
だ
と
前
提
し
た
上
で
、
そ
も
そ
も
独
立
的
な
存
在
が
い
か
に
し
て
主
観
の
形
式
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。��������������������������������������������

1976����
249�256�

マ
ル
チ
ン
は
触
発
の
原
因
を
物
自
体
だ
と
確
定
し
た
後
、
物
自
体
は
主
観
を
触
発
す
る
自
発
性
を
持
っ
て
い
る
と
見
な
す
。

��������������������������������������������������������������
4��������������

1969���
211�

(�)������������������������������������������������������������������������
2�
1815���

304�
(�)

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

触
発
概
念
の
解
明
を
進
め
て
い
く
出
発
点
を
な
す
の
は
、
諸
現
象
で
は
な
く
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物
自
体
で
あ
る｣

。�����������������������
33�

(�)
コ
ー
ヘ
ン
は
、
感
性
の
意
義
を
認
め
る
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
離
れ
て
自
ら
の
思
惟
一
元
論
の
立
場
に
立
っ
て
直
観
を
空
間
・
時
間
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ

た
(�������)

も
の
と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
触
発
と
い
う
事
態
そ
の
も
の
を
カ
ン
ト
認
識
論
か
ら
消
去
し
よ
う
と
す
る
。�������������

�������������������������
2��������������

1885���
213���

(�)
円
谷
裕
二
、『

経
験
と
存
在』

、
東
京
大
学
出
版
会
、2002����

45�47�
(�)

『

純
粋
理
性
批
判』

第
一
版
の

｢

第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス｣

は
第
二
版
に
お
い
て
は
書
き
直
さ
れ

｢

観
念
論
論
駁｣

に
な
る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
両

者
の
間
の
相
違
は
単
に
証
明
方
式
だ
け
で
あ
る

(����������)
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
第
一
版
の

｢

第
四
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス｣

に
お
け
る
カ
ン
ト
の
哲

学
的
な
立
場
そ
の
も
の
が
第
二
版
に
な
っ
て
カ
ン
ト
自
身
か
ら
否
定
さ
れ
た
と
は
見
な
し
え
な
い
の
で
あ
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