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フ
ィ
ヒ
テ
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』（
一
）中

川

明
才

訳

凡
例

一

本
稿
は
、J.G

.Fichte,D
ie
W
issenschaftslehre

nova
m
ethodo

（1796-99

）（『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』、
以
下
『
新
方
法
』
と
略
記
）
の

う
ち
、
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann

G
ottlieb

Fichte,1762-1814

）
が
イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
一
七
九
八
／
九
九
年
冬
学
期
に
行
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
講
義
の
内
容
を
記
録
し
た
、
聴
講
者
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
（K

arl
C
hristian

Friedrich

K
rause,1781-1832

）
に
よ
る
講
義
録
の
本
邦
初
訳
で
あ
り
、
今
回
訳
出
し
た
箇
所
は
一
九
講
か
ら
成
る
本
論
の
前
に
置
か
れ
た
二
つ
の
「
序
論
」

に
当
た
る
。

二

原
典
は
、J.G

.Fichte,W
issenschaftslehre

nova
m
ethodo.

K
ollegnachschriftK

.C
hr.Fr.K

rause
1798/99,hrsg.von

Erich
Fuchs,Philoso-

phische
B
ibliothek

336,2.,verbesserte
A
uflage,H

am
burg

1994

（
以
下
「PhB

版
」
と
略
記
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
併
せ
て
、
同
じ
編
者
に
よ
る

「
ア
カ
デ
ミ
ー
版
」『
フ
ィ
ヒ
テ
全
集
』
所
収
の
テ
ク
ス
ト
を
対
照
的
に
用
い
た
。Fichte,G

esam
tausgabe

der
Beyerischen

Akadem
ie
der

W
is-

senschaften,
hrsg.von

R
.Lauth,H

.Jacob
und

H
.G
liw
itzky,Stuttgart-B

ad
C
annstatt

1962-2012

（G
A

）;
Vorlesungen

über
die

W
issen-

schaftslehre,gehalten
zu
Jena

im
W
inter

1798-99.

﹇N
achschriftK

rause
﹈,G

A
IV
/3,323-524.

三

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、D

.B
reazeale

の
英
訳
と
、I.R

adrizzani

の
仏
訳
を
適
宜
参
照
し
た
。Fichte,Foundations

of
Transcendental

Philoso-

phy

（W
issenschaftslehre

）nova
m
ethodo

（1798/99

）,translated
and

edited
by
D
aniel

B
reazeale,

Ithaca
and

London
1992

;
Fichte,

La

D
octrine

de
la
Science

nova
m
ethodo,

Tom
e
I:
Traduction.Texte

présenté,établi,traduitetannoté
par

Ives
R
adrizzani,Lausanne

1989.

四

PhB

版
お
よ
び
ア
カ
デ
ミ
ー
版
が
依
拠
す
る
底
本
は
聴
講
者
の
手
書
き
に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
で
あ
る
た
め
、
判
読
が
困
難
な
文
言
が
あ
っ
た
り
、
あ

― ２１１ ―



る
い
は
ま
た
、
省
略
が
多
用
さ
れ
る
な
ど
、
文
章
が
不
完
全
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
原
典
編
者
は
指
示
を
添
え
て
テ
ク
ス
ト
の
修
正
を
行

っ
て
お
り
、
訳
出
す
る
上
で
原
則
的
に
は
そ
の
修
正
に
従
っ
た
。
た
だ
し
修
正
箇
所
を
逐
一
明
示
す
る
こ
と
は
避
け
、
解
釈
上
大
き
な
相
違
が
生
じ

る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
、
注
を
付
し
た
。

五

底
本
に
対
し
て
加
筆
さ
れ
た
文
言
と
し
て
は
、
原
典
編
者
が
補
足
し
た
も
の
に
加
え
、
理
解
の
た
め
に
訳
者
が
補
足
し
た
も
の
が
あ
る
。
区
別
の
た

め
、
原
典
編
者
に
よ
る
も
の
は
角
括
弧
﹇

﹈
で
表
わ
し
、
訳
者
に
よ
る
独
自
の
文
言
は
亀
甲
括
弧
〔

〕
で
表
わ
し
た
。
な
お
山
括
弧
〈

〉
は

副
文
や
引
用
句
等
の
文
章
の
構
造
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
訳
者
が
付
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

六

原
典
に
付
さ
れ
た
編
者
に
よ
る
注
は
、PhB

版
の
も
の
に
加
え
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
も
の
も
「
原
注
」
と
し
て
訳
出
し
た
。
た
だ
し
内
容
上
重
複
す

る
場
合
に
は
、PhB
版
に
対
す
る
批
判
校
訂
を
経
た
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
注
を
優
先
的
に
採
用
し
た
。

一
七
九
八
│
九
九
年
冬
に
イ
ェ
ー
ナ
で
行
わ
れ
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
識
学
講
義

カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ラ
ウ
ゼ
筆
記

第

一

序

論
⑴
（
公
講
義
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
）

こ
こ
で
答
え
ら
れ
る
の
は
以
下
の
三
つ
の
問
い
で
あ
る
。

Ⅰ

哲
学
と
は
何
か
、

Ⅱ

知
識
学
の
体
系
に
お
い
て
哲
学
は
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
か
、
そ
し
て
、

Ⅲ

以
前
の
計
画
⑵
に
関
し
て
い
か
な
る
変
化
が
企
て
ら
れ
た
か
、
ま
た
哲
学
は
こ
の
講
義
に
お
い
て
い
か
に
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
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き
か
。

Ⅰ
に
関
し
て
。
単
な
る
定
義
、
そ
れ
以
上
何
も
思
惟
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
単
な
る
決
ま
り
文
句
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い

で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
哲
学
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
生
成
論
的
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
人
間
精
神
は

哲
学
す
る
こ
と
に
至
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
が
自
ら
の
外
な
る
諸
物
の
現
存
を
想
定
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
想
定
に
お
い
て
人
は
自

ら
の
内
的
状
態
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の
自
己
の
内
な
る
確
信
に
お
い
て
内
的
な
も
の
へ
と
還
帰
し
、
そ
こ
か
ら
我
々
の
外
な
る
諸
対
象

の
現
存
が
推
論
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
状
態
と
い
う
も
の
を
意
識
す
る
。
さ
て
し
か
し
意
識
す
る
か
ぎ
り
、
人
は
表
象
す
る
存
在
者
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
外
な
る
諸
対
象
の
現
存
が
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
言
わ
れ
う
る
だ
け
で
あ
り
、
我
々
の
外
に
諸
対
象
が
あ
る
、
と
言

わ
れ
る
と
き
、
本
来
的
に
は
そ
れ
以
上
何
も
主
張
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
諸
々
の
感
覚
を
も
っ
て
い
る
、
と
直
ち
に
主
張
で
き

る
よ
う
な
人
間
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
私
は
そ
の
よ
う
に
何
か
を
想
定
す
る
よ
う
迫
ら
れ
て
い
る
、
と
主
張
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
意
識

は
、
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
も
の
に
向
か
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
も
の
は
表
象
で
あ
る
。
│
│
し
か
し
我
々
は
そ
れ
で
は
満
足
で
き
ず
、

す
ぐ
に
表
象
と
客
観
を
区
別
し
、
表
象
の
外
に
な
お
何
か
現
実
的
な
も
の
が
存
し
て
い
る
、
と
言
う
。
表
象
と
客
観
と
の
区
別
に
注
意
を

向
け
る
や
否
や
、
我
々
は
そ
の
両
方
が
現
存
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
一
切
の
理
性
的
存
在
者
は
（
教
壇
に
立
た
な
い
と
き
に
は
、
観
念

論
者
で
あ
り
、
独
我
論
者
で
す
ら
あ
る
の
だ
が
）、
世
界
は
現
存
す
る
、
と
始
終
主
張
し
て
い
る
。
人
間
の
魂
に
お
け
る
こ
う
し
た
現
象

を
熟
考
す
る
こ
と
に
ま
で
高
ま
っ
た
者
は
、
こ
こ
で
は
整
合
性
の
な
さ
が
明
白
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
、

我
々
の
諸
表
象
の
外
に
な
お
現
実
的
な
諸
物
が
現
存
す
る
こ
と
を
我
々
が
想
定
す
る
に
至
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う
問
い
が
立
て

ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
多
く
の
人
間
が
こ
う
し
た
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
彼
ら
が
こ
う
し
た
区
別
に
注
意
を
向
け
て
い
な
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い
か
、
あ
る
い
は
彼
ら
が
あ
ま
り
に
思
想
を
欠
い
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
い
を
立
て
る
者
は
哲
学
す
る

こ
と
へ
と
高
ま
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
の
目
的
で
あ
り
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
学
が
哲
学
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
学
が
現
実
に
存
在
し
て
い
る
の
ど
う
か
は
当
面
は
未
決
定
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
し
か
し
周
知
の
よ
う

に
、
多
く
の
労
苦
が
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
の
も
、
以
前
よ
り
こ
の
問
い
が
哲
学
の
課
題
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
哲
学
者
た
ち
は
そ
の
解
決
に
大
抵
は
一
面
的
に
取
り
か
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
答
え
も
一
面
的
な
も
の
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、
神
性
、
不
死
性
、
自
由
が
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
表
象
に
対
応
し
て
、
現
実
に
表
象
の
外
に
何
か

が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
哲
学
が
問
う
の
は
、
こ
う
し
た
個
々
の
表
象
が
実
在

性
を
も
つ
か
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
我
々
の
表
象
と
い
う
も
の
が
実
在
性
を
も
つ
か
で
あ
る
。

客
観
的
妥
当
性
は
、
表
象
の
外
に
な
お
何
か
が
存
在
す
る
、
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
神
性
の
客
観
性
を
探
究
す

る
と
は
、
神
が
単
な
る
思
想
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
し
た
思
想
に
対
応
し
て
な
お
そ
の
外
に
何
か
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
吟

味
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
界
の
客
観
性
へ
の
問
い
は
神
性
や
不
死
性
の
客
観
性
へ
の
問
い
と
同
様
に
関
心
を
惹
き
起
こ
す
も
の
で
あ

り
、
最
初
の
問
い
に
答
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
残
り
二
つ
の
問
い
に
も
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
だ
か
ら
、
少
な
く
と
も
一
つ
の
哲
学
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
の
諸
表
象
の
客
観
性
に
つ
い
て
問
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
理
性
的
存
在
者
が
上
記
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
熟
考
す
る
こ
と
は
適
切
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
哲
学
の
理
念
は
証
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
現
実
性
が
証
示
さ
れ
る
の
は
、
一
個
の
哲
学
体
系
が
現
実
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
通
し

て
以
外
に
は
な
い
。

人
間
精
神
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
そ
れ
と
は
別
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
そ
れ
に

答
え
る
こ
と
も
、
ま
た
答
え
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
答
え
が
一
定
の
諸
法
則
に
従
っ
て
生
じ
る
と
き
に
は
、
理
屈
が
つ
け
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ら
れ
、
学
が
成
立
す
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
先
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
専
心
す
る
哲
学
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
。Ⅱ

に
関
し
て
。
す
で
に
早
く
か
ら
哲
学
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
た
だ
曖
昧
に
な
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
本

に
は
判
明
な
概
念
は
何
も
な
か
っ
た
。
懐
疑
論
者
は
主
に
、
我
々
の
表
象
は
果
た
し
て
客
観
的
妥
当
性
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
い

を
立
て
た
。
最
も
偉
大
な
懐
疑
論
者
の
一
人
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
ム
⑶
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
⑷
は
眠
り
を
覚
ま
さ
れ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
体
系

を
提
示
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
諸
批
判
を
、
す
な
わ
ち
哲
学
に
つ
い
て
の
諸
々
の
暫
定
的
な
探
究
を
書
き
記
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
し
特
に
『
純
粋
理
性
批
判
』⑸
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
述
べ
て
い
る
こ
と
を
一
つ
の
体
系
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
哲
学
の

問
い
を
正
し
く
思
惟
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
問
い
を
、
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
可
能
で

あ
る
か
、⑹
と
表
現
し
、
次
の
よ
う
に
問
い
に
答
え
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
理
性
が
そ
れ
に
従
っ
て
表
象
を
産
出
す
べ
く
行
為
す
る
と
こ

ろ
の
、
あ
る
一
定
の
必
然
性
、
あ
る
一
定
の
法
則
が
存
在
す
る
、
と
。
こ
う
し
た
必
然
性
や
法
則
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
が
客
観
的
妥

当
性
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
自
体
、
す
な
わ
ち
表
象
す
る
も
の
と
の
関
係
を
欠
い
た
現
存
物
と
い
っ
た
も
の
は
、
カ
ン
ト
で
は
話
題
と

は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
批
判
書
に
お
い
て
述
べ
た
も
の
を
体
系
と
見
な
し
た
の
は
大
き
な
誤
解
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
信
じ
る
人
々
に

対
し
て
は
以
下
の
反
論
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

（
一
）
人
間
精
神
の
全
行
為
お
よ
び
そ
の
諸
法
則
は
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
体
系
的
に
は
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
た
だ
経
験
か
ら

拾
い
上
げ
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
ゆ
え
に
次
の
こ
と
に
つ
い
て
は
確
信
が
得
ら
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、

Ａ

人
間
精
神
の
必
然
的
行
為
の
諸
法
則
が
汲
み
尽
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
│
│
な
ぜ
な
ら
ば
カ
ン
ト
は
そ
の
諸
法
則
を
証
明

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
│
│
、
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Ｂ

ま
た
こ
の
諸
法
則
の
妥
当
性
が
ど
の
程
度
に
ま
で
及
ぶ
の
か
に
つ
い
て
。

Ｃ

人
間
精
神
の
最
も
重
要
な
現
わ
れ
で
あ
る
、
思
惟
、
意
欲
、
快
・
不
快
の
感
覚
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、﹇
第
一
の
も
の
﹈
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
並
存
し
て
い
る
。

（
二
）
こ
こ
で
の
主
た
る
課
題
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
諸
表
象
に
客
観
的
妥
当
性
が
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の
、
ま
た
そ
の
い
か
に

し
て
か
と
い
う
こ
と
の
証
明
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
の
哲
学
は
証
明
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
た
だ
帰
納
に
よ
っ
て

で
あ
っ
て
、
演
繹
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
そ
の
哲
学
が
言
う
の
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
法
則
が
想
定
さ
れ
る
と
き
に
、
意
識
は
説
明
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
哲
学
は
仮
説
と
し
て
の
み
妥
当
す
る
。

さ
て
人
は
そ
の
よ
う
な
哲
学
を
も
っ
て
ど
の
程
度
良
し
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
程
度

に
お
い
て
で
あ
る
の
か
。
予
断
な
く
自
ら
の
理
性
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
哲
学
を
必
要
と
は
し
な
い
。
従
っ
て
、
哲
学
な
し

で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
よ
く
、
予
断
な
く
自
ら
の
理
性
に
身
を
委
ね
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
に
対
し
て

は
、
自
ら
の
意
識
の
真
理
に
対
す
る
信
仰
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
す
れ
ば
よ
い
と
勧
め
る
ほ
う
が
む
し
ろ
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
人
間
が
予
断

な
く
自
ら
の
意
識
に
信
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
良
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
性
の
規
定
は
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
性
は
根
拠

を
も
っ
た
認
識
へ
と
不
断
に
向
か
い
、
人
間
は
根
本
的
な
確
信
を
究
明
す
る
よ
う
不
断
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
た
び
哲
学

的
懐
疑
と
い
う
も
の
に
迷
い
込
ん
だ
者
は
も
は
や
引
き
返
す
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
彼
は
つ
ね
に
自
ら
の
懐
疑
を
解
消
し
よ
う
と
試
み
る
の

で
あ
る
。
あ
る
一
つ
の
窮
境
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
内
的
な
平
安
と
そ
の
外
的
な
行
為
を
妨
げ
る
よ
う
な
、
従
っ
て
実
際
上
有
害
な
状
態

が
人
間
の
内
に
生
じ
て
く
る
。
物
体
の
世
界
を
否
定
す
る
観
念
論
者
は
そ
れ
で
も
や
は
り
、
そ
の
世
界
の
現
実
性
を
信
じ
る
者
と
同
様
、

絶
え
ず
そ
の
世
界
を
自
ら
の
支
え
と
し
て
い
る
。
こ
の
観
念
論
者
の
懐
疑
は
生
に
対
し
て
直
接
的
な
帰
結
を
も
た
な
い
と
は
い
え
、
彼
の
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理
論
が
実
践
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
穏
当
で
は
な
い
。
神
と
不
死
性
へ
の
信
仰
に
関
し
て
も
、
懐
疑
論
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
は
我
々
の
平
安
や
境
遇
に
結
果
を
及
ぼ
す
。
不
完
全
で
浅
薄
な
哲
学
に
よ
っ
て
束
の
間
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
こ
と
は
確
か

に
あ
る
。
し
か
し
や
が
て
そ
の
哲
学
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
哲
学
す
る
こ
と
そ
の
も
の
の
可
能
性
に
対
す
る
懐
疑
が

生
じ
、
こ
の
こ
と
が
人
間
を
よ
り
一
層
大
き
な
不
安
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
実
践
的
目
的
は
、
こ
の
懐
疑
を
解
消
す
る
こ
と
、
人
間
を
自
己
自
身
と
の
一
致
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
一
致
に
あ

っ
て
人
間
は
か
つ
て
理
性
本
能
に
基
づ
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
確
信
と
理
由
に
基
づ
い
て
自
ら
の
意
識
に
信
を
置
く
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。（
人
間
の
陶
冶
の
全
目
的
は
、
人
間
を
し
て
労
働
を
通
し
て
、
人
間
が
か
つ
て
労
働
な
し
に
そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。）
こ
の
目
的
は
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
完
全
に
達
成
さ
れ
、
カ
ン
ト
哲
学
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
哲

学
を
理
解
す
る
者
は
誰
も
が
そ
の
哲
学
を
真
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
人
間
は
ま
た
こ
の
こ
と
で
満
足
で
き
る
よ
う
限
定

さ
れ
て
い
な
い
。
人
間
は
完
全
で
体
系
的
な
知
見
へ
と
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
懐
疑
が
解
消
さ
れ
、
平
安
へ
の
教
示
が
得

ら
れ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
我
々
は
ま
た
学
を
も
欲
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
内
に
は
学
へ
の
欲
求
が
あ
り
、
知
識
学
は
こ
の
欲

求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
。
こ
の
よ
う
に
知
識
学
の
結
果
は
カ
ン
ト
哲
学
の
も
の
と
同
一
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
結
論
を
根
拠

づ
け
る
仕
方
が
知
識
学
で
は
全
く
別
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
思
惟
の
諸
法
則
は
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
学
的
に
は
厳
密
に
導
出
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
知
識
学
で
は
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
学
で
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
一
般
の
諸
法
則
が
導
出
さ
れ
る
。
カ

ン
ト
の
体
系
は
経
験
に
依
拠
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
、
そ
こ
で
は
人
間
の
諸
法
則
は
た
だ
提
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
知
識
学
で
は
こ

れ
ら
の
法
則
が
証
明
さ
れ
る
。
私
が
誰
か
に
何
か
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と
は
、
彼
が
あ
る
何
ら
か
の
命
題
を
す
で
に
認
め
て
お
り
、
そ

れ
は
彼
が
何
か
あ
る
別
の
命
題
の
真
理
を
そ
れ
以
前
に
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
彼
が
想
定
す
る
に
至
る
と

こ
ろ
ま
で
、
私
が
彼
を
連
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
ら
ゆ
る
証
明
は
、
そ
の
証
明
を
求
め
る
者
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
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す
で
に
証
明
済
み
の
も
の
を
前
提
す
る
。
一
致
し
た
と
こ
ろ
を
何
も
も
た
な
い
二
つ
の
も
の
は
各
々
、
何
も
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
さ
て
知
識
学
は
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
が
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
自
ら
の
認
識
を
産
出
す
る
と
こ
ろ
の
諸
法
則
を
証
明
す
る
の
だ

か
ら
、
知
識
学
は
こ
れ
ら
の
法
則
に
対
し
て
何
ら
か
の
も
の
を
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
知
識
学
は
我
々
の
知
を
根
拠
づ
け

よ
う
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
誰
も
が
認
め
る
も
の
を
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
何
か
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
体
系
的

な
哲
学
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

知
識
学
は
各
人
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
自�

我�

と
言
う
と
き
に
何
を
な
し
て
い
る
の
か
を
熟
慮
す
る
よ
う
促
す
。
こ
の
自
我
に
つ
い
て
知

識
学
は
こ
う
主
張
す
る
、
す
な
わ
ち
、
自
己
定
立
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
の
は
、
各
人
が
自
己
を
主
観
│
客
観
と
し
て
定
立
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
。
こ
の
自
己
定
立
な
し
に
は
人
は
自
我
を
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
て
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
定
立
す
る

も
の
と
定
立
さ
れ
た
も
の
の
同
一
性
に
よ
っ
て
、
知
識
学
が
各
人
に
要
請
す
る
か
ぎ
り
で
の
自
我
性
の
概
念
は
完
全
に
汲
み
尽
く
さ
れ
て

い
る
。
人
が
自
己
定
立
と
と
も
に
さ
ら
に
思
惟
す
る
か
も
し
れ
な
い
他
の
も
の
は
こ
こ
で
は
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
。
知
識
学
は
こ
の
同

一
性
を
認
め
な
い
者
と
と
も
に
何
か
を
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
知
識
学
が
各
人
に
要
求
す
る
第
一
の
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
知
識
学
は
、
今
一
度
自
ら
の
意
識
の
内
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
要
求
し
、
こ
う
主
張
す
る
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身
を
定

立
す
る
者
は
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
さ
ら
に
あ
る
も
の
を
反
定
立
し
て
い
る
こ
と
を
も
見
出
す
で
あ
ろ
う
、
と
。
こ
の
反
定
立
さ
れ
た

も
の
は
、
そ
れ
が
自
我
に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
何
も
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
非
我
と
も
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
は
ま
だ
客
観
や
世
界
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
客
観
や
世
界
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
も
っ
て

証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
哲
学
は
講
壇
哲
学
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
れ
ら
の
前
提
か
ら
一
切
の
自
余
の
も
の
が
導
出
さ
れ
る
。
自
我
の
内
に
は
理
性
が
、
非
我
の
内
に
は
有
限
性
が
存
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
帰
結
す
る
一
切
の
も
の
は
一
切
の
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
対
し
て
妥
当
す
る
、
と
知
識
学
は
主
張
す
る
。
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そ
こ
で
知
識
学
が
な
す
の
は
、
自
我
が
そ
の
も
と
で
自
己
を
定
立
し
、
自
己
に
対
し
て
非
我
を
反
定
立
す
る
諸
制
約
を
提
示
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
知
識
学
は
自
ら
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
。
こ
の
諸
制
約
は
人
間
精
神
の
根
源
的
な
行
為
様
式
で
あ
る
。
自
我

が
自
己
自
身
を
定
立
し
、
か
つ
自
己
に
対
し
て
非
我
を
反
定
立
し
う
る
こ
と
に
属
す
る
も
の
は
必
然
的
で
あ
る
。
こ
の
諸
制
約
を
知
識
学

は
演
繹
に
よ
っ
て
証
明
す
る
の
で
あ
る
。

演
繹
に
よ
る
証
明
は
次
の
よ
う
に
進
む
。
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
し
、
か
つ
自
己
に
対
し
て
非
我
を
反
定
立
す
る
こ
と
を
、
我
々
は

人
間
精
神
の
本
質
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
我
々
が
こ
の
こ
と
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
多

く
の
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
演
繹
す
る
こ
と
、
他
の
も
の
か
ら
導
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
カ
ン
ト
が
言
う
の

は
、
君
た
ち
は
い
つ
も
諸
々
の
範
疇
に
従
っ
て
行
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。⑺
し
か
し
知
識
学
は
言
う
、
君
た
ち
が
そ
の
よ

う
に
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
確
か
に
君
た
ち
が
自
己
を
自
我
と
し
て
定
立
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
。
結
論
に
お
い
て

両
者
は
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
知
識
学
は
よ
り
高
次
の
も
の
を
さ
ら
に
結
び
付
け
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
従
っ
て
知
識
学
は
、
我
々
に
対
し
て
現
存
す
る
一
切
の
思
惟
の
根
拠
を
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
﹇
内
的
な
﹈
や
り
方
の
内

に
求
め
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
表
現
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
理
性
の
本
質
は
、
私
が
私
自
身
を
定
立
す
る
が
、
し
か
し
そ

の
よ
う
に
定
立
で
き
る
の
は
、
私
が
私
に
対
し
て
世
界
を
、
し
か
も
空
間
の
内
に
存
在
し
、
そ
の
現
象
が
時
間
の
内
で
相
互
に
継
起
す
る

と
こ
ろ
の
一
定
の
世
界
を
反
定
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
、
と
。
こ
れ
ら
一
切
の
も
の
は
唯
一
不
可
分
の
瞬

間
に
お
い
て
生
起
す
る
。
一
つ
の
も
の
が
生
起
す
る
と
、
一
切
の
自
余
の
も
の
も
同
時
に
生
起
す
る
。
し
か
し
哲
学
、
と
り
わ
け
知
識
学

は
こ
の
唯
一
の
作
用
を
正
確
に
知
ろ
う
と
す
る
。
解
体
し
分
析
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
誰
も
何
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
知
識
学
は
こ
の
自
我
の
唯
一
の
行
為
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
の
で
あ
り
、
我
々
は
自
我
の
一
連
の
相
互
に
結
合
し
た
行
為
を
手
に
入
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
我
々
は
自
我
の
唯
一
の
行
為
を
一
挙
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
哲
学
者
は
時
間
の
内
で
思
惟
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
学
へ
の
欲
求
は
満
た
さ
れ
る
。
従
っ
て
我
々
は
、
経
験
か
ら
拾
い
集
め
ら
れ
た
比
量
的
認
識
ば
か
り
で
な
く
、

そ
こ
で
は
一
切
が
一
点
か
ら
導
出
さ
れ
、
か
つ
一
点
へ
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
体
系
的
認
識
を
も
有
す
る
。
人
間
精
神
は
体
系
的
認

識
を
得
よ
う
と
努
力
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
精
神
は
こ
の
努
力
の
成
果
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
努
力
の

達
成
が
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
自
分
に
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
│
│
と
こ
ろ
で
こ

の
方
法
は
、
多
く
の
も
の
を
散
乱
す
る
ま
ま
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
と
比
べ
て
、
判
明
さ
と
い
う
点
で
利
点
を
も
つ
。
と
い

う
の
も
、﹇
一
つ
の
も
の
﹈
か
ら
一
切
を
簡
単
に
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
、
相
互
に
連
関
し
あ
う
も
の
の
ほ
う
が
何
に
せ
よ

よ
り
判
明
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
我
々
が
一
定
の
表
象
に
客
観
的
妥
当
性
を
付
与
す
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う
問
い
に
カ
ン
ト
は
答
え
て
い
な
い
。
知
識

学
は
こ
の
問
い
に
う
ま
く
答
え
る
。
我
々
が
表
象
に
客
観
的
妥
当
性
を
帰
属
さ
せ
る
の
は
、
表
象
か
ら
独
立
し
て
、
表
象
に
対
応
す
る
も

の
、
す
な
わ
ち
物
が
さ
ら
に
存
在
す
る
、
と
我
々
が
主
張
す
る
と
き
で
あ
る
。
表
象
は
私
が
産
出
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
物
は

そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
両
者
は
相
違
す
る
。
さ
て
知
識
学
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
必
然
的
に
我
々
の
内
に
存
在
す

る
と
さ
れ
る
表
象
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
の
表
象
に
対
応
し
て
何
か
外
的
な
も
の
が
あ
る
と
我
々
が
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
具
合
に
な
っ
て
い
る
、
と
。
そ
し
て
知
識
学
は
こ
の
こ
と
を
生
成
論
的
に
示
す
の
で
あ
る
。

自
我
の
主
要
な
行
為
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
の
行
為
は
、
自
我
が
そ
れ
を
通
し
て
自
己
自
身
と
、
自
ら
が
必
要
と
す
る
一
切

の
も
の
、
す
な
わ
ち
全
世
界
と
を
定
立
す
る
行
為
で
あ
り
、
第
二
の
行
為
は
、
こ
の
第
一
の
行
為
に
よ
っ
て
す
で
に
定
立
さ
れ
た
も
の
の

二
度
目
の
定
立
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
我
と
世
界
を
根
源
的
に
定
立
す
る
働
き
と
、
す
で
に
定
立
さ
れ
た
も
の
を
定
立
す
る
働
き
が
存

在
す
る
。
第
一
の
も
の
が
意
識
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
働
き
は
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

フィヒテ『新しい方法による知識学』（一） ― ２２０ ―



に
対
し
て
第
二
の
も
の
は
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
二
の
も
の
は
第
一
の
も
の
を
前
提
す
る
。
第
二
の
も
の
に
お
い
て
は
、
自

我
の
付
加
行
為
な
し
に
現
存
す
る
も
の
、
自
我
の
反
省
が
向
か
う
も
の
と
し
て
、
あ
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
物
は
第
一
の
も
の
の
結
果

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
本
来
的
に
自
我
の
所
産
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
る
。

従
っ
て
根
源
的
措
定
は
│
│
そ
こ
で
は
多
様
が
定
立
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
根
源
的
総
合
で
も
あ
る
の
だ
が
│
│
、
い
わ
ゆ
る
根
源
的
総

合
の
内
に
存
す
る
も
の
が
さ
ら
に
反
省
さ
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
総
合
の
分
析
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

で
全
経
験
と
は
こ
の
根
源
的
総
合
の
単
な
る
分
析
に
す
ぎ
な
い
。
根
源
的
定
立
が
現
実
的
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
そ
れ
こ
そ
が
一
切
の
意
識
の
可
能
性
の
制
約
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
が
知
識
学
の
手
短
な
総
括
で
あ
り
、
本
質
で
あ
り
、
ま
た
性
格
で
あ
る
。

Ⅲ
に
関
し
て
。

（
一
）
知
識
学
の
諸
々
の
探
究
は
、
そ
れ
ら
が
未
だ
か
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
新
し
く
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
改
訂
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
改
訂
以
降
、
諸
原
理
は
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
諸
原
理
に
対
す
る

一
層
明
瞭
な
洞
察
を
与
え
て
い
る
。⑻
講
師
〔
フ
ィ
ヒ
テ
〕
も
ま
た
多
種
多
様
な
人
々
と
の
対
話
を
通
し
て
、
諸
命
題
が
明
瞭
で
な
か
っ

た
こ
と
が
多
く
の
人
に
と
っ
て
懸
案
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
と
は
い
え
最
初
の
叙
述
が
読
み
返
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。

（
二
）
最
初
の
叙
述
が
何
か
厄
介
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
諸
命
題
の
可
能
性
の
諸
制
約
が
自
然
な
秩
序
に

お
い
て
で
は
な
く
、
理
論
的
部
門
と
実
践
的
部
門
に
分
け
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。⑼
そ
の
た
め
に
直
接
相
互
に
絡
み
合
う

諸
事
物
が
甚
だ
し
く
分
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
も
は
や
そ
う
い
う
こ
と
は
生
じ
る
べ
き
で
は
な
い
。

そ
れ
だ
か
ら
諸
々
の
反
省
法
則
が
、
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
も
の
と
の
合
一
と
結
合
に
お
い
て
、
も
っ
と
明
快
に
、
か
つ
根
本

的
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。（
こ
の
約
束
は
時
間
の
不
足
か
ら
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
。）⑽
反
省
す
る
と
は
、
自
ら
の
観
念
的
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活
動
を
あ
る
も
の
に
向
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
反
省
は
た
だ
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
生
起
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
反
省
の
客
観
は
他

の
何
も
の
で
も
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

講
師
は
今
回
の
諸
講
義
に
お
い
て
特
定
の
仕
方
で
の
思
惟
を
伝
導
す
る
。
共
に
思
惟
す
る
こ
と
の
な
い
者
は
何
も
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
た
だ
共
に
思
惟
す
る
者
だ
け
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
共
に
思
惟
す
る
こ
と
の
な
い
者
、
自
ら
思
惟
す
る
こ
と
の
な
い
者
に
対

し
て
、
こ
の
講
師
が
ア
ラ
ビ
ア
語
で
講
義
す
る
こ
と
は
、
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

第

二

序

論

第
一
節

今
回
の
諸
講
義
で
は
哲
学
の
第
一
に
し
て
最
深
の
基
礎
が
講
じ
ら
れ
よ
う
。

哲
学
は
そ
の
ま
ま
に
学
習
さ
れ
る
諸
命
題
の
集
積
で
は
な
い
。
む
し
ろ
哲
学
は
諸
物
に
つ
い
て
の
一
定
の
見
解
で
あ
り
、
誰
も
が
自
ら

の
内
に
産
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
特
別
な
思
惟
様
式
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
何
が
話
題
で
あ
る
か
を
適
切
に
示
す
こ
と
が
で

き
な
い
者
は
哲
学
に
つ
い
て
の
何
ら
の
適
切
な
概
念
も
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。

カ
ン
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、
学
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
一
つ
の
定
式
に
も
た
ら
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
学
に
と
っ
て
一
つ

の
利
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
哲
学
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、「
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
可
能
で
あ
る

か
」⑾
と
い
う
課
題
に
引
き
戻
す
。
講
師
は
問
い
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
我
々
は
、
我
々
の
内
な
る
諸
表

象
に
対
し
て
我
々
の
外
な
る
何
か
あ
る
も
の
が
対
応
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
に
至
る
の
か
、
と
。
こ
の
二
つ
の
問
い
は
同
じ
こ
と
を
意
味

す
る
。
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私
が
何
か
あ
る
も
の
の
表
象
を
有
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
私
は
知
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
私
は
こ

の
表
象
に
対
応
し
て
、
私
が
そ
の
表
象
を
も
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
物
が
現
存
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
で
表
象
と
物
と

の
連
関
も
ま
た
私
の
内
で
は
一
つ
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
と
き
し
か
し
我
々
は
た
だ
、
我
々
が
諸
表
象
を
有
す
る
、
と
主
張
す
る
ば

か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
表
象
の
い
ず
れ
に
も
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
外
な
る
物
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て

〔
表
象
と
物
と
い
う
〕
両
者
の
連
関
に
つ
い
て
の
表
象
は
必
然
的
な
表
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
す
で
に
こ
こ
で
は
、
結
合

す
る
と
い
う
行
為
を
我
々
が
意
識
し
て
い
な
い
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
結
合
作
用
は
生
じ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
作
用
は
必
然
的
な
の
で
あ

る
。
こ
の
や
り
方
、
す
な
わ
ち
私
が
言
わ
ば
表
象
を
超
え
て
、〈
諸
物
が
実
際
に
現
実
存
在
し
現
存
す
る
〉
と
い
う
表
象
へ
と
移
行
す
る

と
い
う
や
り
方
は
必
然
的
で
あ
る
。
一
切
の
理
性
的
存
在
者
は
こ
の
よ
う
に
振
舞
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
思
惟
す
る
存
在
者
の
内
に
は
必
然
的
な
諸
表
象
が
あ
る
。
さ
て
哲
学
は
こ
う
し
た
知
性
に
お
け
る
必
然
的
諸
表
象
の
根

拠
を
問
う
の
で
あ
る
。

第
二
節

我
々
が
意
識
を
有
す
る
と
い
う
原
事
実
（Factum

）
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
哲
学
で
は
な
く
、
哲
学
の
課
題
で
あ
り
、
哲
学
へ
の
傾
向

で
あ
る
。
我
々
が
表
象
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
意
識
の
諸
限
定
と
諸
状
態
の
う
ち
、
若
干
の
も
の
は
必
然
性
の
感
情
を
伴
い
、
反
対

に
そ
れ
以
外
の
も
の
は
た
だ
我
々
の
随
意
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
こ
の
原
事
実
を
疑
う
者
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
い
か
な
る
問
い
も
生
じ
え
な
い
。
そ
の
上
で
実
際
に
証
明
を
求
め
、

問
う
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
自
分
が
何
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
そ
の
著
書

『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
に
お
い
て
、
自
ら
が
諸
表
象
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。）⑿
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（
二
）
十
分
に
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、
こ
の
事
実
が
い
か
に
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
張
さ
れ
て
い
た
の

は
、
必
然
性
の
感
情
を
伴
う
諸
表
象
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
諸
表
象
に
は
諸
物
が
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
諸
物
が
存

在
す
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
三
）
こ
の
疑
い
な
く
確
実
な
原
事
実
に
何
か
別
の
も
の
、
す
な
わ
ち
根
拠
の
観
念
が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
者
は
、

私
の
内
で
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
て
現
わ
れ
る
諸
表
象
の
根
拠
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
と
問
う
。
根
拠
が
あ
る
こ
と
は
決
着
済
み
の
こ

と
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
、
こ
の
根
拠
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

全
哲
学
に
と
っ
て
の
課
題
の
内
に
は
す
で
に
一
つ
の
総
合
が
あ
る
。
原
事
実
か
ら
根
拠
へ
の
超
出
は
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
私

は
い
か
に
し
て
原
事
実
か
ら
根
拠
へ
と
超
出
す
る
に
至
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
問
い
を
投
げ
か

け
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
い
が
哲
学
の
根
底
に
存
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
問
い
に
答
え

る
こ
と
は
、
哲
学
に
つ
い
て
哲
学
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
哲
学
の
可
能
性
へ
の
問
い
は
そ
れ
自
身
哲
学

の
内
に
含
ま
れ
る
。
哲
学
は
自
己
自
身
の
可
能
性
へ
の
問
い
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
哲
学
の
可
能
性
は
た
だ
何
ら
か
の
循
環
の
内

で
の
み
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
く
は
哲
学
は
何
ら
の
証
明
も
必
要
と
せ
ず
、
端
的
か
つ
絶
対
的
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
今
や
、
い
か
に
し
て
上
述
の
問
い
に
至
る
の
か
、
こ
の
問
い
を
ま
さ
に
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
な
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
必
然
的
諸
表
象
に
は
他
で
も
な
く
根
拠
へ
の
問
い
が
付
随
し
て
い
る
。

人
が
根
拠
を
求
め
る
の
は
偶
然
的
な
諸
物
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。
総
じ
て
哲
学
が
求
め
る
の
は
必
然
的
な
諸
表
象
の
根
拠
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
必
然
的
表
象
は
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
偶
然
的
と
見
な
さ
な
か
っ
た
物
の
根
拠
を
問

う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
私
が
何
か
あ
る
も
の
を
偶
然
的
と
見
な
す
と
は
、
そ
の
も
の
が
全
く
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
全
く
別
様

に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
私
は
思
惟
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
界
体
系
全
体
に
つ
い
て
の
表
象
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は
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
当
然
、
こ
の
世
を
別
様
に
も
存
在
し
う
る
も
の
と
し
て
想
像
し
て
い
る
し
、
ま
た
我
々
自
身
を
あ
る

全
く
別
の
惑
星
に
移
し
置
い
て
思
惟
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
我
々
が
こ
う
し
た
表
象
な
し
に
存
在
し
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
哲

学
は
我
々
に
教
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
確
実
な
の
は
、
我
々
が
世
界
体
系
を
偶
然
的
と
見
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た

だ
そ
れ
ゆ
え
に
の
み
我
々
は
そ
の
根
拠
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
原
事
実
は
全
経
験
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
原
事
実
か
ら
の
、
従
っ
て
ま
た
全
経
験
か
ら
の
超
出
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
他

の
何
も
の
で
も
な
く
、
哲
学
な
の
で
あ
る
。

根
拠
は
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
の
内
部
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
経
験
の
外
部
に
存
す
る
。
そ
し
て
経
験
の
根
拠
を
設
定
す
る

哲
学
は
経
験
を
超
え
て
高
ま
る
。
自
然
学
は
経
験
の
圏
域
で
あ
る
。
ゆ
え
に
経
験
を
超
え
て
高
ま
る
哲
学
は
形
而
上
学
で
あ
る
。
哲
学
に

お
い
て
は
、
原
事
実
す
な
わ
ち
経
験
は
全
く
現
わ
れ
な
い
。
近
頃
で
は
、
経
験
に
基
づ
い
て
哲
学
を
語
ろ
う
と
し
て
、
こ
の
命
題
に
異
議

を
唱
え
る
者
も
い
る
。⒀
哲
学
、
お
よ
び
そ
こ
に
現
わ
れ
る
一
切
の
も
の
は
純
粋
な
思
惟
能
力
の
所
産
で
あ
る
。
哲
学
は
そ
れ
自
身
原
事

実
で
は
な
く
、
原
事
実
す
な
わ
ち
経
験
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。

事
実
に
依
拠
す
る
哲
学
者
が
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
二
重
に
具
合
が
悪
い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト

は
「
哲
学
者
は
経
験
の
可
能
性
を
問
う
」⒁
と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
あ
る
事
柄
の
可
能
性
を
問
う
と
き
、
そ
の
事
柄

は
確
か
に
私
に
と
っ
て
既
知
で
あ
る
も
の
の
、
事
柄
の
可
能
性
の
根
拠
は
事
柄
そ
れ
自
身
の
外
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の

文
字
の
内
に
は
す
で
に
、
哲
学
は
経
験
を
超
え
て
高
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

経
験
を
超
え
て
哲
学
へ
と
高
ま
る
こ
と
に
至
る
の
は
い
か
に
し
て
か
と
い
う
問
い
は
、
哲
学
す
る
こ
と
の
権
利
全
体
を
、
す
な
わ
ち
、

偶
然
的
な
も
の
の
根
拠
を
そ
れ
に
従
っ
て
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
理
性
の
や
り
方
全
体
を
要
求
し
て
い
る
。
哲
学
に
お

い
て
示
さ
れ
る
べ
き
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
根
拠
に
至
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
哲
学
は
一
つ
の
自
己
根
拠
づ
け
で
あ
る
。
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そ
れ
だ
か
ら
一
切
の
哲
学
す
る
こ
と
の
第
一
に
し
て
最
高
の
制
約
と
は
、
理
性
的
に
推
論
さ
れ
る
一
切
の
も
の
を
自
己
自
身
か
ら
産
出

す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
全
く
の
虚
無
に
逢
着
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
的
諸
理
念
は
た
だ

精
神
の
内
に
産
み
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
与
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
節

独
断
論
者
は
諸
々
の
物
自
体
を
想
定
す
る
。
独
断
論
者
は
諸
々
の
物
自
体
と
そ
れ
ら
の
現
実
存
在
を
要
請
す
る
。
と
い
う
の
も
、
諸
々

の
物
自
体
は
私
の
意
識
の
原
事
実
の
内
に
は
存
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
物
自
体
を
直
接
的
に
意
識
し
て
い
る
、
と
主
張
す
る
独
断
論

者
な
ど
い
な
い
。
彼
が
主
張
す
る
の
は
た
だ
、
も
し
物
自
体
を
前
提
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
意
識
の
事
実
が
何
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
古
い
独
断
論
者
た
ち
、
あ
る
い
は
素
材
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
批
判
的
独
断
論

者
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
、
自
ら
そ
れ
を
な
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
意
識
か
ら
の
超
出
に
﹇
熱
心
に
反
対
し
て
い
る
﹈
か
ら
で
あ
る
。

観
念
論
者
は
表
象
を
、
前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
表
象
す
る
も
の
か
ら
説
明
す
る
。
こ
の
表
象
す
る
も
の
も
ま
た
直
接
的
に
は
意

識
の
客
観
で
は
な
い
。
通
常
の
意
識
に
は
つ
ね
に
、
我
々
の
外
な
る
諸
物
の
諸
表
象
が
現
わ
れ
る
。
表
象
す
る
も
の
の
表
象
が
現
わ
れ
る

べ
き
な
ら
ば
、
そ
の
表
象
は
自
己
自
身
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
産
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
た
だ
意
識
と
そ
の
諸
限
定

だ
け
を
意
識
す
る
。
こ
の
諸
限
定
も
ま
た
表
象
で
あ
る
。
意
識
に
は
た
だ
、
表
象
す
る
主
観
の
表
象
だ
け
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
主

観
そ
れ
自
身
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
│
│
こ
の
よ
う
に
観
念
論
と
独
断
論
は
意
識
か
ら
超
出
す
る
の
で
あ
る
。⒂
独
断
論
者
は
自
由

の
欠
如
か
ら
出
発
し
、
そ
の
欠
如
に
逢
着
す
る
。
独
断
論
者
に
と
っ
て
、
表
象
は
物
の
所
産
で
あ
り
、
知
性
や
主
観
は
単
に
受
動
的
な
も

の
で
あ
る
。
行
為
の
自
由
も
ま
た
失
わ
れ
る
。
意
志
の
自
由
を
想
定
す
る
よ
う
な
独
断
論
者
は
整
合
性
を
欠
く
か
、
そ
れ
と
も
見
せ
か
け
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で
そ
う
す
る
か
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
が
自
由
に
行
為
す
る
こ
と
も
ま
た
表
象
を
介
し
て
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
だ
が
し
か
し
表
象
は
物
の
印
象
で
し
か
な
く
、
従
っ
て
行
為
の
自
由
に
つ
い
て
の
表
象
も
ま
た
物
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

思
弁
の
立
場
で
は
、
独
断
論
者
と
張
り
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
原
理
に
よ
っ
て
独
断
論
者
を
論
駁
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
原
理
の
す
べ
て
を
、
独
断
論
者
は
拒
絶
す
る
か
ら
で
あ
る
。
独
断
論
者
を
論
駁
す
る
に
は
、
彼
が
そ
こ
か
ら
出

発
す
る
原
理
の
側
か
ら
論
駁
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

観
念
論
者
は
自
由
の
意
識
か
ら
出
発
し
、
独
断
論
者
は
こ
の
自
由
を
錯
覚
と
し
て
説
明
す
る
。
人
が
独
断
論
者
に
対
す
る
反
論
と
し
て

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
観
念
論
者
が
独
断
論
者
に
対
し
て
優
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
ず
れ
も
、
独
断
論
者

は
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
を
説
明
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
独
断
論
者
は
曖
昧
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
独
断
論
者
は
自
由
の
意
識
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
こ
の
意
識
を
物

の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
独
断
論
者
は
、
各
々
の
働
き
か
け
が

表
象
を
産
出
す
る
上
で
い
か
な
る
存
在
者
に
対
し
て
産
出
し
て
い
る
の
か
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
独
断
論
者
は
知
性
を
生
成

論
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
観
念
論
者
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
思
弁
の
立
場
で
は
、
独
断
論
に
対
抗
す
る
手
か
が
り
と
な
る
も
の
は
な
い
。
だ
が
し
か
し
最
内
奥
の
感
情
の
立
場
で
は
、
手

が
か
り
は
あ
る
。
独
断
論
は
最
も
高
貴
で
最
善
の
魂
に
は
耐
え
が
た
く
、
む
し
ろ
彼
に
と
っ
て
は
自
立
性
と
自
由
の
思
想
が
最
高
に
し
て

第
一
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

意
識
の
内
に
は
自
由
の
感
情
と
束
縛
の
感
情
が
現
わ
れ
る
。
前
者
は
我
々
の
無
限
性
の
帰
結
で
あ
り
、
後
者
は
我
々
の
有
限
性
の
帰
結

で
あ
る
。
前
者
は
我
々
を
我
々
自
身
へ
と
連
れ
戻
し
、
後
者
は
世
界
へ
と
連
れ
出
す
。
こ
の
両
方
の
感
情
を
混
同
し
て
一
緒
に
思
惟
す
る

者
は
整
合
性
を
欠
く
。
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人
類
と
個
人
は
束
縛
か
ら
出
発
す
る
。
我
々
は
み
な
経
験
か
ら
出
発
す
る
が
、
し
か
し
自
己
へ
と
突
き
返
さ
れ
、
自
ら
の
自
由
を
見
出

す
。
肝
要
で
あ
る
の
は
、
人
間
に
お
い
て
い
ず
れ
の
感
情
が
際
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人
間
は
こ
の
点
を
残
し
た
ま
ま

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
│
│
独
断
論
と
観
念
論
と
の
論
争
は
本
当
の
と
こ
ろ
は
哲
学
的
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
二

つ
の
体
系
は
同
じ
場
に
集
ま
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
そ
れ
が
整
合
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
方
の
原
理
を
否
定
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
哲
学
的
論
争
と
い
う
も
の
は
、
双
方
の
党
派
が
原
理
に
つ
い
て
は
一
致
す
る
も
の
の
、
帰
結
に
関
し
て
の
み
一
致
を

見
な
い
と
き
に
生
じ
う
る
。
こ
の
論
争
は
思
惟
様
式
の
抗
争
で
あ
っ
て
、
整
合
的
な
独
断
論
者
と
は
彼
自
身
が
自
ら
の
対
抗
手
段
と
な
っ

て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
彼
は
自
ら
の
思
惟
様
式
を
長
く
持
ち
堪
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
四
節

独
断
論
者
が
前
提
と
す
る
の
は
単
な
る
思
惟
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
当
化
で
き
な
い
前
提
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
前
提
は
説
明
さ

れ
る
べ
き
も
の
を
実
際
に
は
説
明
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
一
切
を
説
明
す
る
別
の
体
系
が
出
現
す
る
や
否
や
、
も
は
や
こ
の
前
提
が
起
こ

る
こ
と
は
な
い
。

観
念
論
者
は
言
う
、
君
は
自
分
を
思
惟
せ
よ
、
そ
し
て
君
が
自
分
を
思
惟
す
る
仕
方
に
注
意
を
向
け
よ
、
と
。
君
は
自
分
へ
と
還
帰
す

る
活
動
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
観
念
論
者
は
、
意
識
の
内
に
現
実
に
現
わ
れ
る
も
の
を
根
底
に
置
く
。
し
か
し
独
断
論
者
は
、
一
切
の
意

識
の
外
に
存
す
る
、
単
に
思
惟
さ
れ
う
る
も
の
を
根
底
に
置
く
。

次
の
こ
と
が
言
わ
れ
も
し
よ
う
、
す
な
わ
ち
、
観
念
論
者
が
要
求
す
る
一
切
の
こ
と
が
結
局
の
と
こ
ろ
自
己
内
還
帰
す
る
私
の
活
動
に

つ
い
て
の
表
象
で
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
果
た
し
て
還
帰
す
る
活
動
自
体
と
い
う
も
の
が
表
象
の
外
に
あ
る
の
か
、
と
。
私
の
答
え
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
│
│
こ
の
表
象
が
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
話
題
と
は
な
ら
な
い
し
、
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
と
そ
の
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表
象
と
の
区
別
は
空
虚
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
表
象
作
用
の
他
に
表
象
作
用
の
活
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
矛
盾

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
一
切
の
活
動
的
な
実
体
が
実
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
基
体
が
ど
こ
か
ら
来
る
の

か
、
基
体
が
ど
こ
で
起
こ
る
の
か
を
哲
学
は
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
話
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
自
我
の
直
接
的
な
定
立
だ
け
で
あ

り
、
こ
の
定
立
は
一
つ
の
表
象
な
の
で
あ
る
。

観
念
論
者
の
原
理
は
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
哲
学
は
ま
た
内
在
的
と
称
さ
れ
る
。
し
か
し
観
念
論
者
は
自
ら
の
原
理

を
自
ず
か
ら
意
識
の
内
に
見
出
す
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
自
由
な
行
為
に
従
っ
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
通
常
の
意
識
の
歩
み
を
追
跡
す
る

と
き
、
そ
こ
に
は
自
我
概
念
や
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
は
な
い
。
し
か
し
哲
学
者
に
よ
っ
て
自
ら
の
自
我
を
思
惟
す
る
よ
う
促
さ
れ
る
と

き
、
人
は
自
ら
の
自
我
を
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
が
自
我
を
見
出
す
の
は
一
つ
の
自
由
な
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
し
か
し
所

与
的
な
も
の
と
し
て
見
出
す
の
で
は
な
い
。

い
か
な
る
哲
学
も
何
か
あ
る
も
の
を
前
提
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
も
の
を
証
示
す
る
こ
と
な
し
に
、
そ
こ
か
ら
自
余
の
も
の
を
説
明

し
、
証
示
す
る
の
で
あ
る
。
観
念
論
も
そ
う
で
あ
る
。
観
念
論
は
言
及
さ
れ
た
自
由
な
活
動
を
原
理
と
し
て
前
提
す
る
。
こ
の
原
理
か
ら

一
切
の
も
の
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
自
身
が
さ
ら
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

独
断
論
は
超
越
的
で
あ
り
、
超
え
行
く
も
の
、
意
識
か
ら
超
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
観
念
論
は
超
越
論
的
で
あ
り
、
意
識
の
内
部
に
留

ま
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
超
出
が
い
か
に
し
て
可
能
か
、
諸
表
象
に
対
し
て
我
々
の
外
な
る
諸
物
が
対
応
す
る
と
い
う
想
定
に

我
々
が
至
る
の
は
い
か
に
し
て
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
満
足
す
る
か
否
か
は
、
内
的
な
思
惟
様
式
と
信
仰
そ
れ
自
体
次
第

で
あ
り
、
こ
う
し
た
信
仰
を
も
つ
者
は
独
断
論
や
宿
命
論
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
し
ば
し
ば
理

性
の
関
心
と
い
う
名
の
も
と
で
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
思
弁
理
性
の
関
心
と
実
践
理
性
の
関
心
に
言
及
し
、
両
者
を
対
立
さ

せ
て
い
る
。⒃
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
か
ら
見
て
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
自
体
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
理
性
は
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た
だ
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
一
つ
の
関
心
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
理
性
の
関
心
は
自
立
性
と
自
由
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
か

ら
統
一
と
連
関
に
対
す
る
関
心
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
心
を
思
弁
理
性
の
関
心
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
全

体
は
あ
る
一
つ
の
根
拠
の
上
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
根
拠
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
観
念
論
は
独
断
論
よ
り
も
う
ま
く
こ

の
関
心
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。

第
五
節

一
た
び
観
念
論
に
そ
の
命
題
の
真
理
が
、
し
か
も
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
観
念
論
は
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
一
切
の
も
の

を
そ
こ
か
ら
厳
密
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
誰
か
が
観
念
論
に
こ
の
原
理
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
の
思
惟
様
式
に

か
か
っ
て
い
る
。

意
識
が
自
我
の
一
偶
有
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、〈
私
は
意
識
を
有
す
る
〉
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
分

離
で
あ
り
、
哲
学
は
そ
の
根
拠
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
私
に
意
識
以
外
の
諸
限
定
を
さ
ら
に
帰
属
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
こ
と
は
真
で
あ
る
。
し
か
し
一
切
の
行
為
は
表
象
を
介
す
る
。
我
々
に
対
し
て
存
在
す
べ
き
一
切
の
も
の
は
や
は
り
一
つ
の
意

識
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。〈
私
の
意
識
は
私
で
あ
り
、
私
は
私
の
意
識
で
あ
る
〉
と
い
う
言
説
が
正
し
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

意
識
の
内
に
は
確
か
に
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
た
諸
表
象
が
現
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
表
象
す
る
も
の
は
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
て
現
存

す
る
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
さ
て
し
か
し
表
象
す
る
も
の
は
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
自
己
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
の
表

象
は
自
己
活
動
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

自
我
が
何
か
他
の
も
の
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
、
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
自
我
は
自
ら
の
活
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
表
象
す

る
も
の
そ
れ
自
身
は
表
象
す
る
も
の
自
身
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
自
己
活
動
が
表
象
す
る
も
の
の
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
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い
て
は
、
あ
る
特
定
の
自
己
活
動
が
表
象
す
る
も
の
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
自
我
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
と
は
、
自
我
が
自
己
内
還
帰

す
る
活
動
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
切
の
客
観
を
捨
象
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
徹
底
し
た
哲
学
者
と
し
て
は
、
不
適
格
で
あ

る
。
基
体
が
付
け
加
え
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
後
に
な
っ
て
は
っ
き
り
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
ま
で
は
基
体
も
捨
象
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
表
象
す
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
べ
き
一
切
の
も
の
は
た
だ
自
己
活
動
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
必
然
性
の
感
情

を
伴
っ
て
現
わ
れ
る
諸
表
象
も
ま
た
表
象
す
る
も
の
の
所
産
で
あ
る
。

第
六
節

こ
の
証
明
は
、
事�

実�

を
説
明
す
る
よ
う
な
一
つ
の
定
言
的
主
張
に
は
十
分
に
至
り
う
る
と
し
て
も
、
い�

か�

に�

し�

て�

と
い
う
こ
と
の
一
定

の
洞
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
説
明
に
あ
っ
て
は
当
然
、
表
象
の
産
出
と
い
う
、
要
請
さ
れ
た
作
用
全
体
が
叙
述
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
観
念
論
が
学
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
観
念
論
は
こ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
予
め
熟
考

さ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
仕
方
で
観
念
論
は
こ
の
要
求
を
満
た
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
哲
学
に
お
い
て
話
題
と
さ
れ
る
の
は
、
必
然
性
の
感
情
を
伴
っ
た
諸
表
象
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
の
表
象
は
、
独
断
論
の

よ
う
に
受
動
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
の
行
為
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
自
由
の
行
為
は
何
ら
か
の

必
然
的
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
こ
の
行
為
は
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。

最
初
に
疑
わ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
が
自
己
活
動
の
所
産
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
活
動
は
意
識
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
活
動
や
行
為
と
い
っ
た
語
を
耳
に
す
る
と
き
、
大
抵
の
人
間
が
そ
の
語
に
お
い
て
理
解
す
る
の
は
何
ら
か
の
自
由
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な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
必
然
的
行
為
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
し
か
し
必
然
的
行
為
は
果
た
し
て
行
為
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
受
動
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

（
真
の
独
断
論
者
は
同
時
に
ま
た
宿
命
論
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
自
由
の
意
識
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
こ
の

意
識
を
錯
覚
と
し
て
説
明
す
る
。
行
為
は
外
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン

・
ヨ
ッ
ホ
（
ホ
ン
メ
ル
）『
ト
ル
コ
の
法
に
お
け
る
賞
罰
に
つ
い
て
』
を
参
照
。）⒄

必
然
的
行
為
は
そ
れ
だ
け
で
必
然
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
自
由
な
行
為
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
み
必
然
的
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
必
然
的
行
為
は
受
動
と
変
わ
ら
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

第
一
の
絶
対
的
に
自
由
で
無
制
約
的
な
行
為
は
自
我
の
自
己
自
身
に
よ
る
定
立
作
用
で
あ
る
。
こ
の
作
用
か
ら
他
の
作
用
が
必
然
的
に

帰
結
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
他
の
作
用
は
必
然
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
制
約
さ
れ
て
い

る
、
と
言
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

自
由
と
必
然
は
自
己
定
立
と
い
う
第
一
の
行
為
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
。
自
己
で
は
な
く
、
客
観
を
反
省
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
由
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
私
が
私
を
反
省
す
る
と
き
、
私
は
こ
の
反
省
を
た
だ
自
己
自
身
の
内
に
還
帰
す

る
活
動
に
よ
っ
て
の
み
な
し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
原
理
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
自
我
の
定
立
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
必

然
的
行
為
の
﹇
一
つ
の
﹈
系
列
に
、
我
々
が
行
き
着
く
こ
と
は
十
分
に
起
こ
り
え
よ
う
。
そ
の
場
合
、〈
私
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
私
が

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
は
た
だ
形
式
的
制
約
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
命
題
は
実
質
的
妥
当
性
を
得
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

自
我
が
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
の
は
た
だ
、
自
我
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
定
立
す
る
が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
自
己
定
立
は

た
だ
一
定
の
仕
方
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
も
の
〔
│
│
す
な
わ
ち
自
我
│
│
〕
は
定
立
す
る
。
こ
の
定
立
の
仕
方
は
そ
れ
と
は
別
の
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〔
定
立
の
〕
仕
方
を
前
提
し
、
こ
の
別
の
仕
方
は
さ
ら
に
そ
れ
と
は
別
の
〔
定
立
の
〕
仕
方
等
々
を
前
提
す
る
。

一
切
の
精
神
的
な
も
の
は
諸
々
の
感
性
的
な
表
現
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
、
そ
の
せ
い
で
多
く
の
誤
解
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
記
号

は
往
々
に
し
て
恣
意
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
記
号
が
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
説
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
で
言
葉
が
欠
け
た
と
こ
ろ
で
説
明
が
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
事
柄
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
説
明
は
生
成
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
私
を
定
立
す
る
。
そ
し
て
私
が
こ
の
こ
と
を
行
う
と
き
、
私
が
一
定
の
仕
方
で
そ

れ
を
行
い
、
か
つ
た
だ
そ
の
仕
方
で
の
み
行
い
う
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
注
目
す
る
。
そ
の
と
き
、
私
が
そ
の
他
の
﹇
よ
り
﹈
多
く
の

こ
と
を
同
じ
仕
方
で
し
か
行
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
法
則
と
い
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
直
観
作
用
の
法
則
や

思
惟
作
用
の
法
則
等
々
が
語
ら
れ
る
の
も
そ
れ
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
必
然
的
に
思
惟
す
る
と
こ
ろ
に
、
思
惟
の
諸
法
則
は

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
諸
法
則
は
本
来
的
に
は
た
だ
行
為
す
る
存
在
者
に
対
し
て
の
み
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
存
在
者
を
我
々
は
自
由
な

者
と
通
常
見
な
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、〈
君
は
云
々
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
我
々
が
言
う
と
き
、〈
理
性
的
存
在
者
は

云
々
に
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
振
舞
い
方
が
彼
の
法
則
で
あ
る
〉
と
も
類
比
的
に
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

観
念
論
の
更
な
る
課
題
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
定
立
す
る
も
の
と
定
立
さ
れ
た
も
の
が
同
一

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
洞
察
す
る
に
至
っ
た
。
私
は
自
我
を
た
だ
一
定
の
仕
方
で
の
み
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の

定
立
を
私
は
、
第
二
の
も
の
を
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
は
な
し
え
ず
、
第
二
の
定
立
は
第
三
の
も
の
な
し
に
は
な
し
え
な
い
。
こ
の
よ
う

に
、
我
々
に
と
っ
て
の
世
界
が
そ
れ
に
従
っ
て
生
じ
て
く
る
諸
法
則
を
、
我
々
の
誰
も
が
第
一
の
も
の
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
大
い
に
あ

り
え
よ
う
し
、
こ
の
こ
と
を
観
念
論
は
実
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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第
七
節

諸
表
象
は
我
々
の
内
に
存
在
す
る
、
と
カ
ン
ト
以
前
の
大
抵
の
観
念
論
者
た
ち
は
言
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
我
々
は
諸
表
象
を
我
々
の
内

に
産
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
こ
の
こ
と
を
、
我
々
は
諸
表
象
を
産
出
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
、
と
理
解
し

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
根
拠
を
欠
い
た
観
念
論
で
あ
る
。

理
性
推
論
を
導
く
二
つ
の
道
が
考
え
ら
れ
う
る
。
一
つ
に
は
、
我
々
に
と
っ
て
既
知
の
も
の
で
あ
る
世
界
の
性
状
か
ら
、
な
い
し
意
識

の
内
に
現
わ
れ
る
必
然
的
諸
表
象
か
ら
出
発
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
単
な
る
手
探
り
、
試
し
に
や
っ
て
み
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
結
果
は
つ
ね
に
目
の
前
を
浮
遊
し
、
役
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。

も
う
一
つ
に
は
、
表
象
す
る
存
在
者
の
行
為
様
式
か
ら
出
発
し
、
こ
の
行
為
様
式
と
い
う
法
則
に
従
っ
て
諸
表
象
が
い
か
に
し
て
生
じ

る
か
を
示
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
た
だ
何
か
あ
る
も
の
が
生
じ
る
仕
方
だ
け
が
念
頭
に
置
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
を
進

め
る
な
ら
ば
、
一
切
の
現
実
的
な
も
の
が
捨
象
さ
れ
る
。
根
本
命
題
が
正
し
く
、
そ
こ
か
ら
推
論
が
正
し
く
な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
結
果

は
通
常
の
経
験
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
両
者
が
合
致
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
こ
の
企
て

全
体
が
誤
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
全
く
な
く
、
む
し
ろ
や
り
方
が
誤
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
や
り
方
が
誤
謬
推
理
を
介
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬
推
理
を
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
│
│
証
示
さ
れ
る
べ
き
は
、
自
我
は
そ
の
他
多
く

の
も
の
を
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
は
自
己
を
定
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
は
た
だ
こ
の
仕
方

で
の
み
私
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
最
初
の
法
則
と
同
様
、
ま
さ
に
自
己
直
観
に
お
い
て
証
示
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ

の
こ
と
が
体
系
の
行
程
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

注�

記�

│
│
体
系
は
た
だ
次
の
こ
と
し
か
各
人
に
促
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
各
人
が
い
か
に
し
て
体
系
を
作
る
か
を
、
自
己
自

身
の
内
に
立
ち
帰
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
体
系
は
、
各
人
が
同
じ
仕
方
で
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
普
遍
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的
妥
当
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
要
求
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
理
性
の
本
質
が
自
己
定
立
に
存
す
る
と
前
提
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
、
必
然
的
な
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
る
一
切
の
行
為
は
こ
の
自
己
定
立
か
ら
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
う
し
た
行
為
の
一
切
は

理
性
の
本
質
か
ら
出
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
い
か
な
る
理
性
的
存
在
者
も
体
系
の
正
し
さ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
体
系
へ
の
洞
察
は
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
一
切
の
行
為
を
内
的
に
模
倣
す
る
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
列
挙
さ
れ
る
の
は
、
た
だ
与
え
ら
れ
る
が
ま
ま
の
一
連
の
事
実
な
ど
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
大
事
で
あ
る
の
か
が
分
か

る
よ
う
な
一
連
の
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。

哲
学
者
は
単
な
る
観
察
者
で
は
な
い
。
哲
学
者
は
意
識
の
本
性
を
頼
り
に
実
験
を
行
い
、
自
分
で
立
て
た
問
い
に
答
え
を
与
え
る
。
体

系
は
自
ら
思
惟
す
る
者
に
対
し
て
存
在
し
、
単
な
る
学
習
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
各
人
は
体
系
を
自
己
の
内
で
産
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
固
定
的
な
術
語
が
何
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
反
対
に
カ
ン

ト
は
〔
そ
う
し
た
術
語
を
想
定
し
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
〕
か
く
も
多
く
の
受
け
売
り
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
体
系
に
着
手
す
る
者
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
自
ら
思
惟
す
る
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
自
ら
思
惟
す
る
こ
と
へ
の
愛
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
頭
が
凝
り
固
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
自
ら
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
若
者
た
ち
に
は
稀

で
あ
る
。〔
若
者
た
ち
を
〕
自
ら
思
惟
す
る
こ
と
へ
と
先
導
で
き
る
の
は
、
思
惟
さ
れ
る
べ
き
素
材
を
〔
彼
ら
に
〕
与
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
り
、
前
も
っ
て
思
惟
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
思
惟
を
通
し
て
、
後
を
追
っ
て
思
惟
す
る
よ
う
、〔
彼
ら
を
〕
目
覚
め
さ
せ
る
の
で

あ
る
。〔
※
〕

〔
※

訳
注
│
│
こ
の
文
章
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。M

an
kann

zum
Selbstd[enken].anführen

;
[dadurch]

daß
m
an
Stoff

giebt
[,]

w
orüber

gedachtw
erden

soll,daß
m
an
vordenke,und

dadurch
zum

N
achdenken

erw
ecke.

文
法
的
に
は
破
格
な
文
章
で
あ
る
も
の
の
、
講
義

と
い
う
現
場
で
の
講
師
と
学
生
の
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
、「
先
導
す
る
（anführen
）」、「
与
え
る
（geben

）」、「
前
も
っ
て
思
惟
す
る
（vor-

denken

）」、「
目
覚
め
さ
せ
る
（erw

ecken

）」
と
い
う
動
詞
の
主
語
を
同
一
の
も
の
と
見
な
し
、
訳
す
こ
と
と
し
た
。〕
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こ
の
体
系
と
経
験
と
の
関
係

こ
の
体
系
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
る
べ
き
経
験
の
内
で
は
客
観
と
そ
の
性
状
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
体
系
の
内
で
見
出
さ
れ
る
の
は
、

理
性
的
存
在
者
の
諸
行
為
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
行
為
に
よ
っ
て
い
か
に
客
観
が
産
出
さ
れ
る
か
と
い
う
、
行
為
の
様
式
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
客
観
へ
と
至
る
そ
れ
以
外
の
様
式
は
い
ず
れ
も
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
観
念
論
が
示
す
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
者
が
問

う
の
は
、
我
々
の
外
に
存
在
す
べ
き
諸
物
を
あ
ら
わ
す
諸
表
象
が
成
立
す
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
義
務
や
神
、

不
死
性
な
ど
の
表
象
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
問
い
は
、
我
々
が
こ
う
し
た
表
象
に
対
応
す
べ
き
客
観
に
至
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と

い
う
こ
と
を
同
時
に
意
味
す
る
。
必
然
的
な
表
象
は
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
客
観
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
客
観
的
な
表
象
と
呼
ぶ

こ
と
が
で
き
よ
う
。
│
│
こ
の
こ
と
は
義
務
、
神
性
、
不
死
性
の
表
象
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
ら
客
観
が
我
々

に
対
し
て
来
る
の
か
、
と
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
哲
学
は
、
客
観
が
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
に
対
し
て
生
じ
る
よ
う
な
行
為
の

体
系
を
含
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
と
こ
ろ
で
一
体
、
こ
う
し
た
観
念
論
で
述
べ
ら
れ
る
諸
行
為
は
現
実
に
存
在
す
る
の
か
。
そ
こ
で
述
べ

ら
れ
る
も
の
は
実
在
性
を
も
つ
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
た
だ
哲
学
が
案
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
の
か
。

ま
ず
第
一
に
観
念
論
は
一
連
の
根
源
的
行
為
を
提
示
す
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
体
系
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
体
系
で
は
、
第
一
の
も
の
は
第
二
の
も
の
な
し
に
は
存
在
し
え
な

い
等
々
、
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
諸
行
為
は
個
々
別
々
に
生
じ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
も
の
は
そ
れ
と
は

別
の
も
の
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
存
在
し
、
私
に
対
し
て
世
界
が
存
在
す
る
の
は
一
挙
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し

体
系
に
お
い
て
我
々
は
、
本
来
的
に
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
一
連
の
行
為
と
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
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な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
し
か
こ
の
一
連
の
も
の
〔
│
│
す
な
わ
ち
一
な
る
も
の
│
│
〕
を
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

り
、
た
だ
部
分
だ
け
を
、
し
か
も
限
定
さ
れ
た
一
部
分
だ
け
し
か
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
が
特
定
の

法
則
に
従
っ
て
経
験
の
内
で
振
舞
い
、
か
つ
そ
う
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
も
同
様
に
振
舞
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
思
想
は
そ
れ
と
は
別
の
も
の
に
結
び
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
に
問
う
者
に

は
、
本
当
の
と
こ
ろ
一
体
何
を
問
う
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
体
、
現
実
的
と
は
何

を
意
味
す
る
の
か
、
実
在
性
│
│
観
念
論
に
従
え
ば
、
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
│
│
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一

体
こ
れ
ら
の
行
為
が
現
わ
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど�

こ�

で�

、
い
か
に
し
て
現
わ
れ
る
の
か
。
経
験
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な
い
。
こ
う
し

た
行
為
が
経
験
の
領
域
に
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
そ
れ
自
身
経
験
で
あ
ろ
う
し
、
経
験
の
根
拠
を
提
示
す
べ
き
哲

学
に
は
属
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
経
験
が
有
す
る
よ
う
な
現
実
性
を
そ
の
行
為
が
も
つ
こ
と
は
な
く
、〈
そ
の
行
為
は
時
間
の
内
に

現
わ
れ
る
〉
と
言
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
だ
現
象
だ
け
が
時
間
に
お
け
る
実
在
性
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
を
理
解
し
た
ベ
ッ
ク
教
授
は
、
経
験
を
超
え
出
よ
う
と
は
し
な
い
。⒅
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
切
の
哲
学
、
そ
し
て

彼
の
哲
学
も
ま
た
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
考
え
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
か
に
し
て
経
験
は
可
能

で
あ
る
か
、
と
カ
ン
ト
は
問
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
カ
ン
ト
は
経
験
を
超
え
て
高
ま
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
経
験
の
領
域
の
内
に
な
い
も
の
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
現
実
性
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
空
間
と
時
間
に
お
い
て
考
察

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
必
然
的
に
思
惟
さ
れ
う
る
も
の
、
観
念
的
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
純
粋

自
我
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
何
ら
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。
経
験
の
内
に
現
わ
れ
る
自
我
は
人
格
で
あ
る
。
も
し
純
粋
自
我
が
経
験
の

内
に
現
わ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
哲
学
的
概
念
と
し
て
の
純
粋
自
我
を
非
難
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
自
分
が
欲
し
て
い
る
も
の

を
知
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
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哲
学
に
ま
で
高
ま
っ
た
者
に
と
っ
て
、
一
連
の
根
源
的
行
為
は
実
在
性
、
い
わ
ゆ
る
必
然
的
思
惟
の
実
在
性
を
も
つ
。
実
在
性
は
こ
の

思
惟
に
対
し
て
存
在
す
る
。
経
験
も
ま
た
実
在
性
を
も
つ
。
確
か
に
我
々
が
存
在
し
生
き
る
か
ぎ
り
、
確
か
に
経
験
は
存
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
確
か
に
我
々
が
哲
学
す
る
か
ぎ
り
、
確
か
に
我
々
は
こ
れ
ら
の
行
為
を
思
惟
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
人

間
悟
性
そ
の
も
の
の
内
に
現
わ
れ
な
い
も
の
が
哲
学
者
の
意
識
の
内
に
は
現
わ
れ
る
。
哲
学
者
の
意
識
は
拡
大
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
完
全
で
完
成
さ
れ
た
意
識
と
な
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
の
思
惟
は
そ
れ
が
進
む
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
ま
で
及
ぶ
。
経
験

を
超
え
て
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
こ
の
こ
と
は
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
理
性
的
に
、
哲
学
を
超
え
て
問
い
を
立
て
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
例
え
ば
、
制
限
性
の
根
拠
が
自
体
的
に
何
で
あ
る
か
、
と
問
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
自
己
矛
盾
し
て
お
り
、
不
条
理
で
あ

る
。
こ
う
し
た
問
い
は
、
一
切
の
理
性
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
理
性
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

実
在
性
か
ら
実
在
性
へ
の
、
意
識
の
一
つ
の
段
階
か
ら
別
の
段
階
へ
の
前
進
は
自
然
的
人
間
の
行
程
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
は
三
つ
の

段
階
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）
彼
は
経
験
の
客
観
同
士
を
、
諸
法
則
に
従
っ
て
、
し
か
し
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
結
び
付
け
る
。
│
│
子
供
や
未
開
人
は
い
ず

れ
も
、
偶
然
的
な
も
の
に
つ
い
て
根
拠
を
求
め
、
そ
う
し
て
因
果
性
の
法
則
に
従
っ
て
判
断
す
る
。
し
か
し
こ
の
法
則
を
意
識
す
る
こ
と

は
な
い
。

（
二
）
自
己
を
反
省
す
る
者
、
か
つ
自
ら
が
か
れ
こ
れ
の
反
省
法
則
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
を
注
視
す
る
者
に
と
っ
て
、
か
れ
こ
れ

の
概
念
の
意
識
が
成
立
す
る
。
こ
の
第
二
の
領
域
に
お
い
て
は
、
か
れ
こ
れ
の
概
念
か
ら
結
果
的
に
生
じ
て
き
た
も
の
が
諸
物
の
属
性
と

見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
々
の
物
自
体
が
空
間
と
時
間
の
内
に
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
三
）
観
念
論
者
は
、
全
経
験
が
理
性
的
存
在
者
の
一
な
る
行
為
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
。
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第
八
節

観
念
論
は
自
我
の
自
己
定
立
あ
る
い
は
有
限
な
理
性
一
般
か
ら
出
発
す
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
自
己
定
立
が
話
題
と
さ
れ
る
と
き
、
こ

れ
は
無
限
定
な
概
念
で
あ
り
、
従
っ
て
観
念
論
は
無
限
定
な
概
念
か
ら
出
発
す
る
。
と
こ
ろ
で
観
念
論
者
は
様
々
に
限
界
づ
け
ら
れ
た
理

性
の
限
定
作
用
を
注
視
し
、
そ
の
限
定
作
用
に
よ
っ
て
一
個
の
理
性
的
な
個
人
、
現
実
的
な
理
性
的
存
在
者
を
生
成
さ
せ
る
。
こ
う
し
た

個
人
や
理
性
的
存
在
者
は
無
限
定
な
自
我
概
念
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
個
人
が
凝
視
し
て
い
る
の
は
世
界
で
あ
り
、
ま
た
諸

物
で
あ
る
。
こ
の
個
人
の
見
方
は
観
念
論
の
観
点
か
ら
も
ま
た
目
撃
さ
れ
、
個
人
に
対
し
て
諸
物
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
を
、
観
念
論

者
は
注
視
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
事
柄
は
個
人
に
対
し
て
は
、
哲
学
者
に
対
す
る
の
と
は
別
様
に
存
在
す
る
。
さ
て
個
人
に
対
し

て
、
諸
物
や
諸
々
の
人
間
等
々
は
個
人
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
現
存
す
る
。
し
か
し
、
私
の
外
に
、
私
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
現
存
す
る

よ
う
な
諸
物
な
ど
存
在
し
な
い
、
と
観
念
論
者
は
言
う
。
こ
の
よ
う
に
個
人
と
観
念
論
者
と
い
う
両
者
は
反
対
の
こ
と
を
語
る
も
の
の
、

矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
観
念
論
者
は
自
ら
の
観
点
か
ら
諸
個
人
の
見
方
の
必
然
性
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
観
念
論
者
が

「
私
の
外
に
」
と
言
う
と
き
、
こ
の
こ
と
は
「
理
性
の
外
に
」
を
意
味
し
、
個
人
に
あ
っ
て
は
「
人
格
の
外
に
」
を
意
味
す
る
。

個
人
の
観
点
は
通
常
の
観
点
と
も
経
験
の
観
点
と
も
称
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
は
、
生
成
論
的
に
見
れ
ば
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
解

さ
れ
よ
う
が
、
そ
う
し
た
観
点
に
至
る
際
に
判
明
す
る
の
は
、
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
観
点
に
至
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

観
点
は
実
践
的
な
観
点
と
呼
ば
れ
る
。
一
切
の
哲
学
的
な
思
弁
は
、
た
だ
抽
象
が
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
（
行
為

に
お
い
て
は
抽
象
は
起
こ
ら
な
い
）、
従
っ
て
こ
の
思
弁
は
観
念
的
な
観
点
と
呼
ば
れ
る
。
実
践
的
な
観
点
は
観
念
論
的
な
観
点
の
下�

位�

に�

立
つ
。

哲
学
者
が
実
践
的
な
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
彼
は
他
の
一
人
ひ
と
り
の
理
性
的
存
在
者
と
同
様
に
行
為
す
る
。
彼
は
ま
た
、
自
ら
が
こ

の
観
点
に
い
か
に
し
て
至
っ
た
か
を
知
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
懐
疑
に
よ
っ
て
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
思
弁
に
煩
わ
さ
れ
る
の
は
、
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思
弁
し
始
め
た
者
、
そ
れ
で
い
て
純
粋
に
思
弁
し
て
い
な
い
者
だ
け
で
あ
る
。
批
判
的
哲
学
者
の
場
合
は
そ
う
い
う
具
合
に
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
経
験
の
諸
結
果
と
思
弁
の
諸
結
果
は
つ
ね
に
合
致
し
て
お
り
、
ま
た
一
方
の
観
点
か
ら
他
方
の
観
点
に
自
己
を
移
し

置
く
こ
と
に
確
実
さ
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
が
初
学
者
に
は
欠
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
初
学
者
は
思
弁
す
る
際
の
実

在
論
的
な
懐
疑
に
も
、
行
為
す
る
際
の
観
念
論
的
な
懐
疑
に
も
煩
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔「
第
二
序
論
」
終
わ
り
、
以
下
に
本
論
が
続
く
。〕

原
注

⑴
〔
丸
括
弧
の
英
数
字
で
示
さ
れ
た
注
は
、
原
典
編
者
に
よ
る
原
注
を
表
わ
す
。
以
下
同
様
〕
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
七
九
八
年
一
〇
月
、
イ
ェ
ー
ナ
大
学

の
「
掲
示
板
」
に
一
七
九
八
／
九
九
年
冬
学
期
等
の
た
め
の
告
知
を
行
っ
て
い
る
。「
Ⅰ

新�

し�

い�

方�

法�

に�

よ�

る�

超�

越�

論�

哲�

学�

の�

基�

礎�

（
い
わ
ゆ

る
知�

識�

学�

）
は
、
自
由
な
仕
方
で
、
か
つ
私
の
著
書
を
用
い
る
以
外
は
つ
ね
に
口
述
に
よ
っ
て
三
│
四
時
に
提
供
さ
れ
る
。
／
Ⅴ

公�

講�

義�

は
一

〇
月
一
六
日
六
│
七
時
に
行
わ
れ
、
こ
の
講
義
で
は
哲
学
一
般
、
特
に
そ
の
方
法
が
論
じ
ら
れ
る
。
／
初
回
の
私
講
義
は
一
〇
月
二
九
日
に
な
さ

れ
る
。
／
私
の
講
義
室
は
旧
フ
ェ
ン
シ
ン
グ
練
習
場
近
く
の
自
宅
に
あ
り
、
予
告
さ
れ
た
講
義
の
よ
り
詳
細
な
情
報
は
そ
こ
で
得
ら
れ
る
。
／
書

類
は
明
日
一
五
日
よ
り
午
後
二
時
│
四
時
に
配
布
さ
れ
る
」（
イ
ェ
ー
ナ
大
学
資
料
室

M
209,B

l.97

）。
│
│
こ
の
告
知
に
従
い
、「
第
一
序

論
」
は
全
学
生
が
聴
講
で
き
る
公
講
義
と
い
う
扱
い
の
も
と
で
、
一
〇
月
一
六
日
に
開
講
さ
れ
、
午
後
の
一
五
時
か
ら
一
六
時
ま
で
行
わ
れ
た
。

⑵

フ
ィ
ヒ
テ
は
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』
の
三
種
類
か
ら
成
る
講
義
群
に
先
だ
っ
て
、
一
七
九
四
年
夏
学
期
と
一
七
九
四
／
九
五
年
冬
学
期

の
二
学
期
に
わ
た
っ
て
知
識
学
を
講
義
し
た
。
こ
の
知
識
学
は
『
全
知
識
学
の
基
礎
│
│
聴
講
者
の
た
め
の
稿
本
と
し
て
』、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、

一
七
九
四
﹇
／
九
五
﹈
年
（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
一
系
列
、
第
二
巻
、
一
七
三
頁
以
下
）
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

⑶

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
（
一
七
一
一
│
一
七
七
六
年
）

⑷

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（
一
七
二
四
│
一
八
〇
四
年
）

⑸

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
（
一
七
八
一
年
）
一
一
頁
、
第
三
版
（
一
七
九
〇
年
）
二
五
頁
。

⑹

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
三
版
、
リ
ガ
、
一
七
九
〇
年
。「
数
多
く
の
研
究
が
唯
一
の
課
題
の
定
式
に
も
た
ら
さ
れ
う
る

な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
き
わ
め
て
多
く
の
こ
と
が
獲
得
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
の
仕
事
が
厳
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密
に
規
定
さ
れ
る
の
で
、
自
分
自
身
の
仕
事
で
さ
え
自
ら
に
と
っ
て
容
易
に
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
仕
事
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
ど
の
よ
う

な
他
者
に
と
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
意
図
を
満
た
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
が
容
易
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
や
、
純
粋
理
性
の

本
来
的
課
題
は
ど�

の�

よ�

う�

に�

し�

て�

ア�

プ�

リ�

オ�

リ�

な�

総�

合�

諸�

判�

断�

が�

可�

能�

か�

、
と
い
う
問
い
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。」〔
有
福
孝
岳
訳
、『
カ
ン

ト
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
八
二
頁
。）〕

⑺
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
三
版
、
九
〇
頁
以
下
。「
超
越
論
的
分
析
論
、
第
一
篇
、
概
念
の
分
析
論
」。

⑻
『
知
識
学
の
諸
原
理
に
よ
る
自
然
法
の
基
礎
』（
イ
ェ
ー
ナ
│
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
七
九
六
／
九
七
年
）
お
よ
び
『
知
識
学
の
諸
原
理
に
よ
る
道
徳

論
の
体
系
』（
イ
ェ
ー
ナ
│
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
七
九
八
年
）
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
導
入
的
段
落
へ
の
示
唆
（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
一
系
列
、
第
三

巻
お
よ
び
第
五
巻
）。〔
訳
注
│
│PhB

版
で
は
、『
全
知
識
学
の
基
礎
』
の
参
照
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
最
初
の
改
訂
」
は

『
基
礎
』
そ
の
も
の
で
は
な
く
、『
基
礎
』
の
改
訂
と
見
な
す
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
通
り
、『
自
然
法
論
』
と
『
道

徳
論
』
へ
の
指
示
を
採
用
す
る
。〕

⑼
『
基
礎
』「
第
二
部
│
│
理
論
知
の
基
礎
」
四
九
頁
以
下
、「
第
三
部
│
│
実
践
的
な
も
の
の
学
の
基
礎
」
二
二
五
頁
以
下
（
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第

一
系
列
、
第
二
巻
、
二
八
三
頁
以
下
、
お
よ
び
三
八
五
頁
以
下
）。

⑽

一
七
九
四
年
一
〇
月
一
日
付
の
『
一
般
学
芸
新
聞
』
知
的
広
報
欄
に
載
せ
ら
れ
た
、
お
そ
ら
く
フ
ィ
ヒ
テ
に
向
け
て
の
、『
基
礎
』
に
関
す
る
出

版
社
の
告
知
を
参
照
。「
と
こ
ろ
で
著
者
は
、
公
衆
に
敬
意
を
払
う
義
務
が
あ
る
と
信
ず
る
。
そ
の
義
務
と
は
、
講
義
と
同
時
進
行
で
物
さ
れ
た

こ
の
著
作
を
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
目
に
不
完
全
と
見
え
る
こ
と
の
明
快
な
説
明
を
添
え
た
上
で
、
公
衆
に
引
き
渡
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
」（C

ol.

899

）。

⑾

先
の
注
⑹
を
参
照
。

⑿

デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
（
一
七
四
八
│
一
八
〇
三
年
）、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
、
哲
学
教
授
。『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
も
し
く
は
知
に
つ
い

て
。
理
性
批
判
へ
の
一
寄
与
』（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
七
九
四
年
）、
一
│
四
頁
を
参
照
。「﹇
…
…
﹈
重
要
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
確
実
に
存
立

す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
以
後
の
探
究
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
確
固
た
る
一
点
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈〈
私
は
意
識
を
有

す
る
〉
と
い
う
命
題
が
そ
れ
で
あ
る
。
意
識
を
受
け
入
れ
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
君
た
ち
は
一
切
の
思
惟
、
一
切
の
経
験
を
受
け
入
れ
る
で

あ
ろ
う
。
君
た
ち
自
身
の
内
な
る
、
意
識
が
現
存
す
る
こ
と
の
確
信
を
受
け
入
れ
る
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
君
た
ち
は
一
切
の
確
実
性
を
処
分

す
る
で
あ
ろ
う
﹇
…
…
﹈。
こ
の
後
、
一
切
の
命
題
中
の
第
一
の
も
の
が
意
味
す
る
の
は
、
私
は
意
識
を
有
す
る
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
ば
か
り

で
は
な
く
、
全
く
も
っ
て
確
実
に
私
は
意
識
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
私
の
も
と
で
意
識
と
し
て
見
出
す
も
の
は
、
私
が
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そ
れ
を
自
ら
意
識
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
さ
に
意
識
な
の
で
あ
る
。」

⒀
『
暫
定
的
な
吟
味
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
、
哲
学
と
そ
の
諸
原
理
に
関
す
る
著
書
か
ら
の
抜
粋
集
』
に
お
け
る
Ｋ
・
Ｃ
・
Ｅ
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
の
立

場
に
反
対
す
る
注
記
で
あ
る
。『
ド
イ
ツ
学
者
協
会
の
哲
学
雑
誌
』
一
七
九
五
年
、
第
三
巻
、
第
二
分
冊
、
九
五
│
一
三
二
頁
。
│
│
一
〇
一
頁

の
注
を
参
照
。「
可
能
的
経
験
と
意
識
の
諸
々
の
限
界
を
離
れ
て
い
く
哲
学
は
い
ず
れ
も
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
超
越
的
で
あ
り
、
哲
学
が
客
観
自

体
と
そ
の
影
響
、
あ
る
い
は
主
観
自
体
と
そ
の
行
為
を
限
定
す
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
か
ら
意
識
そ
の
も
の
な
ら
び
に
根
源
的
表
象
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
か
ど
う
か
は
瑣
末
な
こ
と
で
あ
る
。」
フ
ィ
ヒ
テ
の
反
対
論
文
「
シ
ュ
ミ
ー
ト
教
授
が
樹
立
し
た
体
系
と
知
識
学
と
の
比
較
」
ア
カ
デ
ミ

ー
版
、
第
一
系
列
第
三
巻
、
二
三
五
│
二
七
一
頁
、
特
に
二
四
九
／
五
〇
頁
と
二
六
三
│
二
六
六
頁
を
参
照
。

⒁

例
え
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
三
版
、
一
九
七
頁
を
参
照
。

⒂

観
念
論
と
独
断
論
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
説
明
と
批
判
的
な
関
連
を
有
す
る
も
の
と
し
て
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ

ェ
リ
ン
グ
「
独
断
主
義
と
批
判
主
義
に
関
す
る
哲
学
的
書
簡
」、『
ド
イ
ツ
学
者
協
会
の
哲
学
雑
誌
』
一
七
九
五
年
、
第
七
分
冊
（
第
二
巻
、
第
三

分
冊
）、
一
七
七
│
二
〇
三
頁
、
お
よ
び
第
一
一
分
冊
（
第
三
巻
、
第
三
分
冊
）、
一
七
三
│
二
三
九
頁
が
あ
る
。

⒃
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
三
版
、
八
三
二
頁
以
下
、
お
よ
び
四
九
〇
頁
以
下
。

⒄

カ
ー
ル
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ホ
ン
メ
ル
（
一
七
二
二
│
一
七
八
一
年
）、『
法
学
博
士
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ヨ
ッ
ホ
に
よ
る
、
ト
ル

コ
の
法
に
お
け
る
賞
罰
に
つ
い
て
』
一
七
七
〇
年
。
│
│
フ
ィ
ヒ
テ
は
す
で
に
一
七
九
一
年
に
『
あ
ら
ゆ
る
啓
示
の
批
判
の
試
み
』（
ケ
ー
ニ
ヒ

ス
ベ
ル
ク
、
一
七
九
二
年
）
に
お
い
て
ホ
ン
メ
ル
の
宿
命
論
的
な
把
握
と
対
決
し
て
い
た
。
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、
第
一
系
列
、
第
一
巻
、
一
三
九

頁
、
な
ら
び
に
同
第
二
系
列
、
第
二
巻
、
六
四
頁
を
参
照
。

⒅

ヤ
コ
ブ
・
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
・
ベ
ッ
ク
（
一
七
六
一
│
一
八
四
〇
年
）、
ハ
レ
大
学
教
授
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
『
カ
ン
ト
教
授
の
批
判
的
諸
著
作
か
ら
の

解
明
的
選
集
』（
全
三
巻
、
リ
ガ
、
一
七
九
三
、
一
七
九
四
、
一
七
九
六
年
）
の
第
三
巻
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
の
巻
に
は
『
批
判
哲
学
が
そ
こ

か
ら
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
唯
一
可
能
な
立
場
』
と
い
う
別
冊
が
付
さ
れ
て
い
る
。
同
巻
の
五
一
│
五
八
、
一
二
〇
│
二
〇
五
頁
を
参

照
。

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
よ
り
科
学
研
究
費
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
（
研
究
課
題
／
領
域
番
号16

K
02145

、
基
盤
研
究
⒞
、
課
題
名

「
イ
ェ
ー
ナ
期
フ
ィ
ヒ
テ
に
お
け
る
共
同
性
の
基
礎
に
関
す
る
研
究
」）
の
成
果
で
あ
る
。
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