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フ
ィ
ヒ
テ
『
新
し
い
方
法
に
よ
る
知
識
学
』（
二
）中

川

明
才

訳

本
稿
は
、J.G

.Fichte,D
ie
W
issenschaftslehre

nova
m
ethodo

（1796-99

）
の
う
ち
、
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
リ
ー
プ
・
フ
ィ
ヒ
テ
が

イ
ェ
ー
ナ
大
学
で
一
七
九
八
／
九
九
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
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
う
ち
、「
第
一

講
」
お
よ
び
「
第
二
講
」
本
編
に
当
た
る
。

な
お
原
典
は
、『
文
化
學
年
報
』（
同
志
社
大
学
文
化
学
会
編
）
第
六
十
八
輯
（
二
〇
一
九
年
）
掲
載
の
翻
訳
（
一
）
に
記
し
た
と
お

り
、「PhB

版
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
併
せ
て
「
ア
カ
デ
ミ
ー
版
」
を
対
照
的
に
用
い
た
。

知
識
学

第
一
講
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暫
定
的
注
記

﹇
一
﹈哲

学
に
お
い
て
第
一
根
本
命
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
近
頃
非
常
に
熱
心
に
反
対
す
る
者
が
あ
っ
た
⑴
。
二
三
の
者
は
何
か
考

え
た
上
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
以
外
の
者
は
た
だ
流
行
に
便
乗
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

第
一
根
本
命
題
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
者
は
、
哲
学
に
お
い
て
総
じ
て
体
系
的
に
振
舞
う
べ
き
で
は
な
い
し
、
そ
う
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
、
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
し
た
者
た
ち
は
、
体
系
が
実
際
に
樹
立
さ
れ
る
こ
と
で
反
駁

さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、
一
切
の
証
明
は
証
明
さ
れ
な
い
も
の
か
ら
出
発
す
る
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
証
明
す
る
と
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。
証
明
す
る
と
は
、
証
明
す
る
こ
と
の
判
明
な
概
念
を
も
つ
者
に
と
っ
て
は
な
る
ほ
ど
、
一
つ
の
命
題
の
真
理
を
他
の
命
題

に
結
び
付
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
は
既
知
の
命
題
の
真
理
を
他
の
命
題
に
引
き
渡
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
証
明
す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
証
明
さ
れ
え
ず
、
ま
た
何
ら
の
証
明
も
必
要
と
せ
ず
、
し
か
も
一
切
の
自
余
の
も
の
が
そ
こ
か

ら
導
出
さ
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
真
理
が
人
間
の
も
と
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
真
理
も
存
在
せ

ず
、
我
々
は
無
限
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

二
二
つ
の
意
見
の
い
ず
れ
も
、
哲
学
に
お
い
て
第
一
根
本
命
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
対
抗
す
る
、
よ
り
よ
い
意
見
を
も
た
な
い
よ
う
に
見
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え
る
。
ベ
ッ
ク
教
授
も
ま
た
第
一
根
本
命
題
を
探
究
す
る
こ
と
に
熱
心
に
反
対
し
て
い
る
⑵
。
ベ
ッ
ク
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
あ
る

一
つ
の
要�

請�

か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
要
請
も
ま
た
、
そ
れ
以
上
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
第
一
の
も

の
で
も
あ
り
、
根
本
命
題
で
も
あ
る
。
そ
れ
以
上
証
明
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
認
識
は
い
ず
れ
も
根
本
命
題
で
あ
る
。
ゆ
え
に
一
つ
の
要

請
を
掲
げ
る
者
は
ま
た
一
つ
の
根
本
命
題
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
教
授
は
命
題
と
い
う
点
を
強
調
し
、
命
題
と
は
何
か
客
観

的
で
見
出
さ
れ
た
も
の
、
そ
こ
か
ら
分
析
に
よ
っ
て
何
か
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
⑶
。
し
か
し
誰
が
根
本
命
題
を
そ

ん
な
ふ
う
に
説
明
す
る
よ
う
命
じ
た
の
か
。
哲
学
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
は
所
与
的
な
も
の
の
内
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
総
合
的
前
進
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
に
お
い
て
意
識
律
は
一
つ
の
原
事
実
で
あ
る
⑷
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
題
の
内
に
存
す
る
も
の

を
専
ら
解
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
全
哲
学
は
成
立
す
る
。
こ
の
や
り
方
が
非
難
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

知
識
学
は
ま
ず
第
一
に
自
我
と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
。
し
か
し
知
識
学
は
こ
の
自
我
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
す
る
と
、
内
容
空
虚
な
哲
学
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
知
識
学
は
こ
の
自
我
を
し
て
、
そ
れ
固
有
の
諸
法
則
に
従
っ
て
行
為
さ

せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
世
界
を
構
成
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
分
析
で
は
な
く
、
つ
ね
に
前
進
し
つ
づ
け
る
総
合
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
正
し
く
は
、
哲
学
は
一
つ
の
要
請
か
ら
始
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
識
学
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
な

し
、
か
つ
自
我
を
事
行
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。
こ
の
事
行
と
い
う
言
葉
は
理
解
さ�

れ�

な�

か�

っ�

た�

。
し
か
し
そ
れ
は
、
内
的
に
行
為
す
べ
き

で
あ
り
、
か
つ
こ
の
行
為
を
注
視
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
何
ら
意
味
す
べ
き
で
は
な
い
。
ゆ
え

に
他
の
者
に
哲
学
を
講
義
す
る
者
は
、
こ
の
行
為
を
企
て
る
こ
と
を
他
の
者
に
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

事
実
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
そ
の
ま
ま
に
経
験
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
必
然
的
に
現
わ
れ
て
く
る
何
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
何
か
他
の
も

の
を
付
け
加
え
、
そ
れ
で
も
な
お
整
合
性
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
の
意
識
律
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
事
実
を
分
析
す
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る
以
外
の
仕
方
で
は
始
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
⑸
。
│
│
第
一
根
本
命
題
は
一
つ
の
要
請
で
あ
る
。
幾
何
学
の
授
業
が
空
間
の
記
述
と
い

う
要
請
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
哲
学
で
も
ま
た
、
読
者
や
聴
講
者
は
そ
の
よ
う
に
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
命

題
を
理
解
す
る
者
は
哲
学
す
る
と
い
う
心
構
え
の
内
に
移
し
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。

要
請自

我
概
念
を
自
ら
思
惟
し
、
そ
の
際
自
己
自
身
を
思
惟
し
て
も
ら
い
た
い
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
を
理
解
す
る
者
は
誰
で
も
、
そ

こ
で
何
か
あ
る
も
の
を
思
惟
し
て
お
り
、
自
分
が
何
ら
か
の
も
の
を
意
識
し
て
い
る
と
い
う
具
合
に
、
自
ら
の
意
識
が
一
定
の
仕
方
で
限

定
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
概
念
を
思
惟
す
る
こ
と
で
、
い
か
に
し
て
こ
の
こ
と
を
な
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
さ

に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
る
。

何
ら
か
の
客
観
、
例
え
ば
壁
や
暖
炉
を
思
惟
し
て
も
ら
い
た
い
。
思
惟
す
る
も
の
は
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
自
由
に

思
惟
す
る
も
の
は
、
そ
の
際
自
己
を
忘
却
し
て
お
り
、
自
ら
の
自
由
な
活
動
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
哲
学
の
観
点
に
高
ま
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
注
意
が
起
こ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
観
を
思
惟
す
る
と
き
、
人
は
客
観
の
内
に
消
え
去
っ
て
い
る
。

人
は
客
観
を
思
惟
す
る
。
し
か
し
己
れ
自
身
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
惟
し
て
は
い
な
い
。
私
が
例
え
ば
壁
を
思
惟
す
る
と

き
、
私
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
壁
は
思
惟
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
壁
で
は
な
く
、
壁
は
私
で
は
な
い
。
こ
の
両
者
、
思
惟

す
る
も
の
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
私
が
思
惟
す
べ
き
は
自
我
で
あ
る
。
す
る
と
、
一
切
の
思
惟
の

場
合
と
同
様
、
私
は
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
壁
を
思
惟
す
る
場
合
と
同
様
、
私
は
ま
た
自
由
に
、
自
我
を
思
惟
し
て
い
る
。
自
我

を
思
惟
す
る
場
合
で
も
何
か
あ
る
も
の
が
思
惟
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
思
惟
す
る
も
の
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
は
壁
の
思
惟
の
場
合
の
よ

う
に
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。
思
惟
す
る
も
の
と
思
惟
さ
れ
る
も
の
、
こ
の
両
者
は
一
つ
で
あ
る
。
壁
の
思
惟
の
場
合
、
私
の
活
動
は
私
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の
外
な
る
も
の
に
向
か
う
。
し
か
し
自
我
の
思
惟
の
場
合
、
活
動
は
私
に
還
帰
す
る
。（
活
動
の
概
念
は
説
明
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。

我
々
は
活
動
を
直
接
的
に
意
識
し
て
お
り
、
活
動
は
一
つ
の
直
観
作
用
の
内
に
存
立
し
て
い
る
。）

自
我
の
概
念
も
し
く
は
自
我
の
思
惟
が
自
我
の
自
己
へ
の
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
し
て
ま
た
自
己
自
身
へ
の
行

為
に
お
い
て
行
為
が
な
さ
れ
る
と
き
、
他
の
何
も
の
で
も
な
く
、
自
我
の
思
惟
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
惟
と
行
為
は
互
い
に
汲
み
尽
し

あ
う
。
自
我
と
は
自
己
自
身
を
定
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
自
己
自
身
を
定
立
し
、
か
つ
自
己
自
身

へ
と
還
帰
す
る
も
の
は
他
の
何
も
の
で
も
な
く
、
自
我
と
い
う
も
の
に
な
る
。

自
己
内
還
帰
す
る
活
動
と
自
我
は
一
つ
で
あ
り
、
両
者
は
互
い
に
汲
み
尽
し
あ
う
。
こ
の
設
定
さ
れ
た
命
題
に
お
け
る
自
我
の
も
と

で
、
そ
こ
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
以
上
の
も
の
を
理
解
し
て
し
ま
う
と
、
こ
の
命
題
は
困
難
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

自
我
は
実
体
で
あ
る
よ
う
な
魂
で
は
な
い
。
誰
も
が
自
我
の
背
後
に
何
か
あ
る
も
の
を
思
惟
し
て
い
る
。
あ
れ
や
こ
れ
や
を
な
す
以
前

に
、
私
は
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
惟
し
て
い
る
。
こ
の
表
象
は
捨
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
主
張
す
る

者
は
、
自
我
は
自
ら
の
諸
行
為
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
存
在
す
る
、
と
主
張
す
る
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
私
が
行
為
し
え
た
よ
り
以
前

に
、
私
が
そ
れ
に
向
け
て
行
為
す
る
と
こ
ろ
の
客
観
が
や
は
り
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
も
し
よ
う
。
し
か
し

一
体
こ
の
抗
議
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
何
か
。
一
体
誰
が
こ
の
よ
う
に
抗
議
し
た
の
か
。
私
自
身
で
あ
る
。
私
が
私
を
こ
の
よ
う

に
前
も
っ
て
自
ら
定
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
抗
議
は
ま
と
め
て
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
も
す
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
自
我
の
定
立
を

企
て
う
る
た
め
に
は
、
自
我
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

自
我
の
概
念
は
、
私
が
私
自
身
を
定
立
す
る
こ
と
、
私
が
私
に
還
帰
し
つ
つ
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
さ
て
行
為
す
る
と

き
、
行
為
す
る
者
は
何
を
な
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
者
は
い
か
に
し
て
そ
れ
を
な
し
た
の
か
。＊
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＊
我
々
は
い
か
に
し
て
行
為
を
意
識
し
た
の
か
、
と
い
う
上
記
の
問
い
に
対
す
る
答
え
。
我
々
は
我
々
を
観
察
し
た
。
そ
し
て
我
々
は
行
為
す
る
こ
と

の
只
中
で
行
為
を
意
識
し
た
。
行
為
す
る
も
の
で
あ
る
私
が
私
の
行
為
を
意
識
し
た
の
で
あ
る
。
行
為
す
る
も
の
の
意
識
と
行
為
の
意
識
は
直
接
意
識
を

介
し
て
一
つ
で
あ
っ
た
。
思
惟
す
る
こ
と
の
只
中
で
、
思
惟
す
る
こ
と
で
も
っ
て
、
私
は
思
惟
す
る
こ
と
を
意
識
し
た
。
す
な
わ
ち
、
私
は
私
を
、
思
惟

を
﹇
な
す
こ
と
の
只
中
で
﹈
行
為
す
る
も
の
と
し
て
定
立
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
意
識
に
お
い
て
も
や
は
り
私
は
私
自
身
を
、
主
観
か
つ
客
観

と
い
う
同
一
の
も
の
と
し
て
定
立
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
我
々
が
求
め
た
直
接
意
識
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
私
は
私
を
端
的
に

定
立
す
る
。
こ
の
意
識
は
直
観
で
あ
り
、
直
観
は
自
己
定
立
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
定
立
で
は
な
い
。

私
は
何
ら
か
の
客
観
Ｂ
を
意
識
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
Ｂ
を
、
私
は
私
自
身
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
と
い
う
の
も
、
Ｂ
は
私
で
は
な
く
、
私
は
Ｂ
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
私
が
私
自
身
を
意
識
す
る
の
は
た
だ
、
私
が
意
識
を

意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
意
識
の
作
用
、
意
識
の
意
識
を
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
い
か
に
し

て
こ
の
意
識
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
無
限
に
進
み
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
意
識
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ

の
不
可
能
性
の
主
要
な
根
拠
は
、
意
識
が
心
性
の
状
態
と
し
て
、
ま
た
つ
ね
に
客
観
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
客
観
に
対
し

て
つ
ね
に
何
か
別
の
主
観
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
従
来
の
哲
学
者
が
こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
れ

ば
、
も
し
か
す
る
と
彼
ら
は
正
し
い
地
点
に
ま
で
至
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
抗
議
は
た
だ
次
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
、
す
な
わ
ち
、
同
時
に
主
観
で
あ
ろ
う
よ
う
な
意
識
の
客
観
│
│
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直

接
意
識
が
指
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
│
│
、
そ
の
意
識
に
対
し
て
新
た
な
主
観
が
反
定
立
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
客
観
を
見
出
す
と
い
う
仕
方

で
の
み
斥
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
表
象
作
用
は
自
己
定
立
で
あ
る
。
一
切
の
表
象
作
用
が
自
我
か
ら
出
発
す
る
。
自
我
は
表
象
の
構
成
部
分
な
ど
で
は
な
い
。
む

し
ろ
一
切
の
表
象
が
自
我
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
可
能
的
な
意
識
は
直
接
意
識
を
前
提
し
て
お
り
、
こ
の
直
接
意
識
な
し
に
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概
念
把
握
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
│
│

定
立
さ
れ
た
も
の
と
定
立
す
る
も
の
の
同
一
性
は
絶
対
的
で
あ
る
。
こ
の
同
一
性
は
学
ば
れ
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
経
験
さ
れ
る
も

の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
一
切
の
学
び
と
経
験
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
我
は
主
観
で
は
全
く
な
く
、
主
観
│
客
観
で
あ

る
。
自
我
が
単
な
る
主
観
で
あ
る
と
し
た
ら
、
意
識
は
不
可
解
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
れ
が
単
な
る
客
観
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
外
に
あ
る
一
つ
の
、
決
し
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
観
を
求
め
る
こ
と
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
我
、
主
観
、

魂
、
心
性
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
自
我
が
主
観
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
表
象
に
お
い
て
何
か
あ
る
も
の
を
定
立
す
る
か
ぎ
り
に
お
い

て
で
あ
る
。

自
我
は
端
的
に
自
己
を
定
立
す
る
。
自
我
が
自
己
を
直
接
意
識
に
お
い
て
主
観
│
客
観
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
は
直
接
的
で
あ
り
、
い

か
な
る
理
性
も
こ
の
こ
と
を
超
え
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
識
の
内
に
現
わ
れ
る
他
の
諸
規
定
に
つ
い
て
根
拠
を
指
示
す
る
こ
と
は

で
き
る
も
の
の
、
こ
の
自
我
の
端
的
な
自
己
定
立
と
い
う
規
定
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
直
接
意
識
は
そ
れ
自
身
、
一
切
の
自
余
の

も
の
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
第
一
の
根
拠
で
あ
る
。
我
々
の
知
が
根
拠
を
も
つ
べ
き
な
ら
ば
、
こ
の
第
一
の
根
拠
に
ま
で
遡
及
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

我
々
は
こ
の
究
極
の
根
拠
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
り
、
直
接
的
直
観
を
通
し

て
そ
れ
に
至
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
直
接
的
直
観
を
再
び
直
接
的
に
直
観
す
る
。
こ
れ
は
直
観
の
直
接
的
直
観
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
主
観
│
客
観
と
し
て
の
自
我
の
純
粋
な
直
観
は
可
能
で
あ
り
、
こ
の
直
観
は
、
そ
れ
が
自
体
的
に
は
何
ら
の
感
性
的
素
材
も
も

た
な
い
が
ゆ
え
に
、
知
的
直
観
と
称
さ
れ
る
の
は
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
知
的
直
観
を
否
定
す
る
⑹
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
直
観
の
概
念
を
規
定
す
る
際
、
直
観
は
た
だ
感
性
的
で
の
み
あ
り
う
る
と
し

て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
感
性
的
直
観
が
知
性
的
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
あ
る
者
は
、
プ
ラ
ト
ナ
ー
の
よ
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う
に
⑺
、
自
我
を
物
と
し
て
直
観
す
る
と
主
張
し
た
り
、
ま
た
あ
る
者
は
自
己
の
内
に
直
接
的
な
啓
示
を
直
観
で
き
る
と
信
じ
た
り
す
る

が
⑻
、
そ
う
し
た
者
た
ち
に
対
し
て
カ
ン
ト
が
反
論
す
る
の
は
正
し
い
。
感
性
的
直
観
に
お
い
て
は
、
固
定
さ
れ
た
も
の
、
静
止
し
た
も

の
が
、
通
常
は
空
間
の
内
で
直
観
さ
れ
る
。
し
か
し
我
々
の
い
う
知
的
直
観
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
の
は
た
だ
行
為
だ
け
で
あ
っ
た
。
カ

ン
ト
は
知
的
直
観
を
も
っ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
直
観
を
反
省
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
全
哲
学
は
こ
の
直
観
の
一
帰
結
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
必
然
的
諸
表
象
は
理
性
的
存
在
者
の
行
為
の
所
産
で
あ
っ
て
、
受
動
の
所
産
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
⑼
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
こ
う
し
た
必
然
的
諸
表
象
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
た
だ
直
観
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。
カ
ン

ト
の
場
合
、
自
己
意
識
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
は
、
時
間
に
お
け
る
直
観
作
用
の
意
識
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
い
か
に
し
て
こ
の
意
識
に
至

る
の
か
。
そ
れ
は
た
だ
あ
る
一
つ
の
直
観
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
直
観
は
や
は
り
知
的
直
観
な
の
で
あ
る
。

知
的
直
観
を
否
定
し
た
人
々
は
も
は
や
、
彼
ら
に
と
っ
て
す
で
に
こ
の
直
観
が
演
繹
さ
れ
た
後
と
な
っ
て
は
、
カ
ン
ト
ほ
ど
理
性
に
適

っ
た
仕
方
で
は
理
解
し
て
い
な
い
（
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
我
論
文
の
書
評
者
、『
一
般
学
芸
新
聞
』、
一
七
九
六
年
を
参
照
）⑽
。
彼
ら
は
思

惟
に
お
け
る
自
ら
の
自
由
を
全
く
意
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
も
っ
て
最
初
に
自
我
を
思
惟
し
た
者
は
自
我
の
概
念
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
概
念
は
い
か
に
し
て
生
じ
る
の
か
。

私
自
身
を
定
立
す
る
も
の
と
し
て
私
自
身
を
知
覚
し
う
る
た
め
に
は
、
私
は
私
を
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
す
で
に
前
提
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
私
が
そ
れ
に
よ
っ
て
私
を
定
立
す
る
と
こ
ろ
の
活
動
へ
と
私
が
移
行
す
る
の
は
、
静
止
か
ら
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
活
動
に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
た
非
活
動
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
活
動
の
表
象
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
活
動
と
は
、
そ
こ
か
ら
活
動
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
静
止
か
ら
の
も
ぎ
離
し
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
た
だ
対
立
に
よ

っ
て
の
み
、
私
は
私
の
活
動
を
明
瞭
に
意
識
す
る
こ
と
、
活
動
の
直
観
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

行
為
は
言
わ
ば
動
性
で
あ
り
、
精
神
的
な
意
味
に
お
け
る
移
行
で
あ
る
。
こ
の
動
性
に
対
し
て
意
識
の
内
で
、
固
定
さ
れ
て
い
る
こ
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と
、
安
住
し
て
い
る
こ
と
が
反
定
立
さ
れ
る
。
逆
に
ま
た
、
私
は
活
動
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
静
止
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
従
っ
て
両
者
の
い
ず
れ
か
一
方
を
見
よ
う
と
す
る
に
は
、
両
方
を
同
時
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
対
立
に
よ
っ
て
の
み
特
定

の
明
瞭
な
意
識
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
が
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
そ
う
し
た
一
般
的
な
命
題
で
は
な
く
、
個
々
の
限

定
さ
れ
た
事
例
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
問
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
は
私
の
注
意
を
静
止
の
状
態
に
向
け
る
。
本
来
は
活
動
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
定
立
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
は
こ
の
静
止
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
何
ら
の
活
動
も
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
生
じ
て
い
る
の
は
一
つ
の
所
産
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
の
所
産
は
そ
の
も
の
と

し
て
は
活
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
自
我
の
表
象
に
先
行
す
る
よ
う
な
素
材
や
物
な
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
行
為
は
た
だ
そ
れ
が
直

観
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
固
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
活
動
そ
の
も
の
に
向
か
う
直
観
と
の
対
立
に
お
い
て
概
念

と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
静
止
す
る
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ
た
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
に
お
い
て
主
観
と
客
観
は
合
致
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
積
極
的
な
も

の
、
固
定
さ
れ
た
も
の
が
成
立
す
る
。
こ
の
両
者
の
合
致
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
が
概
念
へ
と
変
貌
す
る
の
と
同
様
に
、
直�

観�

さ�

れ�

る�

の�

で�

は�

な�

く�

、
た�

だ�

思�

惟�

さ�

れ�

る�

に�

す�

ぎ�

な�

い�

。
た
だ
直
観
だ
け
が
直
観
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
思
惟
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ

思
惟
だ
け
が
思
惟
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
観
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
心
性
の
外
化
は
い
ず
れ
も
た
だ
外
化
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
の

み
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
樹
立
さ
れ
た
意
識
理
論
が
確
認
す
る
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

直
観
を
意
識
す
る
こ
と
は
哲
学
的
な
才
能
で
あ
る
。
一
切
の
思
惟
は
直
観
か
ら
出
発
す
る
。
従
っ
て
一
切
の
哲
学
す
る
こ
と
も
ま
た
直

観
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
の
場
合
、
哲
学
は
概
念
に
基
づ
く
理
性
認
識
を
意
味
し
た
⑾
。
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
う
は
な
っ
て
い
な

い
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
い
か
な
る
概
念
も
直
観
な
し
に
は
空
虚
だ
か
ら
で
あ
る
⑿
。
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
構
想
力
に
も
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言
及
し
て
い
る
が
⒀
、
そ
の
構
想
力
は
直
観
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

概
念
は
直
観
と
同
時
か
つ
同
一
の
契
機
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
、
直
観
と
不
可
分
離
的
な
も
の
で
あ
る
。
直
観
は
我
々
に
は
あ
た
か

も
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
我
々
が
概
念
を
直
観
に
関
係
づ
け
直
し
て
い
る
が

た
め
に
、
た
だ
そ
う
見
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

印
刷
さ
れ
た
知
識
学
の
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
は
同
じ
事
柄
が
別
の
仕
方
で
語
ら
れ
て
お
り
⒁
、
そ
こ
で
は
概
念
か
ら
直

観
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
。

第

一

講

要
請自

我
概
念
を
思
い
描
き
、
こ
の
こ
と
が
い
か
な
る
や
り
方
で
な
さ
れ
る
か
に
注
意
せ
よ
。

主
張
さ
れ
た
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。「
こ
の
促
し
に
従
い
要
求
に
応
じ
る
者
は
、
自
己
を
活
動
す
る
も
の
と
し
て
見
出
し
、
か
つ

自
ら
の
活
動
を
活
動
す
る
も
の
自
身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
見
出
す
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
我
の
概
念
は
た
だ
自
己
内
還
帰
す
る
活

動
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
で
あ
り
、
逆
に
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
概
念
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
活
動
に
お
い
て
自
己
を

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
察
す
る
者
は
直
接
的
に
こ
の
活
動
を
意
識
し
、
あ
る
い
は
自
己
定
立
す
る
も
の
と
し
て
自
己
定
立
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
自
己
定
立
は
唯
一
的
な
直
接
意
識
と
し
て
、
そ
の
他
一
切
の
可
能
的
な
意
識
を
説
明
す
る
た
め
に
前
提
さ
れ
る
べ
き
も
の
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で
あ
る
。
こ
れ
が
自
我
の
根
源
的
直
観
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
〔「
自
我
の
」
と
い
う
〕
語
は
主
観
的
か
つ
客
観
的
な
意
味
に

お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
直
観
は
二
義
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
α
自
我
が
な
す
直
観
と
し
て
は
、
自
我
は
主
観
で
あ
り
、
直
観

す
る
も
の
で
あ
る
。
β
自
我
へ
と
向
か
う
直
観
と
し
て
は
、
直
観
は
客
観
的
で
あ
り
、
自
我
は
直
観
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同

じ
語
が
同
時
に
二
つ
の
意
義
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
）」。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、「
行
為
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
定
立
し

う
る
た
め
に
は
、
こ
の
自
ら
の
行
為
に
対
し
て
静
止
を
反
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
静
止
の
定
立
に
よ
っ
て
概
念
が
、
目
下
の
場

合
、
自
我
の
概
念
が
成
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
一
講
（
一
七
九
八
年
に
口
述
筆
記
さ
れ
た
）

一
切
の
意
識
は
一
つ
の
直
接
的
な
自
己
意
識
い
わ
ゆ
る
知
的
直
観
を
伴
っ
て
お
り
、
た
だ
こ
の
前
提
の
も
と
で
の
み
思
惟
が
な
さ
れ

る
。
し
か
し
意
識
は
活
動
で
あ
り
、
特
に
自
己
意
識
は
知
性
の
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
あ
る
い
は
純
粋
な
反
省
で
あ
る
。

注�

記�

│
│
一
切
は
設
定
さ
れ
た
自
己
観
察
に
従
う
。
概
念
と
見
な
さ
れ
る
こ
の
純
粋
な
反
省
は
自
我
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
。
従
っ
て

私
は
私
を
端
的
に
私
自
身
に
よ
っ
て
定
立
し
、
こ
の
自
己
定
立
に
よ
っ
て
一
切
の
自
余
の
意
識
は
制
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
講
義
で
は
実
験
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
計
画
的
に
立
て
た
一
定
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
理
性
は
強

い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
我
々
は
諸
々
の
実
験
結
果
を
、
諸
概
念
の
内
で
、
学
問
と
記
憶
の
た
め
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
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第
二
講

我
々
が
知
識
学
に
お
い
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
際
、
我
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
、
自
我
は
た
だ
活
動
に
よ
っ
て
の
み
性
格

づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

観
念
論
と
は
ま
さ
に
、
意
識
に
お
い
て
現
わ
れ
る
一
切
の
も
の
を
自
我
の
行
為
か
ら
説
明
し
、
批
判
的
観
念
論
は
法
則
の
下
に
立
つ
必
然

的
行
為
か
ら
説
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
今
我
々
が
目
的
と
す
る
の
は
、
自
我
を
性
格
づ
け
る
も
の
が
そ
の
他
の
い
か
な
る
活
動
で
も
な

く
、
た
だ
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
の
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
直
観
的
に
わ
か
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の

概
念
が
生
じ
た
の
は
単
な
る
行
為
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
る
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た

の
で
あ
る
。

今
や
こ
の
こ
と
が
反
省
さ
れ
る
。

（
一
）
前
講
で
要
請
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
な
お
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
で
課
せ
ら
れ
て
い
た
も
の
と
は
一
つ
の
限
定
さ

れ
た
行
為
で
あ
り
、
や
は
り
思
惟
可
能
で
あ
る
他
の
も
の
に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
た
行
為
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
意
が
向

け
ら
れ
て
い
た
の
は
自
我
概
念
の
成
立
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
限
局
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
た
だ

こ
の
注
目
に
お
い
て
の
み
活
動
は
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
切
の
他
の
可
能
的
な
諸
対
象
か
ら
の
退
去
と
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
も

の
へ
の
方
向
づ
け
が
ま
さ
に
こ
の
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
い
か
な
る
行
為
も
、
一
定
の
領
域
へ
の
一
つ
の
限
局
と
し
て
思
惟
さ
れ

う
る
。
自�

己�

活�

動�

の�

一�

切�

の�

意�

識�

は�

、
我�

々�

が�

自�

ら�

の�

活�

動�

を�

限�

局�

す�

る�

こ�

と�

の�

意�

識�

で�

あ�

り�

、
ま�

さ�

に�

私�

は�

、
無�

限�

定�

性�

か�

ら�

限�

定�

性�

へ�

の�

移�

行�

を�

定�

立�

す�

る�

こ�

と�

な�

し�

に�

は�

、
従�

っ�

て�

ま�

た�

無�

限�

定�

性�

を�

と�

も�

に�

定�

立�

す�

る�

こ�

と�

な�

し�

に�

は�

、
ま
た
こ
の
移
行
を
限
定
さ
れ
た
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も
の
に
対
し
て
反
定
立
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
制�

限�

す�

る�

も�

の�

と�

し�

て�

私�

を�

直�

観�

す�

る�

こ�

と�

は�

で�

き�

な�

い�

の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
極
め
て

重
要
で
あ
る
。

限
定
さ
れ
た
も
の
、
自
我
の
思
惟
へ
と
制
限
さ
れ
た
も
の
が
活
動
と
し
て
定
立
さ
れ
、
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
従
っ
て
限
定

さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
ま
た
、
た
だ
活
動
に
よ
っ
て
の
み
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
も
の
は
限
定
さ
れ
た
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
、
か
つ
そ

の
存
在
と
と
も
に
同
時
に
定
立
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
我
々
は
こ
の
も
の
を
限
定
可
能
な
も
の
と
呼
び
た
い
。
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
活
動
は
静
止
な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
が
、
し
か
し
活
動
は
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
以
外
に
直
観
可
能
で
は
な
く
、
ま
た
一
つ

の
限
定
さ
れ
た
活
動
と
い
う
概
念
は
限
定
可
能
な
も
の
を
直
観
す
る
こ
と
な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
。
│
│
異
議
を
唱
え
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
我
が
た
だ
自
己
内
還
帰
す
る
活
動
に
よ
っ
て
の
み
定
立
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
活
動
が
静
止
と
の
対
立
に
お
い

て
の
み
定
立
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
限
定
さ
れ
た
活
動
が
た
だ
限
定
可
能
な
も
の
の
定
立
に
よ
っ
て
の
み
定
立
さ
れ
う
る
と
い

う
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
証
示
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
普
遍
的
な
命
題
が
推
論
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
謬
推
理

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
特
殊
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な
も
の
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
で
も
や
は

り
一
切
の
意
識
は
自
我
の
自
己
定
立
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
所
産
が
現
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
我
の

﹇
ま
ず
も
っ
て
﹈
限
定
さ
れ
た
一
活
動
の
所
産
で
あ
り
、
限
定
可
能
な
も
の
な
し
に
は
、
自
我
の
限
定
さ
れ
た
活
動
は
何
ら
定
立
さ
れ
な

い
の
だ
か
ら
、
こ
の
命
題
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
さ
て
こ
の
限
定
さ
れ
た
活
動
は
限
定
さ
れ
た
活
動
一
般
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
こ
の
活
動
は
特
殊
な
限
定
さ
れ
た
一
活
動
で
あ
る
。（
一
定
の
仕
方
で
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
総
じ
て
何
も
存
在
し
え
な

い
。
確
か
に
抽
象
に
お
い
て
活
動
一
般
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
し
て
も
、
し
か
し
こ
こ
で
な
さ
れ
る
べ
き
は
抽
象
で
は
な
く
、
直
観
で

あ
る
。）
こ
の
自
己
自
身
を
制
限
す
る
こ
と
、
自
己
を
定
立
す
る
こ
と
、
自
己
を
直
接
的
に
直
観
す
る
こ
と
、
自
己
自
身
を
意
識
す
る
こ
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と
は
一
つ
で
あ
り
、
自
ら
自
己
を
直
観
す
る
こ
と
を
い
つ
で
も
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
限
定
さ
れ
た
活
動
が
定
立
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
限
定
さ
れ
た
も
の
が
そ
こ
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
反
対
の
活
動
が
と
も
に
定
立

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
自
身
を
定
立
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
自
己
を
定
立
し
な
い
こ
と
が
同
時
に
と
も
に
定

立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
上
述
の
こ
と
か
ら
は
も
と
よ
り
、
直
観
か
ら
も
帰
結
す
る
。
反
対
の
も
の
を
同
時
に
と
も
に

思
惟
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
何
も
判
明
に
思
惟
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
何
も
判
明
に
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
証
明

さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
何
か
を
判
明
に
思
惟
し
さ
え
す
れ
ば
、
誰
で
も
こ
の
こ
と
を
自
己
の
内
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え

自
我
を
定
立
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
必
然
的
に
自
我
の
非
定
立
を
と
も
に
思
惟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
限
定
可
能
な
活
動
一
般
と
し
て
予
め
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
活
動
は
、
要
請
に
応
じ
て
言
え
ば
、
我
な
ら
ざ
る
も
の

と
し
て
定
立
さ
れ
、
自
我
の
反
対
物
へ
と
向
か
う
。
こ
の
よ
う
に
自
我
が
確
か
に
定
立
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
非
我
な
る
も
の
が

確
か
に
と
も
に
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
非
我
の
性
格
は
直
接
的
に
は
対
立
に
由
来
す
る
。
と
い
う
の
も
、
私
が
非
我
に
至

る
の
は
活
動
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
う
し
た
活
動
が
非
我
を
性
格
づ
け
る
唯
一
の
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
自
我
の
活
動
が
何
か
に
向
か
う
と
い
う
点
で
は
、
二
つ
の
活
動
は
等
し
い
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
私
は
思
惟
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
以
下
の
点
で
両
者
は
相
違
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
活
動
が
向
か
う
の
は
、
活
動
に
お
い
て
活
動
を
通
し
て

活
動
的
で
あ
る
も
の
自
身
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
反
対
の
活
動
が
向
か
う
の
は
、
た
だ
静
止
す
る
も
の
、（
少
な
く
と
も
自
我
の
自
己

定
立
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
は
）
自
己
定
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。（
別
の
意
味
に
お
け
る
自
己
定
立
が
こ
の
反
対
の
活
動
に
帰
す
る
か

否
か
と
問
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
相
応
し
く
な
い
。）
我
々
の
考
察
に
お
い
て
は
、
自
己
定
立
す
る
自
我
に
対
し
て
何
か
あ
る
も
の
が
現
存

す
る
。
自
己
定
立
す
る
も
の
は
そ
れ
を
見
出
す
。
自
己
定
立
す
る
も
の
は
そ
れ
を
自
ら
の
自
由
の
所
産
と
し
て
で
は
な
く
、
必
然
性
の
所

産
と
し
て
見
出
す
。
し
か
し
こ
の
必
然
性
は
制
約
さ
れ
た
必
然
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
じ
る
の
は
た
だ
、
自
我
が
最
初
に
自
己
を
定
立
し
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た
が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。（
私
が
自
我
を
自
ら
明
確
に
思
惟
す
る
と
は
、
私
は
あ
る
も
の
を
要
求
し
、
か
つ
そ
の
も
の
は
非
我
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。）

非
我
の
概
念
は
経
験
概
念
で
は
な
い
。
こ
の
概
念
は
た
だ
行
為
か
ら
の
み
導
出
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
行
為
に
よ
っ
て
概
念
は
構
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
非
我
は
単
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。（
ず
っ

と
後
の
ほ
う
で
、
存
在
の
概
念
は
そ
れ
以
上
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
活
動
の
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。）

（
三
）
今
見
出
さ
れ
た
も
の
、
お
よ
び
我
々
が
そ
れ
を
見
出
し
た
仕
方
を
さ
ら
に
も
う
少
し
反
省
し
て
み
よ
う
。
自
我
と
の
一
切
の
結
合
、

あ
る
い
は
一
切
の
総
合
は
、
前
回
と
今
回
の
講
義
に
よ
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
反
定
立
さ
れ
た
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
。
私
が
あ
る
も
の
を

直
観
し
、
思
惟
す
べ
き
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
を
反
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
│
│
こ
の
反
定
立
が
自
我
か
ら
の
、
前
講
で
は
直
観
か

ら
の
、
本
講
で
は
自
我
自
身
か
ら
の
一
切
の
超
出
の
根
拠
で
あ
る
。
前
回
我
々
は
直
観
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
に
概
念
を
結
び
付
け
た
。
今

回
は
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
我
か
ら
出
発
し
、
非
我
な
る
も
の
を
定
立
し
て
い
る
。

さ
て
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
の
こ
れ
ま
で
の
理
性
推
論
が
演
繹
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
前
講
と
同
様
、
ま
た
も
や
何
か
あ
る
も

の
が
前
提
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
我
な
る
も
の
が
自
我
と
合
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
証
明

さ
れ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
我
々
は
ま
た
も
や
何
か
あ
る
も
の
を
前
提
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
。
い
か
な
る
も
の
が
前
提
さ
れ
う
る

と
い
う
の
か
。
反
定
立
の
反
省
法
則
に
よ
っ
て
我
々
は
こ
こ
ま
で
進
ん
で
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
反
省
法
則
を
我
々
は
直
観
に
お
い
て
実

証
し
て
き
た
。
従
っ
て
こ
の
非
我
な
る
も
の
は
前
提
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
次
の
よ
う
な

思
想
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
自
我
そ
れ
自
身
が
さ
ら
に
意
識
の
客
観
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
非
我
な
る
も

の
が
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
自
我
は
意
識
の
客
観
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
前
講
で
証
明
さ
れ
た
の
は
、
一
切
の
意
識
に
対
し
て
直
接
意
識
が
先
行
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
直
接
意
識
は
決
し
て
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
切
の
意
識
に
お
い
て
つ
ね
に
主

観
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
今
そ
こ
か
ら
議
論
を
始
め
た
と
こ
ろ
の
意
識
は
直
接
的
な
も
の
で
は
な
く
、
直
接
意
識
の
代
理
表
現
で
あ

っ
て
、
直
接
意
識
そ
れ
自
身
で
は
な
い
。
直
接
的
な
も
の
は
理
念
で
あ
っ
て
、
意
識
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
我
を
最
初
に
思
惟

し
た
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
自
由
な
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
必
然
的
な
行
為
が
帰
結
す
る
こ
と
は
な
い
。
自
我
の
意
識
は
非

我
の
意
識
な
し
に
は
可
能
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
は
証
明
さ
れ
て
い
る
。
我
々
が
こ
の
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
、
そ
れ

で
も
こ
の
こ
と
を
要
請
と
し
て
告
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
こ
の
こ
と
は
前
提
さ
れ
た
根
本
命
題
の
一
部
分
で
あ
っ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
我
々
が
さ
ら
に
高
み
へ
と
上
昇
し
た
と
き
に
、

見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
非
我
な
る
も
の
を
証
示
も
証
明
も
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
我
々
が
証
明
し
た
と
言
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
自
我
と
非
我
と
の
一
つ
の
交
替
作
用
で
あ
ろ
う
。

（
四
）
さ
て
我
々
は
目
下
の
総
合
を
、
先
の
総
合
と
比
較
し
、
結
び
付
け
て
連
鎖
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
講
で
注
意
さ
れ
た
の
は
、
活
動
を
定
立
し
う
る
た
め
に
は
、
活
動
に
対
し
て
静
止
を
反
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
本
講
で
は
、
限
定
さ
れ
た
活
動
を
定
立
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
活
動
に
対
し
て
限
定
可
能
な
活
動
を
反
定
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
い
ず
れ
の
場
合
に
お
け
る
や
り
方
も
、
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
の

移
行
は
い
ず
れ
の
探
求
に
お
い
て
も
同
じ
も
の
で
あ
る
。
本
講
で
演
繹
さ
れ
た
行
為
は
前
講
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
よ
り

適
切
に
知
っ
た
の
で
あ
る
。
行
為
が
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
移
行
が
な
さ
れ
る
も
の
も
ま
た
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
っ

て
静
止
と
限
定
可
能
性
は
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
限
定
可
能
性
は
行
為
の
内
で
保
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の

も
、
ま
さ
に
活
動
な
る
も
の
自
身
が
な
お
限
定
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
活
動
は
静
止
と
い
う
性
格
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
何
ら
の
活

動
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
静
止
も
し
く
は
こ
の
限
定
可
能
性
を
能
力
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
よ
う
。
能
力
と
は
そ
れ
自
身
、
能
力
を
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も
つ
も
の
、
す
な
わ
ち
実
体
で
は
な
い
。
実
体
は
能
力
を
も
つ
、
と
私
は
言
う
。
能
力
と
は
偶
有
性
で
あ
っ
て
、
活
動
な
ど
で
は
な
い
。

能
力
と
は
行
為
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
が
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
活
動
は
そ
れ
が
概
念
把
握
さ
れ
る
こ

と
で
静
止
と
な
る
。
能
力
、
静
止
、
限
定
可
能
性
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
第
一
と
第
二
の
作
用
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
定
立
は

同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
活
動
は
そ
れ
が
静
止
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
こ
と
で
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
逆
に
ま
た
、

限
定
可
能
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
限
定
可
能
性
と
い
う
概

念
が
概
念
で
あ
る
の
は
自
我
の
直
観
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
非
我
と
の
関
係
に
お
い
て
自
我
の
直
観

は
そ
れ
自
身
直
観
な
の
で
あ
る
。
作
動
中
の
活
動
は
直
観
の
内
に
あ
り
、
概
念
の
内
に
は
な
い
。
む
し
ろ
概
念
に
お
い
て
活
動
は
単
な
る

能
力
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
活
動
は
、
そ
れ
が
概
念
に
お
い
て
非
我
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
直
観
で
あ
る
。
従
っ
て

我
々
は
二
つ
の
直
観
を
手
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
内
的
直
観
と
外
的
直
観
、
知
的
直
観
と
、
そ
れ
と
は
別
の
、
非
我
に

関
係
づ
け
ら
れ
た
直
観
で
あ
る
。

我
々
が
今
考
察
し
て
い
る
心
性
の
状
態
に
は
、
分
離
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
が
あ
る
。
一
方
は
意
図
さ
れ
た
も
の
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

他
方
は
必
然
的
に
見
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
所
与
的
な
も
の
と
呼
び
た
い
。
意
図
さ
れ
た
の
は
一
つ
の
活

動
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
見
出
さ
れ
た
の
が
静
止
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
意
図
さ
れ
た
の
は
、
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
活

動
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
見
出
さ
れ
た
の
が
限
定
可
能
な
活
動
で
あ
っ
た
。
第
一
の
領
域
に
は
二
重
の
も
の
が
保
持

さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、（
一
）
自
己
内
還
帰
す
る
、
実
際
の
活
動＝
Ａ
と
、（
二
）
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
も
の＝

Ｂ
で
あ

る
。
他
方
、
所
与
的
な
も
の
の
内
に
は
、（
一
）
限
定
可
能
な
活
動
（
す
な
わ
ち
、
実
際
の
行
為
へ
と
限
定
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
も
や
は
り
限
定
さ
れ
て
い
よ
う
か
ら
で
あ
る
）＝

Ｃ
、（
二
）
こ
の
限
定
可
能
な
活
動
に
よ
っ
て

産
出
さ
れ
た
非
我＝

Ｄ
が
あ
る
。
│
│
こ
れ
ら
の
も
の
を
先
に
講
義
し
た
直
観
と
概
念
に
つ
い
て
の
教
説
に
従
っ
て
探
求
し
て
み
よ
う
。
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一
切
の
意
識
は
先
に
指
示
さ
れ
た
直
接
意
識
か
ら
出
発
す
る
（
第
一
講
）。
こ
の
意
識
を
通
し
て
、
か
つ
こ
の
意
識
に
お
い
て
自
己
を

定
立
す
る
も
の＝

Ａ
が
、
哲
学
す
る
我
々
に
よ
っ
て
、
随
意
的
に
自
由
に
産
出
さ
れ
た
、
直
接
意
識
の
代
理
表
現
で
あ
る
。（
直
接
意
識

は
一
切
の
意
識
に
お
い
て
意
識
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
し
意
識
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
眼
は
眼
の
見
る
こ
と
を
見
て
い
る

の
で
あ
る
。）
我
々
は
こ
の
代
理
表
現
を
随
意
に
産
出
し
た
。
我
々
は
何
か
他
の
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
こ
の
直
接
意
識
が
別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
必
然
性
を
も
っ
て
代
理
表
現
さ
れ
た
の
か
否
か
を
脇
に
置
い
た
の
で
あ
る
。

│
│
こ
の
Ａ
、
こ
の
自
己
定
立
の
注
視
は
直
観
で
あ
り
、
し
か
も
内
的
で
知
性
的
な
直
観
で
あ
る
。
│
│
す
で
に
第
一
講
で
我
々
が
見
出

し
た
よ
う
に
、
い
か
な
る
直
観
も
概
念
な
し
に
は
可
能
で
は
な
く
、
従
っ
て
直
観
Ａ
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
い
か
な
る
概
念
が
直
観
Ａ
に

結
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
意
図
さ
れ
た
概
念
Ｂ
で
あ
ろ
う
か
。
明
ら
か
に
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

我
々
が
求
め
て
い
る
概
念
は
所
与
的
な
も
の
の
内
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
概
念
は
直
観
Ａ
が
そ

れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
も
の＝
Ｃ
、
限
定
可
能
な
も
の
、
も
し
く
は
静
止
す
る
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ゆ
え
に
Ｃ

は
、
直
観
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
概
念
と
し
て
、
直
観
を
制
約
す
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
概
念
Ｃ
は
別
の
関
係
に
お
い
て
は
直
観
と
も

呼
ば
れ
う
る
。
概
念
Ｃ
は
直
接
意
識
そ
れ
自
身
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
直
観
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
概
念
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
活
動
と
し
て
で
は
な
く
、
静
止
と
し
て
概
念
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
直
観
に
お
い
て
映
し
取
ら
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。（
総
じ
て
直
観
す
る
こ
と
は
映
し
取
る
こ
と
で
あ
る
。）
こ
の
概
念
は
最
も
直
接
的
で
最
高
の
も
の
で
あ
り
、
知
的
直
観
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
直
観
そ
の
も
の
が
意
識
の
客
観
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
し
か
し
、
概
念
と
し
て
、
こ
の
概
念
に
お
い

て
、
か
つ
こ
の
概
念
を
介
し
て
、
自
我
は
自
己
自
身
を
見
出
す
の
で
あ
り
、
所
与
的
な
も
の
と
し
て
自
己
に
対
し
て
現
象
す
る
の
で
あ

る
。
私
は
私
を
、
自
我
、
自
己
定
立
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
直
観
す
る
も
の
以
外
の
い
か
な
る
も
の
と
し
て
も
、
概
念
把
握
す
る
こ
と
は

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
概
念
は
一
つ
の
直
観
作
用
の
概
念
で
あ
り
、
こ
の
点
を
考
慮
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
直
観
と
呼
ば
れ
る
べ
き
な
の
で
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あ
る
。
自
我
は
自
己
自
身
を
定
立
す
る
も
の
（
自
己
自
身
を
見
る
眼
）
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
自
我
は
概
念
把
握
さ
れ
、
従
っ
て

ま
た
直
観
と
し
て
概
念
把
握
さ
れ
る
。
Ｃ
は
Ａ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
概
念
で
あ
り
、
可
能
的
な
Ｘ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
直
観
で
あ

る
。
私
は
私
を
、
あ
る
も
の
Ｘ
を
直
観
す
る
も
の
と
し
て
直
観
し
つ
つ
、
見
出
す
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
外
的
・
内
的
い
ず
れ
の
直
観
も

た
だ
感
性
的
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
の
場
合
、
自
我
は
自
己
に
対
し
て
た
だ
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
現
象
す
る
の
に
対
し

て
、
私
の
場
合
、
限
定
す
る
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。

Ｃ
は
、
前
講
で
は
概
念
で
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
本
講
で
は
概
念
に
し
て
直
観
で
あ
る
。
今
後
は
Ｃ
は
直
観
で
あ
ろ

う
。
Ｃ
は
相
違
す
る
関
係
の
内
で
定
立
さ
れ
る
ご
と
に
、
相
違
す
る
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

Ｃ
に
お
い
て
自
我
は
、
自
己
自
身
を
定
立
す
る
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
た
。
Ｃ
に
お
い
て
、
活
動
の
内
で
で
は
な
く
、
静
止
の
内
で
見

出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
定
立
す
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
自
我
の
活
動
は
活
動
と
し
て
は
廃
棄
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
活
動
は
静
止
す
る
活
動
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
直
観
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
さ
て
、
直
観
が
い
た
る
と
こ
ろ

で
概
念
と
対
立
し
、
直
観
が
そ
れ
自
身
た
だ
こ
の
対
立
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
や
は
り
同
様
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
Ｃ

に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
た
も
の
は
、
我
々
が
先
に
Ｄ
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
概
念
一
般
の
性
格
は
静
止
で
あ
る
。
し
か
し
直
観
と
し
て

考
察
さ
れ
た
Ｃ
は
す
で
に
静
止
で
あ
る
。
し
か
し
Ｃ
か
ら
見
て
Ｄ
は
静
止
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
Ｄ
は
静
止
の
静
止
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一

体
Ｄ
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

Ｃ
が
Ｄ
に
対
し
て
反
定
立
さ
れ
る
こ
と
で
、
Ｃ
は
確
か
に
活
動
で
あ
り
、
自
由
な
自
己
限
定
に
よ
っ
て
実
際
の
活
動
へ
と
呼
び
起
こ
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
Ｃ
は
本
質
と
し
て
は
活
動
で
あ
る
（
Ｃ
は
実
体
と
し
て
観
察
さ
れ
た
自
我
の
活
動
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
こ

と
と
し
、
こ
こ
で
は
単
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。）
と
こ
ろ
で
こ
の
活
動
の
反
対
で
あ
る
Ｄ
は
活
動
の
実
際
上
の
否
定
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
活
動
を
廃
棄
し
滅
却
す
る
欠
如
や
零
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
負
量
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
来
的
な
存
在
の
真
の
性
格
で
あ
る
。
こ
の
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存
在
の
概
念
が
不
当
に
も
第
一
の
直
接
的
な
概
念
と
見
な
さ
れ
て
き
た
│
│
と
い
う
の
も
唯
一
の
直
接
的
な
概
念
は
活
動
の
概
念
だ
か
ら

で
あ
る
│
│
。
活
動
す
る
も
の
と
い
う
、
存
在
の
外
に
定
立
さ
れ
た
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
存
在
は
否
定
す
る
。
存
在
に
よ
っ
て
、

作
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
。
存
在
す
る
も
の
は
作
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
定
立
す
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
、
存
在
は
目
的

を
否
定
す
る
。
私
が
そ
れ
で
有
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
私
は
成
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

さ
て
常
識
は
今
述
べ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
な
し
に
、
事
柄
を
い
つ
も
鵜
呑
み
に
し
て
い
る
。
常
識
は
世
界
の
現
存
で
満
足
し
よ
う
と
せ

ず
、〔
そ
の
現
存
が
彼
の
啓
示
と
さ
れ
る
よ
う
な
〕
創
造
主
な
る
も
の
に
ま
で
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

存
在
は
非
我
の
性
格
で
あ
り
、
自
我
の
性
格
は
活
動
で
あ
る
。
独
断
論
は
存
在
か
ら
出
発
し
、
存
在
を
第
一
の
直
接
的
な
も
の
と
し
て

説
明
す
る
。

自
我
の
活
動
は
、
そ
れ
が
Ｃ
の
内
で
静
止
し
て
い
る
間
は
、
非
我
に
よ
っ
て
滅
却
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
Ｃ
に
お
け
る
活
動
は
、
本
来
的

に
は
活
動
で
は
な
い
と
は
い
え
、
自
我
の
実
体
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
で
は
、
活
動
が
一
つ
の
直
観

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
反
定
立
さ
れ
る
も
の
は
直
観
な
ど
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
直
観
す
る
こ
と
の
実
際
上
の
否

定
、
一
つ
の
直
観
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
こ
れ
が
非
我
の
性
格
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
非
我
を
物
自
体
と
見
な
す
こ
と
は
馬
鹿

げ
た
こ
と
で
あ
る
。
非
我
は
直
観
す
る
も
の
に
絶
え
ず
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
五
）
我
々
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
精
神
の
全
機
制
は
反
定
立
の
必
然
性
に
基
づ
い
て
存
立
す
る
。
し

か
し
対
立
す
る
も
の
は
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
た
だ
異
な
る
側
面
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
意
図
さ
れ
た
も
の
の
内
に
存

す
る
自
我
と
所
与
的
な
も
の
の
内
に
存
す
る
非
我
は
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
不
可
分
離
的
な
観
点
が
あ
る
の
も
、
た
だ
〈
自

我
と
は
主
観
│
客
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
が
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
命
題
に
一
切
の
も
の
が
由
来
す
る
。
根
源
的
直
観
か

ら
二
つ
の
系
列
、
す
な
わ
ち
、
主
観
的
な
も
の
の
系
列
、
あ
る
い
は
意
図
さ
れ
た
も
の
と
、
客
観
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
見
出
さ
れ
た
も
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の
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
分
割
さ
れ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
両
者
の
い
ず
れ
も
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ

る
。
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
い
う
、
同
じ
も
の
の
二
つ
の
観
点
が
一
同
に
帰
す
る
と
は
、
両
者
が
反
省
の
内
で
不
可
分
離
的

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
省
の
客
観
と
し
て
も
同
じ
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
自
己
内
還
帰
し
、
自
己
限
定
す
る
活
動

は
、
限
定
可
能
な
活
動
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
両
者
は
同
一
の
、
不
可
分
離
的
な
活
動
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
非
我
は
自
我
の
一
つ
の
別
の
観
点
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
活
動
と
し
て
観
察
さ
れ
た
自
我
は
自
我
を
与
え
、
静
止
に
お

い
て
観
察
さ
れ
た
自
我
は
非
我
を
与
え
る
。
活
動
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
の
観
点
は
、
静
止
す
る
も
の
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
非
我
と

し
て
の
自
我
の
観
点
な
し
に
は
起
こ
り
え
な
い
。
従
っ
て
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
を
活
動
に
お
い
て
思
惟
す
る
こ
と

の
な
い
独
断
論
者
は
自
我
を
全
く
も
た
な
い
。
独
断
論
者
に
と
っ
て
自
我
は
非
我
の
偶
有
性
で
あ
る
。
観
念
論
は
非
我
を
も
た
な
い
。
観

念
論
に
と
っ
て
非
我
は
た
だ
自
我
の
一
つ
の
別
の
観
点
に
す
ぎ
な
い
。
独
断
論
に
お
い
て
自
我
は
物
の
特
殊
な
一
様
式
で
あ
り
、
観
念
論

に
お
い
て
非
我
は
自
我
を
見
る
特
殊
な
一
様
式
で
あ
る
。

第
二
講
（
一
七
九
八
年
に
口
述
筆
記
さ
れ
た
）

反
省
そ
の
も
の
と
い
う
、
あ
の
活
動
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
性
が
自
己
自
身
を
定
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
活
動
が
直
観
さ
れ
る
と
き
に

は
、
自
己
を
限
定
す
る
一
つ
の
動
性
と
し
て
直
観
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
活
動
は
、
静
止
と
無
限
定
性
│
│
と
は
い
え
、
そ

れ
は
限
定
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
の
だ
が
│
│
の
状
態
か
ら
限
定
性
の
状
態
へ
の
移
行
と
し
て
直
観
さ
れ
る
。
こ
の
限
定
可
能
性
は
こ
こ

で
は
、
自
我
も
し
く
は
非
我
を
思
惟
す
る
能
力
と
し
て
現
象
す
る
。
従
っ
て
限
定
可
能
性
と
い
う
一
つ
目
の
概
念
に
お
い
て
、
残
り
の
二

つ
の
概
念
は
必
然
的
に
と
も
に
思
惟
さ
れ
、
対
立
し
あ
う
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
従
っ
て
自
我
と
非
我
の
概
念
は
、
自
己
活
動
的
な
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反
省
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
き
、
反
省
か
ら
独
立
し
て
現
存
す
る
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。
非
我
の
性
格
は
存
在
で
あ
り
、
否
定
で
あ

る
。

〔「
第
二
講
」
本
編
終
わ
り
、
以
下
に
「
第
二
講
」
補
足
が
続
く
。〕

原
註

⑴

例
え
ば
パ
ウ
ル
・
ヨ
ハ
ン
・
ア
ン
ゼ
ル
ム
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
七
七
五
│
一
八
三
三
年
）
の
「
哲
学
の
絶
対
的
な
第
一
根
本
命
題
の
不
可

能
性
に
つ
い
て
」（『
ド
イ
ツ
学
者
協
会
の
哲
学
雑
誌
』
第
二
巻
第
四
分
冊
、
ノ
イ
シ
ュ
ト
レ
ー
リ
ッ
ツ
、
一
七
九
五
年
、
三
〇
六
│
三
二
二
頁
）、

ま
た
は
カ
ー
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
シ
ュ
ミ
ー
ト
「
暫
定
的
吟
味
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
、
哲
学
と
そ
の
諸
原
理
に
関
す
る
著
作
か
ら
の
抜
粋

集
」（
同
誌
、
第
三
巻
第
二
分
冊
、
一
七
九
五
年
、
九
五
│
一
三
二
頁
）
を
参
照
。

⑵
『
唯
一
可
能
な
立
場
』
一
二
四
頁
、「
一
切
の
事
物
に
先
立
っ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
哲
学
の
最
高
の
根
本
命
題
が
全
く
も
っ
て

要
請
と
い
う
形
式
以
外
の
何
ら
の
形
式
も
も
た
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
請
と
は
本
来
、
根
源
的
な
表
象
様
式
の
内
に

自
ら
を
移
し
置
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
の
内
に
意
味
を
有
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
命
題
は
何
も
言
い
表
わ
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
切
の
可
能
的
な
言
明
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
明
に
際
し
て
肝
要
で
あ
る
の
は
、
客
観
と
は
何
を
根
源
的
に
意
味
す
る
の
か
、
何

か
あ
る
も
の
を
自
ら
表
象
す
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
導
出
済
み
の
一
切
の
も
の
は
総
じ
て
根
源
的
な
表
象

作
用
が
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
表
象
（
概
念
）
で
あ
る
」。

⑶
『
唯
一
可
能
な
立
場
』
一
二
五
／
一
二
六
頁
、「
従
っ
て
我
々
が
、
あ
る
一
つ
の
対
象
を
自
ら
根
源
的
に
表
象
す
る
と
い
う
要
請
を
、
一
切
の
哲
学

の
最
高
の
根
本
命
題
と
称
す
る
と
き
、
こ
の
命
題
に
結
び
付
け
る
の
は
次
の
よ
う
な
主
張
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
命
題
は
よ
り
詳
細
に
見
ら
れ
る
な

ら
ば
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
要
請
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
切
の
哲
学
は
事
実
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
我
々
は

主
張
す
る
の
で
あ
る
」。
同
一
三
八
頁
、「
悟
性
使
用
そ
の
も
の
を
分
解
す
る
こ
と
、
自
明
な
も
の
を
目
に
見
え
る
も
の
に
す
る
こ
と
が
哲
学
﹇
す

な
わ
ち
批
判
哲
学
﹈
の
全
き
意
図
で
あ
る
」。

⑷

カ
ー
ル
・
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
・
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
（
一
七
五
七
│
一
八
二
三
年
）、
イ
ェ
ー
ナ
大
学
（
一
七
九
四
年
四
月
ま
で
、
そ
れ
以
降
は
キ
ー
ル

大
学
）
哲
学
教
授
。『
哲
学
者
た
ち
の
従
来
の
誤
解
の
報
告
へ
の
寄
与
』、
第
一
巻
、「
根
元
哲
学
の
基
礎
に
関
し
て
」、
イ
ェ
ー
ナ
、
一
七
九
〇

年
、
一
四
三
頁
、
哲
学
の
普
遍
妥
当
的
な
根
本
命
題
す
な
わ
ち
根
拠
律
は
「
真
と
見
な
さ
れ
る
た
め
に
何
ら
の
理
性
推
論
も
必
要
と
し
な
い
に
違
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い
な
い
。
そ
し
て
か
か
る
命
題
は
、
そ
れ
が
た
だ
原�

事�

実�

と
い
う
も
の
を
表
現
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
ら
そ
の
原
事
実
を
表
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」。
│
│
同
書
、
一
六
七
頁
、「
意
識
律

第
一
命
題

意
識
に
お
い
て
表
象
は
主
観
に
よ
っ
て
、
主
観
と
客
観
か
ら
区
別
さ
れ
、
か

つ
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

⑸

ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
『
寄
与
』
一
八
〇
頁
を
参
照
。「
第
九
命
題

純
然
な
表
象
は
二
つ
の
相
違
す
る
構
成
部
分
﹇
す
な
わ
ち
表
象
の
素
材
と
形
式
﹈

か
ら
成
り
、
両
部
分
は
合
一
と
区
別
を
通
し
て
、
純
然
な
表
象
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
を
構
成
す
る
」。

⑹
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
三
版
、X

L

頁
の
注
、
お
よ
び
六
八
、
七
二
、
三
〇
七
頁
。
│
│
六
八
頁
、「
自
己
自
身
の
意
識
（
統
覚
）
は
自
我
の
単
純

な
表
象
で
あ
る
。
も
し
そ
の
意
識
に
よ
っ
て
の
み
す
べ
て
の
多
様
が
主
観
の
う
ち
に
自�

己�

活�

動�

的�

に�

与
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
内
的
直
観
は
知

性
的
で
あ
ろ
う
」（
有
福
孝
岳
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
二
四
頁
）。
│
│
ま
た
は
「
哲
学
に
お
い
て
最
近
高
ま
っ
て
き
た

尊
大
な
語
調
」（『
ベ
ル
リ
ン
月
報
』
一
七
九
六
年
五
月
号
、
三
八
七
│
四
二
六
頁
）、
特
に
三
八
八
│
三
九
〇
頁
を
参
照
。

⑺

エ
ル
ン
ス
ト
・
プ
ラ
ト
ナ
ー
（
一
七
四
四
│
一
八
一
八
年
）
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
の
医
学
お
よ
び
哲
学
教
授
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
終
始
プ
ラ
ト
ナ
ー
の

『
哲
学
的
箴
言
集
』
の
「
全
面
改
定
版
、
第
一
部
」（
ラ
イ
プ
チ
ヒ
、
一
七
九
三
年
）
を
参
照
す
る
と
い
う
体
裁
を
と
り
つ
つ
、
こ
の
書
を
複
数
の

学
期
に
わ
た
っ
て
「
論
理
学
・
形
而
上
学
」
講
義
の
教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
。
自
我
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ナ
ー
の
論
述
と
し
て
は
第
一
四
二
│
一

五
六
節
を
見
ら
れ
た
い
。
第
一
五
一
節
に
対
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
注
釈
を
参
照
。「
そ
れ
ゆ
え
意
識
に
お
い
て
私
は
、
私
に
対
し
て
、
本
来
的
な
物

と
し
て
で
は
な
く
、
現
実
に
行
為
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
」。

⑻

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヤ
コ
ー
ビ
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ム
、
信
仰
あ
る
い
は
観
念
論
と
実
在
論
に
つ
い
て
』（
ブ
レ
ス
ラ
ウ
、

一
七
八
七
年
、
五
一
頁
）、「
彼
﹇
す
な
わ
ち
実
在
論
者
﹈
は
、
反
省
を
支
え
う
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
は
、
事
柄
そ
れ
自
身
、
す
な
わ
ち
、
諸

物
が
現
実
に
彼
の
眼
前
に
存
し
て
い
る
と
い
う
原
事
実
以
外
の
何
も
の
も
も
た
な
い
。
こ
の
原
事
実
を
啓
示
と
い
う
言
葉
を
お
い
て
他
に
、
適
切

な
言
葉
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
言
葉
の
根
元
、
こ
の
言
語
使
用
の
源
泉
を
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
か
」。

⑼

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』（
リ
ガ
、
一
七
八
一
年
）、「
さ
て
、
こ
う
し
た
多
様
か
ら
直
観
の
統
一
が
生
ず
る
た
め
に
は
（
た

と
え
ば
空
間
の
表
象
に
お
け
る
よ
う
に
）、
ま
ず
多
様
性
を
通
覧
す
る
こ
と
〔
通
観
作
用
〕、
そ
れ
か
ら
そ
の
通
覧
〔
通
観
〕
を
総
括
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
働
き
を
私
は
把�

捉�

の�

総�

合�

と
呼
ぶ
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
働
き
は
ま
さ
し
く
直
観
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
直
観
は
た
し
か

に
多
様
を
提
供
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
際
現
前
す
る
総
合
〔
作
用
〕
な
し
に
は
、
こ
の
多
様
を
一
つ
の
多
様
と
し
て
、
し
か
も
表
象
の
う
ち
に
含

ま
れ
た
も
の
と
し
て
、
実
現
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」（
有
福
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四
巻
、
一
七
九
頁
）。
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⑽

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
（
一
七
七
五
│
一
八
五
四
年
）。
│
│
シ
ェ
リ
ン
グ
は
一
七
九
六
年
一
二
月
一
〇

日
付
の
『
一
般
学
芸
新
聞
』
第
一
六
五
号
の
「
知
的
広
報
欄
」
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ン
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
エ
ア
ハ
ル
ト
（
一
七
六
六
│
一
八
二
七

年
）
の
手
に
よ
る
書
評
「
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
、
ヘ
ー
ル
ブ
ラ
ン
ト
社
刊
、『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
人
間
的
知
に
お

け
る
無
制
約
者
に
つ
い
て
』、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヨ
ー
ゼ
フ
・
シ
ェ
リ
ン
グ
著
、
一
七
九
五
年
、X

LII

、
二
〇
八
、
八
頁
」（
一

七
九
六
年
一
〇
月
一
一
日
付
『
一
般
学
芸
新
聞
』
第
三
一
九
号
、C

oll.89-91

）
に
対
す
る
「
再
批
判
」（C

oll.1405-1408

）
を
公
表
し
た
。

⑾
『
純
粋
理
性
批
判
』、
第
三
版
、
七
四
一
頁
、「
哲
学
的
認
識
は
概
念
に
基
づ
く
理
性
認
識
で
あ
り
、
…
…
」（
有
福
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
六
巻
、

一
四
頁
）。

⑿

前
掲
書
、
七
五
頁
、「
内
容
の
な
い
思
考
は
空
虚
で
あ
り
、
概
念
の
な
い
直
観
は
盲
目
で
あ
る
」（
有
福
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四
巻
、
一
三
〇

頁
）。

⒀

前
掲
書
、
一
五
一
頁
、「
構
想
力
の
超
越
論
的
総
合
」（
有
福
訳
、『
カ
ン
ト
全
集
』
第
四
巻
、
二
二
〇
頁
）。

⒁
『
全
知
識
学
の
基
礎
』、
三
│
一
七
頁
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
一
系
列
第
二
巻
、
二
五
五
│
二
六
四
頁
。
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