
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』

i

生
徒
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

「
哲
学
探
究
』
一
八
五
節
に
は
、
「
プ
ラ
ス
一
一
」
と
い
う
命
令
に
わ
れ

わ
れ
と
は
異
な
る
数
列
を
書
き
出
す
生
徒
が
現
れ
る
。
か
れ
は
、
ク
リ

プ
キ
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
規
則
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
体
現
す
る
存
在
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
生
徒
に
対
峠
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
登
場
さ
せ
る
の
は
、
自
の
前
で
数
列
を
教
え
て
い
る
一

人
の
教
師
で
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。
生
徒
に
数
列
を
教
え

る
と
い
う
実
際
の
場
面
を
想
像
す
れ
ば
、
い
さ
さ
か
不
自
然
な
こ
の
表

現
は
、
こ
の
問
題
を
扱
う
う
え
で
、
一
人
の
生
徒
と
一
人
の
教
師
と
い

う
構
図
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
存
在
が
不

可
欠
だ
と
い
う
こ
と
を
一
万
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
が
イ

タ
リ
ッ
ク
体
で
強
調
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
う
か
が
え
る
。
と

は
い
え
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
こ
れ
を
明
確
な
か
た
ち
で

は
追
求
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一
八
五
節
の
「
わ
れ
わ
れ
」

が
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
の
か
、
考
察
を
展
開
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
問
題
の
一
八
五
節
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
他
節
と
の

比
較
を
通
じ
て
そ
の
特
徴
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
対
峠
す
る
生
徒
が

八
五
節
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」

ヌ式
首

崎

ウィトゲンシュタイン f哲学探究』一八五節における「われわれJ

香

乃

「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
ち
得
る
の
か

考
察
し
た
う
え
で
、
一
八
五
節
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
何
を
示
し
て
し
て

い
る
の
か
述
べ
た
い
。

一
八
五
節
の
特
徴

自
然
数
列
を
学
習
す
る
た
め
に
、

O
か
ら
九
ま
で
の
数
を
順
に
書

き
取
る
と
い
っ
た
、
よ
り
基
礎
的
な
訓
練
を
す
で
に
受
け
(
苫
に
ω)
、

そ
れ
を
身
に
つ
け
た
と
さ
れ
る
生
徒
に
「
プ
ラ
ス

n
」
と
い
う
更
な
る

命
令
を
与
え
る
と
い
う
想
定
の
も
と
、
一
八
五
節
は
展
開
さ
れ
る
。

生
徒
に
一

0
0
0
以
上
の
数
列
(
た
と
え
ば
「
プ
ラ
ス
二
」
)

を
書
き
つ
づ
け
さ
せ
る
ー
す
る
と
、
か
れ
は
こ
う
書
く
。

一
0
0
0、一

O
O回
、
一

O
O
八、一

O
一二。

わ
れ
わ
れ
は
か
れ
に
言
う
「
よ
く
見
て
ご
ら
ん
、
な
に
を
や
っ
て

い
る
ん
だ
!
」

i
か
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
が
理
解
で
き
な
い
。
わ
れ
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わ
れ
は
一
言
う
「
き
み
は
こ
を
足
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
見

て
ご
ら
ん
、
き
み
が
ど
う
や
っ
て
そ
の
数
列
を
は
じ
め
た
の
か
!
」

i
か
れ
は
答
え
る
で
え
え
!
こ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
ん
で
す

か
?
こ
う
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
」

i

あ
る
い
は
、
か
れ
が
数
列
を
指
し
て
こ
う
幸
一
口
う
と
し
よ
う
「
た
し

か
に
同
じ
よ
う
に
や
っ
た
の
で
す
が
!
」
!
「
で
も
、
き
み
は

が
見
え
な
い
の
か
」
と
言
っ
て
i

さ
ら
に
、
以
前
の
説
明
や
例
を

繰
り
返
し
て
も
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
だ
ろ
う
。

i

こ
の
よ
う

な
場
合
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
人
間
は
あ
の
命
令
を
、
わ
れ
わ
れ
な
ら
「
一

0
0
0
ま

で
は
こ
を
、
二

O
O
Oま
で
は
四
を
、
三

0
0
0
ま
で
は
六
を
と

い
う
よ
う
に
、
加
え
て
い
け
」
と
い
う
命
令
を
理
解
す
る
よ
う
に
、

自
然
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
。
(
苛
門
戸
∞
∞
強
-
調
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
)

最
後
の
一
文
に
登
場
す
る
強
調
を
伴
っ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
。
こ
れ
を
軽

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
規
則
の
問
題
を
解
消
す
る
た

め
に
は
、
「
ひ
と
は
規
則
に
「
私
的
に
』
し
た
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
」

(2NCH)
と
い
う
点
が
重
要
だ
か
ら
だ
。
そ
の
内
容
は
、
一
九
九
節

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

た
っ
た
一
人
の
ひ
と
だ
け
が
た
つ
た
一
度
だ
け
規
則
に
し
た
が
っ

た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
た
っ
た
一
度
だ
け
た
っ
た
一
つ

だ
け
の
報
告
が
さ
れ
、
命
令
し
、
理
解
さ
れ
た
等
と
い
う
こ
と
は

あ
り
え
な
い
。
規
則
に
し
た
が
い
、
報
告
し
、
命
令
し
、
チ
ェ
ス

を
す
る
と
い
う
の
は
、
習
慣
(
慣
用
、
制
度
)
な
の
で
あ
る
。

(
E
H
S

強
識
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
)
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「
わ
た
し
」
一
人
だ
け
で
規
則
に
し
た
が
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

規
則
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
習
慣
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
た
「
わ
れ

わ
れ
」
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
は
「
生
の
か
た
ち
(
戸
与

gω
問
。
吋
ヨ
)
の
一
致
」

(ENhFH)

と
呼
ぶ
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
、
明
確
に
定
義
し
た
り
は

し
な
い
が
、
カ
ヴ
ェ
ル
は
以
下
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。

興
味
や
感
覚
、
反
応
の
仕
方
、
気
分
の
意
味
、
そ
し
て
重
要
性
や

実
現
の
意
味
、
な
に
が
突
飛
な
の
か
、
あ
る
も
の
と
似
て
い
る
も

の
は
な
に
か
、
し
か
る
と
は
な
に
か
、
許
す
と
は
な
に
か
、
あ
る

発
話
が
主
張
で
あ
っ
た
り
、
要
求
で
あ
っ
た
り
、
説
明
で
あ
っ
た

り
す
る
、
そ
う
い
っ
た
乙
と
の
道
筋
を
わ
れ
わ
れ
が
共
有
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
i

そ
う
い
っ
た
生
の
め
ま
ぐ
る
し
い
連
続
す
べ
て

を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
生
の
か
た
ち
」
と
呼
ぶ
。
ひ
と

の
発
言
や
活
動
、
正
常
さ
や
共
同
体
が
依
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も

の
は
、
こ
れ
以
上
で
も
、
ま
た
こ
れ
以
下
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。



(
強
識
は
引
用
者
)

こ
こ
か
ら
、
一
八
五
節
に
お
い
て
生
徒
と
対
峠
さ
せ
ら
れ
る
の
が
「
わ

れ
わ
れ
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
人
の
生
徒
と
一
人
の
教
師
と
い
う
構
図
で
は
、
規
則
に
し
た
が
う
こ

と
に
織
り
込
ま
れ
た
溜
慣
や
生
の
か
た
ち
と
い
っ
た
側
面
を
十
分
に
扱

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
必
要
な
の
は
、
別
の
し
た
が
い
方
を
す

る
た
っ
た
一
人
の
生
徒
と
規
則
の
し
た
が
い
方
に
お
い
て
一
致
し
、
同

じ
生
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
の
対
比
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
登
場
し
て
い
る
の
は
、
単
純
な
人
間
一
般

や
読
者
へ
の
呼
び
か
け
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
規
則
に
し
た
が
う
こ

と
が
そ
こ
に
依
っ
て
い
る
、
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
対
鼓
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
生
徒
は
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。
か
れ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
、
一
八
五
節
の
解
明
は
片
手
落
ち
に
終
わ
る
。
そ
こ
で
、
「
探
究
』

の
他
の
箆
所
に
お
い
て
似
た
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」

を
克
て
お
き
た
い
。

吋
探
究
』
第
1
部
に
お
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
(
さ
な
こ
と
い
う
強
調
が

現
わ
れ
る
の
は
、
一
八
五
節
以
外
で
は
五
ヶ
所
(
八
七
、
一
一
六
、
二
二
九

欄
外
、
二

O
O
、
三
二
二
節
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
で
、
生
の
か

た
ち
の
共
有
が
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
な
に
が
対
置
さ
れ
て
い

る
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
一
八
五
節
の
特
殊
さ
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
と
く
に
そ
の
対
比
が
明
確
な
の
は
、
二
二
九
節
欄
外

の
「
火
星
人
」
、
二

O
O節
の
「
ゲ
i
ム
を
知
ら
な
い
部
族
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
共
通
し
て
な
す
あ

る
一
定
の
反
応
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
や
り
方
と
の
対
比
で
あ
り
、
そ

の
限
り
で
、
こ
れ
ら
と
一
八
五
節
は
似
た
論
点
を
も
っ
て
い
る
と
言
え

る
。
し
か
し
、
「
火
星
人
」
に
せ
よ
「
ゲ
i
ム
を
知
ら
な
い
部
族
」
に

せ
よ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
「
か
れ
ら
」
と
い
う
共
同
体
で
あ
る
。
「
わ

れ
わ
れ
」
と
は
非
常
に
異
な
る
も
の
の
、
か
れ
ら
に
は
か
れ
ら
の
生
の

か
た
ち
が
あ
り
、
別
の
言
語
を
も
っ
て
い
る
と
類
推
す
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
。
規
則
に
し
た
が
う
こ
と
、
命
令
や
ゲ
i
ム
、
日
々
の
発

言
や
活
動
が
そ
こ
に
依
っ
て
い
る
「
生
の
か
た
ち
」
を
め
ぐ
る
先
に
述

べ
た
よ
う
な
見
解
を
受
け
い
れ
る
な
ら
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
異
な

る
言
語
を
想
像
す
る
た
め
に
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
自
身
が
述

べ
る
よ
う
に
、
「
あ
る
生
の
か
た
ち
を
想
像
す
る
以
外
に
な
い
」

(
2
5
)
。

こ
の
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
対

置
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
別
の
生
の
か
た
ち
を
共
有
し
た
「
か
れ
ら
」

が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
自
然
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
一
八
五
節
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
が
対
峠
さ
せ
ら
れ
る

生
徒
は
、
事
情
が
異
な
る
。
か
れ
は

O
か
ら
九
ま
で
の
数
列
を
す
で
に

マ
ス
タ
ー
し
た
と
さ
れ
、
学
習
の
次
の
段
階
と
し
て
「
プ
ラ
ス
一
こ
と

い
う
命
令
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
一

0
0
0
以
降
で
は
じ
め
て
「
わ

れ
わ
れ
」
と
異
な
っ
た
反
応
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
意
味
す
る
の
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は
、
こ
の
生
徒
は
あ
る
段
搭
ま
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
と
き
突
然
「
わ
れ
わ
れ
」

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
露
呈
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
生
徒

は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
生
の
か
た
ち
の
な
か
に
生
ま
れ
て
そ
こ
で
育
ち
、

途
中
ま
で
は
他
の
成
員
と
十
分
に
一
致
し
た
反
応
を
示
し
て
い
た
。
す

な
わ
ち
、
か
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
一
一
日
誌
を
あ
る
段
階
ま
で
は
習
得
し

て
き
た
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
別
の
共
同
体
で
別
の
生
を
営

ん
で
い
る
火
星
人
や
他
の
部
族
の
例
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
一
八
五
節
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
も
っ
特
徴
を
二
つ
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
規
則
や
言
語
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ

る
「
生
の
か
た
ち
」
を
共
有
す
る
共
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
か
し
、

そ
こ
に
対
置
さ
れ
る
の
は
別
の
生
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
結
、
ば
れ
た
別
の

共
同
体
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
成
員
で
あ
っ
た
も
の
が
唐
突
に
そ
の
内

か
ら
外
へ
と
出
て
し
ま
う
よ
う
な
(
少
な
く
と
も
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は

そ
う
克
え
る
)
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
前
者
の
特
徴
は
一
八
五
節

以
外
に
も
克
ら
れ
る
が
、
後
者
は
一
八
五
節
を
ほ
か
に
は
な
い
独
特
な

も
の
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
特
徴
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
の
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
こ
の
種
の
問
題
を

扱
つ
て
は
い
な
い
が
、
以
下
、
こ
の
点
を
考
え
た
い
。

生
徒
の
位
盤
づ
け
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二
.
一
理
解
不
可
能
さ

ま
ず
、
ク
リ
プ
キ
の
議
論
を
参
照
す
る
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
の

あ
る
想
定
が
示
唆
的
だ
か
ら
だ
。
ク
リ
プ
キ
の
議
論
に
お
い
て
も
、

一
八
五
節
の
生
徒
と
似
た
よ
う
な
人
物
が
登
場
す
る
。
か
れ
は
、
六
八

プ
ラ
ス
五
七
を
一
二
五
で
は
な
く
五
と
計
算
す
る
。
そ
の
主
張
は
、

五
七
以
上
の
数
の
場
合
、
答
え
は
す
べ
て
五
に
な
る
と
い
う
規
則
、
プ

ラ
ス
で
は
な
く
ク
ワ
ス
に
し
た
が
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
、
一
見
す
る
と
、
一
八
五
節
と
よ
く
似
た
嬢
疑
論
者
に
は
、
実
際

に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
は
議
論
の
土
台
を
明
確
に
す
る

た
め
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
た
だ
し
書
き
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。

懐
疑
論
者
が
私
と
そ
も
そ
も
意
見
を
交
わ
す
た
め
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
共
通
の
言
語
を
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
懐
疑
論

者
は
、
暫
定
的
に
で
は
あ
る
が
、
「
プ
ラ
ス
」
と
い
う
語
に
か
ん

す
る
わ
た
し
の
現
在
の
使
用
に
は
疑
い
を
さ
し
は
さ
ま
な
い
、
す

な
わ
ち
、
わ
た
し
の
現
在
の
「
プ
ラ
ス
」
と
い
う
語
の
使
用
法
に

し
た
が
え
ば
、
「
六
八
プ
ラ
ス
五
七
」
は
一
二
五
で
あ
る
と
か
れ

は
同
意
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
(
強
調
は
ク
リ

プ
キ
)



こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
し
た
が
っ
て
い
る
と
患
っ
て
き
た
規
則
は

「
プ
ラ
ス
」
な
の
か
「
ク
ワ
ス
」
な
の
か
、
と
い
う
壊
疑
論
者
と
の
対

話
を
成
立
さ
せ
る
う
え
で
、
当
の
議
論
自
体
に
現
れ
て
い
る
「
プ
ラ
ス
」

は
「
ク
ワ
ス
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
無
用
な
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
見
当
然
と
も
患
わ
れ
る
仮

定
に
よ
っ
て
、
か
れ
が
「
プ
ラ
ス
」
を
理
解
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
て

い
る
点
に
お
い
て
、
こ
の
懐
疑
論
者
は
あ
く
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一

員
な
の
で
あ
る
。
一
八
五
節
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

こ
の
人
間
は
あ
の
命
令
を
、
わ
れ
わ
れ
な
ら
「
一

0
0
0ま
で
は

二
を
、
二

0
0
0ま
で
は
屈
を
、
三

O
O
O
ま
で
は
六
を
と
い
う

よ
う
に
、
加
え
て
い
け
」
と
い
う
命
令
を
理
解
す
る
よ
う
に
、
自

然
に
理
解
し
て
い
る
の
だ
。

(EH∞
∞
強
調
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ

タ
イ
ン
)

こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
が
、
規
則
の
し
た
が
い
方
に
お
い
て
一
致
す
る

「
わ
れ
わ
れ
」
な
ら
ば
、
「
一

0
0
0
ま
で
は
こ
を
、
二

0
0
0
ま
で

は
四
を
・
:
」
と
い
う
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
「
か
れ
」
を
「
わ
れ
わ
れ
」

が
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
生
徒
自
身
の
理
解
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
生
徒
は
あ
く
ま
で
「
プ
ラ
ス
二
」
に
答
え
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
「
一

0
0
0ま
で
は
二
を
、
二

O
O
O
ま
で
は
四
を
、

ニ
0
0
0
ま
で
は
六
を
と
い
う
よ
う
に
、
加
え
て
い
け
」
と
い
う
命
令

に
し
た
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
も
、
か
れ
は
そ
れ
を
「
自
然
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
引
用
の
直
後
に
「
こ
の
よ
う
な
ケ
i
ス
は
、
指
差
し
に
反
応
す
る

際
に
、
指
先
の
方
向
で
は
な
く
、
指
先
か
ら
手
首
の
方
向
を
自
然
に
跳

め
て
し
ま
う
の
に
似
て
い
る
だ
ろ
う
」
(
司
ロ
∞
日
)
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
だ
れ
か
に
教
え
ら
れ
た
と
か
、
ど
ち
ら
か
疑
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
か
れ
の
富
目
的
な
反
応
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
員
で
あ
る
わ
た
し
で
あ
ろ
う
と
、
か

れ
で
あ
ろ
う
と
変
わ
ら
な
い
。

ウィトゲンシュタイン『哲学探究j-八五節における「われわれJ

わ
た
し
は
規
則
に
し
た
が
う
と
き
、
選
択
を
し
な
い
。

、
、
、
、

わ
た
し
は
規
別
に
吉
田
的
に
し
た
が
う
。
(
虫
記
也
強
調
は
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
)

わ
た
し
も
か
れ
も
、
竣
数
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
い
る
の
で
は

な
く
、
た
だ
盲
目
的
に
、
自
然
に
、
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
盲
目
的
な
行
為
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
」
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
だ
か
ら
こ
そ
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
か
れ
が
理
解
で
き
な
い
。

一
八
五
節
が
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
一
回
三
節
に
も
、

O
か
ら
九

ま
で
の
自
然
数
列
を
教
え
る
場
面
で
、
そ
れ
ら
を
不
規
則
に
書
き
出
し

て
し
ま
う
生
徒
が
登
場
す
る
。
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か
れ
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
(
十
進
法
]
を
理
解
す
る
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
し
て
学
ぶ
の
か
。

i
ま
ず
、
か
れ
の
前
で
数
列
が
書
き
出
さ

れ
て
、
そ
れ
を
警
き
写
す
よ
う
に
う
な
が
さ
れ
る
。
(
中
略
)
す

で
に
こ
こ
で
、
学
習
者
の
正
常
な
反
応
と
異
常
な
反
応
が
あ
る
。

ー
ま
ず
、
お
そ
ら
く
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
手
を
と
っ
て

O
か
ら
九

ま
で
の
数
列
を
書
き
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
か
れ
に
理

解
さ
せ
る
可
能
性
は
、
か
れ
が
自
力
で
書
き
つ
づ
け
ら
れ
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
。

l

そ
し
て
、
こ
こ
で
こ
う
想
像
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
か
れ
は
た
し
か
に
数
字
を
自
力
で
書

き
写
し
て
は
い
る
が
、
数
列
に
は
し
た
が
わ
ず
、
不
規
則
に
あ
れ

や
こ
れ
や
を
…
与
し
て
い
る
。
す
る
と
、
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は
と
だ
え
て
し
ま
う
。

(EEω
強
調
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ

タ
イ
ン
、
(
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
れ
は
十
進
法
の
規
則
を
理
解
で

き
な
い
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
を
つ
づ
け
ら
れ
な
い
。
一
八
五
節
の
生
徒
に
も
こ
れ
と
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
か
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
し
た
が
い

方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
な

ん
ら
か
の
訓
練
に
よ
っ
て
、
か
れ
の
や
り
方
の
変
則
と
し
て
覚
え
る

こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
百
戸
仏
ω)
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や

は
り
「
わ
れ
わ
れ
」
と
同
じ
よ
う
に
反
応
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

が
、
一
八
五
節
で
「
自
然
に
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
裏
面
で
あ
る
。

一
八
五
節
で
も
生
徒
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
距
離
を
象
徴
す
る

か
の
よ
う
に
、
そ
の
呼
称
が
変
化
し
て
い
る
。
教
師
が
説
得
し
よ
う
と

必
死
に
話
し
か
け
て
い
る
時
点
で
は
、
教
師
の
発
言
内
で
は
「
き
み
」
、

地
の
文
で
は
「
か
れ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
、
ど
ん
な
説
明
も
通
用

し
な
い
と
わ
か
っ
た
時
点
で
こ
の
生
徒
は
「
こ
の
人
間
」
と
呼
ば
れ
、
「
わ

れ
わ
れ
」
か
ら
ど
ん
な
に
隔
た
っ
た
存
在
で
あ
る
の
か
が
強
調
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
共
同
性
の
外
は
、
ま
っ
た
く

理
解
不
可
能
な
領
域
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
生
徒
が
か
つ
て
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
員
で
あ
っ
た
こ
と
と
、

こ
の
こ
と
は
ど
う
関
係
す
る
の
か
。
と
い
う
の
も
、
か
れ
の
理
解
不
可

能
さ
は
、
か
れ
が
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
別
の
共
同
体
か
ら
や
っ
て
き
た

と
き
で
も
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
ラ
イ
オ
ン
が
話
せ
て
も
、
わ
れ

わ
れ
は
か
れ
を
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
百
円
口
ω
N
吋
)
よ
う
に
。
た

し
か
に
、
と
も
に
理
解
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
自
身
、
そ
の
差
に
そ
れ
ほ
ど
注
意
を

払
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
か
れ

や
か
れ
ら
を
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
を
考
え
た
と
き
、
両
者
の
あ
い
だ

に
は
や
は
り
ち
が
い
が
あ
る
。
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ろ
う
か
。
か
れ
の
や
り
方
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、

「
か
れ
ら
」
に
お
い
て
は
正
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
考
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
や
り
方
が
あ
る
よ

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
の
か
た
ち
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
が
あ

る
の
だ
と
。
当
然
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
か
れ
ら
」
と
の
距
離
に
は
程
度
の

差
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
も
一
様
で
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
別
の
可
能
性
と
し
て
、
そ
の
内
実

を
と
き
に
は
不
問
に
付
し
た
ま
ま
、
「
か
れ
ら
」
と
し
て
、
た
と
え
ば

「
火
星
人
」
と
し
て
、
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
内
側

に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
う
え
で
、
理
解
不
可
能
な
反
応
や
「
か

れ
」
を
「
か
れ
ら
」
の
な
か
に
、
そ
の
一
員
と
し
て
位
震
い
つ
け
る
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
隣
家
の
ポ
チ
が
わ
た
し
に
と
る
反
応
は
、
あ
る
一

定
の
生
態
を
も
っ
た
「
イ
ヌ
」
の
一
員
と
し
て
か
れ
を
見
る
こ
と
で
、
「
吠

え
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
イ

ヌ
」
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
な
か
で
場
所
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
イ
ヌ
」
と
い
う
誌
も
、
そ
れ
を
特
徴

付
け
る
一
定
の
骨
格
や
生
態
も
、
ま
た
「
か
れ
ら
」
が
「
わ
れ
わ
れ
」

と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
く
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
の
言
語
に
お

い
て
与
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
か
れ
の
ふ
る
ま

い
を
「
わ
れ
わ
れ
」
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
て
も
、

「
か
れ
ら
」
に
遮
っ
た
行
為
の
仕
方
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
こ

こ
で
働
い
て
い
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
の
や

り
方
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、
「
か
れ
」
の
や
り
方
は
「
か
れ
ら
」

に
お
い
て
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
主
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
下
に
そ
れ

を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
る
。

ウィトゲンシュタイン f哲学探究j一八五節における「われわれj

こ
う
言
い
た
い
。
わ
れ
わ
れ
の
教
育
と
ま
っ
た
く
異
な
る
教
育
は

ま
た
、
ま
っ
た
く
異
な
る
概
念
の
基
盤
で
あ
り
う
る
。

(Nω
∞吋)

と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
生
は
異
な
っ
た
よ
う
に
営
ま
れ
る
だ
ろ
う

か
ら
。

i

わ
れ
わ
れ
に
興
味
の
あ
る
こ
と
は
、
か
れ
ら
に
は
興
味

が
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
別
の
概
念
を
想
像
す
る
こ
と
は
も
は
や

不
可
能
で
は
な
い
。
そ
う
だ
。
本
質
的
に
異
な
る
概
念
は
こ
の
よ

う
な
仕
方
で
の
み
想
像
可
能
な
の
だ
。

(Nω
∞
∞
強
調
は
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
)

「
わ
れ
わ
れ
」
と
異
な
る
概
念
を
想
像
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

や
は
り
、
異
な
る
生
の
か
た
ち
が
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
想
像
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
つ
の
概
念
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
、
か
れ
ら
な
り
の
共
同
性
を
呉
え
た
、
か
れ
ら
の
教
育
、
言
語
、

「
か
れ
ら
」
の
生
の
か
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
か
れ
ら
」
を
想

定
す
る
こ
と
で
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
異
な
る
一
つ
の
概
念
も
、
「
か
れ
」

の
や
り
方
も
は
じ
め
て
位
置
づ
け
を
も
ち
得
る
。
し
か
し
他
方
で
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
わ
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れ
わ
れ
」
と
ど
ん
な
に
異
な
る
「
か
れ
ら
」
も
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
一
一
一
口

誌
に
お
い
て
想
像
さ
れ
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
上
記
引
用
で
、
異
な
る

概
念
を
想
像
す
る
の
に
唯
一
可
能
な
方
法
と
さ
れ
て
い
る
「
こ
の
よ
う

な
仕
方
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
」
の
言
語
を
使
う

以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
一
八
五
節
の
生
徒
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

か
れ
の
特
徴
は
、
か
つ
て
は
「
わ
れ
わ
れ
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
と
き
突
然
、
そ
の
外
に
出
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
れ
に
は
、
位
霞
づ
け
ら
れ
る
べ
き
別

の
教
育
や
別
の
一
言
語
、
別
加
の
生
の
か
た
ち
は
な
く
、
「
か
れ
ら
」
に
お

い
て
成
り
立
っ
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ユ
タ
イ
ン
に
よ
る
つ
ぎ
の
思
考
実
験
を
参
考
に
す
る
と
、
こ
の
こ

と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
、
「
か
れ
」
で
は
な
く
「
わ
た
し
」
が
、

そ
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
ら
と
想
像
さ
れ
て
い
る
。

規
則
は
い
か
に
し
て
わ
た
し
を
導
く
の
か
(
た
と
え
ば
、
x
が

O
、

九

十

一

戸

〆

一
、
一
一
・
:
と
変
わ
る
と
き
、

i
i
i
の
査
を
書
き
つ
け
て
い
く
)

ω

，
h

¥

 

お
そ
ら
く
、
わ
た
し
は
そ
の
規
則
を
何
度
も
見
て
、
計
算
を
つ
ぶ

や
き
、
数
の
系
列
を
書
く
。
さ
ら
に
、
わ
た
し
の
書
い
た
数
を
認

め
な
い
ひ
と
、
わ
た
し
が
し
た
こ
と
を
理
解
し
な
い
ひ
と
に
、
わ

た
し
の
行
為
の
一
定
の
根
拠
と
説
明
を
与
え
る
。

し
か
し
、
こ
の
根
拠
と
説
明
を
だ
れ
も
納
得
し
な
か
っ
た
ら
、
ど

う
か
。
数
を
不
規
則
に
、
正
当
性
な
く
書
い
て
い
る
と
み
ん
な
に

言
わ
れ
た
ら
。
こ
れ
は
、
人
び
と
が
わ
た
し
の
言
語
を
突
然
理
解

し
な
く
な
る
の
に
似
て
い
る
。
あ
る
朝
目
覚
め
た
ら
、
自
分
の
ま

わ
り
の
ひ
と
が
み
な
わ
た
し
に
は
ま
っ
た
く
未
知
の
言
語
を
話
し
、

わ
た
し
が
話
す
の
を
開
く
や
驚
い
た
身
振
り
を
す
る
の
に
似
て
い

る
。
(
中
略
)

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
自
分
は
な
ん
と
一
一
=
口
う
だ
ろ
う
か
、
わ
た

し
に
は
わ
か
ら
な
い
。
な
に
が
真
実
な
の
か
、
わ
た
し
は
ど
う

や
っ
て
言
え
ば
い
い
の
か
。
も
し
か
す
る
と
、
か
れ
ら
は
精
神

病
続
に
わ
た
し
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し

て
、
わ
た
し
は
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る

w

た
ろ
う
。
(
三
ω
H
N
hア

℃
匂
・

N
O
N
i
N
O
ω
)
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あ
る
一
つ
の
計
算
に
対
し
て
、
わ
た
し
だ
け
が
異
な
る
反
応
を
し
て
し

ま
う
。
当
然
、
自
分
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
こ
れ
ま
で
教
え
ら
れ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
正
し
い
と
し
か
思
え
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
を
だ
れ
も
納

得
し
て
く
れ
な
い
。
し
か
も
、
た
っ
た
一
つ
の
数
列
を
書
き
出
せ
な
い

こ
と
と
周
囲
の
言
語
が
ま
っ
た
く
未
知
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
「
似
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
の
発
言
や
行
為
、
あ
ら

ゆ
る
綿
々
と
し
た
こ
と
が
依
っ
て
い
た
「
わ
れ
わ
れ
」
を
一
旦
失
え
ば
、

そ
の
す
べ
て
は
拠
り
所
な
く
、
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
「
わ

た
し
」
が
話
す
ど
ん
な
こ
と
ば
も
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
自
分



が
な
に
を
し
て
い
る
の
か
、
咋

B
ま
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
言
お

う
に
も
、
そ
の
道
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
他
の
成

員
た
ち
と
一
致
し
た
生
の
か
た
ち
を
わ
た
し
は
営
ん
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。
わ
た
し
は
そ
こ
に
生
ま
れ
で
て
、
十
分
な
訓
練
を
受
け
、
翻
訳
の

必
要
も
な
く
同
じ
言
語
で
意
思
疎
通
が
可
能
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
周
密

か
ら
も
そ
う
認
め
ら
れ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
あ
る
時
点
で
突
然
、
わ
た
し
は
「
か
れ
ら
」
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
を
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
「
わ
た
し
」
は
あ
る
朝
突
然
「
か

れ
ら
」
の
外
に
出
て
し
ま
い
、
自
分
一
人
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
言
い
方
で
は

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
わ
た
し
」
は
精
神
病
院
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
と
言
う
。
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
に
な
に
か
疾
患
の
可
能

性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
か
れ
ら
」
の
な
か
に
は
も
う
「
わ

た
し
」
の
位
震
す
る
場
所
が
な
い
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
な

り
の
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
わ
た
し
」
は
そ
こ
か

ら
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
。
「
か
れ
ら
」
が
そ
の
な
か
に
強
引
に
位
置
づ

け
よ
う
と
す
る
場
所
も
、
「
わ
た
し
」
の
場
所
で
あ
る
は
ず
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。

「
か
れ
ら
」
と
い
う
加
の
共
同
体
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
と
、
突
然

「
わ
れ
わ
れ
」
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
た
っ
た
一
人
の
人
物
の

ち
が
い
が
こ
の
点
に
あ
る
。
前
者
に
は
、
た
と
え
そ
の
内
実
を
理
解
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
場
所
を
与
え
て
し

ま
う
。
ポ
チ
に
対
し
て
「
イ
ヌ
」
と
し
て
応
答
す
る
よ
う
に
だ
。
し
か
し
、

後
者
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
応
答
が
で
き
な
い
。
そ
の
人
物
に
は
ど
ん

な
場
所
も
な
い
。
か
れ
を
位
置
づ
け
る
べ
き
「
か
れ
ら
」
が
な
い
の
だ

か
ら
。
つ
い
さ
つ
き
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
っ
た
か
れ
は
、
「
か
れ
ら
」

に
お
け
る
「
か
れ
」
よ
り
も
も
っ
と
遠
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
八
五
節
に
お
い
て
、
生
徒
と
「
わ
れ
わ
れ
」

の
ち
が
い
は
、
互
い
が
行
き
来
で
き
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
い
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
場
所
が
あ
る
こ
と
と
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
か
れ
は
、
そ
の
場
所
の
な
さ
に
よ
っ
て
、
「
わ

れ
わ
れ
」
の
共
同
性
を
反
射
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ウィトゲンシュタイン『留学探究j一八五節における「われわれJ

一
八
五
節
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
」

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
八
五
節
が
示
す
の
は
、
ま
ず
、
規

則
や
言
語
が
成
立
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
生
の
か
た
ち
の
一
致
、

「
わ
れ
わ
れ
」
の
共
同
性
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
共
同
性
は
、
そ
の

一
つ
ひ
と
つ
は
あ
ま
り
に
綿
々
と
し
た
日
々
の
実
践
、
カ
ヴ
ェ
ル
が

「
生
の
め
ま
ぐ
る
し
い
連
続
」
と
表
現
し
た
、
一
見
と
ら
え
ど
こ
ろ

の
な
い
事
実
に
お
い
て
結
ば
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

「
わ
れ
わ
れ
」
の
外
は
、
理
解
す
る
こ
と
も
位
置
付
け
る
こ
と
さ
え
で

き
な
い
。
一
八
五
節
に
お
い
て
生
徒
に
対
峠
さ
せ
ら
れ
る
と
き
、
「
わ
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れ
わ
れ
」
は
少
な
か
ら
ず
た
じ
ろ
ぐ
。
ま
ず
、
か
れ
の
や
り
方
を
「
わ

れ
わ
れ
」
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
。
か
れ
は
「
プ
ラ
ス

一
こ
と
い
う
命
令
に
、
一

0
0
0、一

O
O
由
、
一

O
O
八
、
一

O
一
二

と
答
え
る
。
そ
し
て
、
か
れ
の
答
え
を
「
一

0
0
0
ま
で
は
こ
を
、

二
0
0
0ま
で
は
部
を
:
・
」
と
理
解
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
白
身
の
や
り
方
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
が
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
辛
う
じ
て
わ
か
る
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
か
れ
の
背
景
に
「
か
れ
ら
」
が
あ
れ
ば
、
「
わ

れ
わ
れ
」
は
ひ
と
ま
ず
安
心
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
自

身
の
も
の
と
し
て
理
解
で
き
な
く
て
も
、
そ
れ
は
「
か
れ
ら
」
な
り
の

や
り
方
な
の
だ
と
、
と
り
あ
え
ず
片
付
け
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
る
か

ら
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
「
か
れ
ら
」
の
一
員
と
し
て
「
か
れ
」
を

位
霊
づ
け
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
一
八
五
節
の

生
徒
に
は
そ
も
そ
も
な
い
。
か
れ
の
や
り
方
の
背
景
に
は
「
か
れ
ら
」

の
教
育
、
言
語
は
な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
教
育
、
翻
訳
の
必
要
さ
え

な
い
「
わ
れ
わ
れ
」
の
言
語
し
か
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、

か
れ
の
や
り
方
に
場
所
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
、
ど
こ
に
も
手
を
か
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
然
、
か
れ
は
規
則
に
私
的
に
し
た
が
っ
て
い

る
9
H
N
C
N
)

の
で
も
な
い
。
規
則
は
つ
ね
に
、
生
の
か
た
ち
の
共
有

に
お
い
て
成
り
立
ち
、
私
的
な
競
別
は
そ
も
そ
も
あ
り
得
な
い
か
ら
だ
。

か
れ
は
、
規
則
に
し
た
が
っ
て
は
い
な
い
と
「
わ
れ
わ
れ
」
は
言
う
ほ

か
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
自
分
た
ち
の
言
語
の
な
か
に
、
あ
る
い
は

生
の
な
か
に
、
か
れ
の
反
応
を
ど
う
位
霊
づ
け
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な

い
ま
ま
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
動
揺
は
暫
定
的
に
さ
え
解
消
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
八
五
節
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
規
則
や
言

語
の
基
盤
と
し
て
の
共
同
性
と
、
そ
の
一
歩
外
の
圧
倒
的
な
不
可
能
性

を
、
あ
ざ
や
か
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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(
1
)
以
下
、
本
文
で
は
ぺ
探
究
円
割
註
で
は
苫
と
略
記
し
、
節
番
号
を
付
す
(
第

宮
部
に
つ
い
て
は

2
2与
さ
え
一
版
仏
子
三
・
に
よ
る
節
番
号
を
付
し
た
)
。
と

く
に
断
ら
な
い
限
り
、
第

I
部
を
指
す
。

(2)
こ
の
解
釈
の
多
く
を
、
宍

2
E巾
(
呂
∞
N
)

お
よ
び
鬼
界
の
一
連
の
考
察
に
負
つ

て
い
る
。

(3)
「巾ゲ

g
印
問
。
「
ヨ
の
訳
語
と
し
て
は
「
生
活
形
式
」
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
こ

の
概
念
は
、
他
々
人
の
日
々
の
生
活
と
い
う
以
上
に
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て

い
る
そ
の
あ
り
様
を
表
す
語
で
あ
り
、
本
一
端
で
は
「
生
の
か
た
ち
」
と
い
う

訳
語
を
用
い
た
。
ま
た
、
鬼
界
は
「
生
の
形
」
(
鬼
界
(
N
C
C
ω
)
)

、
羽
地
は
「
生

の
形
式
」

(ctぐ
)
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。

(4)
の白〈巾一一
(
N
O
O
N
)

七・印
N

・

(5)
当
該
諸
節
を
見
て
お
く
。

あ
る
映
像
を
わ
た
し
は
克
て
い
る
。
杖
を
支
え
に
険
し
い
道
を
の
ぼ
っ
て

行
く
老
人
を
そ
の
映
像
は
表
し
て
い
る
i
ど
の
よ
う
に
し
て
?
こ
の
姿
勢

で
下
へ
滑
り
昨
り
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

火
星
人
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
こ
の
映
像
を
、
そ
の
よ
う
に
記
述
す
る
か
も

、
、
、
、

し
れ
な
い
。
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
記
述
し
な
い
の
か
、
わ
た
し

に
は
説
明
す
る
必
要
が
な
い
。

(
2
5
c
概
外
。
強
調
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
)

ウィトゲンシュタイン『哲学探究j一八五節における「われわれj

ゲ
ー
ム
を
知
ら
な
い
部
族
で
、

2
人
の
ひ
と
が
チ
ェ
ス
盤
に
向
か
っ
て
対

局
を
し
て
い
る
。
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
心
的
な
総
伴
現
象
を
伴
っ
て
さ
え
い

、
、
、

る
、
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
そ
れ
を
み
れ
ば
、
か
れ
ら
は
チ
ェ
ス
を
し
て
い
る
と
言
う

w

た
ろ
う

0

9
お
き
強
調
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
)

ま
ず
、
三
九
節
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
映
像
を
端
的
に
、

解
釈
や
説
明
な
し
に
、
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
わ
れ
わ

れ
」
が
規
制
に
盲
目
的
に
し
た
が
う
の
と
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す

る
の
が
「
生
の
か
た
ち
」
の
一
致
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
火
星
人
の
生

の
か
た
ち
は
相
当
に
異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
れ
ら
が
下
す

判
断
も
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
二

O
O節
で
は
、

か
れ
ら
の
行
動
の
型
な
ど
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
ら
の
状
況
を
「
チ
ェ
ス
」

と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
!
ム
を
知
ら
な
い
か
れ
ら
は
自
分
た

ち
の
行
為
を
「
チ
ェ
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
当
然
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
を
「
チ

ェ
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
ゲ
!
ム
」
や
「
チ
ェ
ス
」
あ
る
い

は
そ
れ
に
似
た
加
の
ゲ
!
ム
と
の
速
い
を
す
で
に
習
得
し
て
い
る
「
わ
れ
わ

れ
」
の
み
で
あ
る
。

こ
れ
ら
以
外
の
節
に
つ
い
て
も
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
八
七
節
で
は
、
誌

の
定
義
の
無
担
後
退
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
説
明
は
ど
こ
か
で
終
わ
る
と

い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
道
し
る
べ
に
正
常
に
反
応
す

る
と
い
う
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
致
し
た
「
生
の
か
た
ち
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
一
六
節
で
は
、
「
知
識
」
「
存
在
」
「
対
象
」

と
い
っ
た
語
紫
に
よ
っ
て
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
留
学
者
た
ち
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
の
誌
の
「
ふ
る
さ
と
」
で
あ
る
「
日
常
的
な
使
用
法
」
へ
と
戻
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る
よ
う
に
う
な
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
民
る
べ
き
と
さ
れ
る
「
自
常
的
な

使
用
法
」
は
「
わ
れ
わ
れ
」
が
日
々
営
ん
で
い
る
「
生
の
か
た
ち
」
に
他
な

ら
な
い
。
一
一
一
二
二
節
で
は
、
理
解
に
特
有
な
体
験
を
論
じ
よ
う
と
す
る
対
話

者
に
対
し
て
、
し
か
し
、
そ
の
体
験
の
同
一
性
の
規
準
は
「
わ
れ
わ
れ
が
椛

立
す
る
」
の
だ
と
い
う
論
点
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
規
則
的
が
私
的
で
は

あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
機
で
あ
る
。

ま
た
、
五
五
一
節
織
外
(
と
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
(
足
ま
ミ
)
」
が
使
わ
れ
る
。

こ
の
強
調
の
意
図
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
つ
づ
く
(
ゲ
)
に
お
い
て
、

規
則
の
成
立
が
「
正
誤
」
を
決
定
す
る
と
い
う
、
規
則
一
の
問
題
と
同
種
の
内

容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。

(6)
穴
コ
事
司
(
H
C

∞N
Y

3

・H
H
i
H
N
・

(7)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、

4
5
一一
3
呂
田
(
巴
∞
H
)

、
人
不
二
(
N
0
3
)

に
学
ん
だ
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
前
期
か
ら
後
期
へ
の
移
行
を

「
超
越
論
的
な
発
想
の
内
部
で
起
こ
る
「
わ
た
し
」
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
」
へ

の
移
行
」
(
宅
ニ
一
芯
吉
田
(
巴
∞
ど
ち

-E寸
・
強
調
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
。
以
下
関
様
)

と
す
る
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
「
探
究
」
の
「
わ
れ
わ
れ
」

を
「
論
理
哲
学
論
考
」

qrHU)
五
.
六
部
を
変
換
し
た
「
わ
れ
わ
れ
の
一
一
一
一
口

、
、
、
、
、

諮
の
限
界
が
わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」
(
宅
ニ
一
3
5
印
(
お
∞
同
)

℃・

50)
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
特
徴
"
つ
け
て
い
る
。
立
制
忠
之
に
お
け
る
「
超

越
論
的
な
発
想
」
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

3
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

[
第
一
に
〕
わ
た
し
の
言
語
の
限
界
が
わ
た
し
の
位
界
の
限
界
を
意
味

す
る
。
[
第
二
に
〕
そ
の
限
界
を
両
側
か
ら
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
方
法
は
あ
り
得
な
い
i
む
し
ろ
、
言
語
や
思
考
の
間
限
界
は
、
あ
る
こ

と
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
事
実
に
お
い
て
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
し
て
[
第
三
に
〕
(
上
記
の
二
点
か
ら
婦
結
す
る
が
、
強
調
さ
れ
る
べ

き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
)
こ
れ
ら
の
見
解
に
あ
ら
わ
れ
る
「
わ
た
し

の
(
ヨ
己
」
は
、
世
界
の
内
部
に
あ
る
「
わ
た
し
(
{
こ
と
は
関
係
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
な
ぜ
わ
た
し
の
世
界
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
て
別
様
で
は
な

い
の
か
と
か
、
な
ぜ
わ
た
し
の
言
語
が
別
様
で
な
く
こ
の
特
徴
を
も
つ
の

か
等
々
に
つ
い
て
限
定
す
る
こ
と
を
、
経
験
的
な
探
求
(
「
論
考
」
で
は
「
自

然
科
学
」
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
)
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
問
題
だ
と

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
の
言
語
の
限
界
が
わ
た

し
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」
に
あ
る
「
わ
た
し
の
(
ヨ
可
)
」
や
、
実

際
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
「
言
語
」
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
探
求
が
可
能
で

あ
る
よ
う
な
意
味
で
は
あ
り
得
な
い
。
(
宅
ニ
一
Z
ヨ
印
(
巴
∞
同
)
刀
・
工
。
・
[
]

は
引
用
者
に
よ
る
。
)
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こ
の
超
越
論
的
な
「
わ
れ
わ
れ
の
言
語
」
は
、
そ
れ
が
言
語
で
あ
る
と
言
え

る
探
り
で
の
全
領
域
を
覆
う
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
「
言
語
」
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
そ
の
超
越
論
的
な
「
わ
れ
わ
れ
の
世
界
」
に
お
い
て
出
会
わ

れ
る
狭
い
意
味
で
の
言
語
共
同
体
、
た
と
え
ば
ホ
ピ
族
や
ネ
コ
に
つ
い
て
は

「
経
験
的
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
限
界
が
そ
れ
ぞ

れ
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」
(
君
主

3m(忌
∞
同
)
匂
・

50)
と
い
う
言
い

方
で
説
明
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
解
釈
に
は
問
題
も
あ
る
。
ま
ず
、
「
超
越
論

的
」
と
い
う
特
徴
付
け
で
は
、
加
の
生
の
か
た
ち
に
つ
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
理
解
不
可
能
性
を
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に

忠
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
別
の
共
同
体
の
や
り
方
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に

よ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
に
対
立
す
る

(
S
Z
印
)
選
択
肢
で
は
な
い
。
そ
れ
ら

、
、
、
、

は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の

q
s・
5)
選
択
肢
な
の
だ
」
(
宅
ニ
一
5
5
印
(
忌
∞
同
)

七・

50)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
挙

げ
る
他
の
共
同
体
の
例
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
む
し
ろ
選
択
肢
に
な

り
得
な
い
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
本
稿
と
の
関
係
で
述

べ
て
お
き
た
い
の
は
、
か
れ
の
解
釈
で
は
一
八
五
節
の
生
徒
を
う
ま
く
扱
え

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
生
徒
を
位
置
づ
け
る
可
能
性
は
四
つ
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
ま
ず
は
、
経
験
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
一
員
だ
ろ
う
が
、
ク
リ
プ
キ
を

参
照
し
な
が
ら
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
か
れ
が
互
い
に
理
解



で
き
な
い
以
上
、
こ
の
解
釈
は
と
れ
な
い
。
つ
、
ぎ
に
、
経
験
的
に
出
会
わ
れ

る
「
そ
れ
ぞ
れ
」
の
一
つ
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
が
、
本
文
で
も
論
じ
た
よ

う
に
、
こ
の
生
徒
に
は
位
誼
す
べ
き
「
か
れ
ら
」
の
一
マ
一
口
話
が
な
く
、
こ
れ
も

と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ぎ
に
、
超
越
論
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
外
と
い

う
可
能
性
で
あ
る
が
、
超
越
論
的
な
限
界
の
外
と
い
う
も
の
を
、
生
徒
の
よ

う
な
具
体
的
な
一
人
物
と
い
う
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。

最
後
の
可
能
性
は
、
超
越
論
的
な
「
わ
れ
わ
れ
」
の
内
部
だ
ろ
う
が
、
「
そ

れ
ぞ
れ
」
と
い
う
以
外
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
構
図
で
は
、
生
徒
を
ど
う
論
じ
れ
ば
よ

い
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(8)
あ
る
時
点
で
突
然
そ
の
外
に
立
っ
て
し
ま
う
可
能
性
を
ひ
と
た
び
認
め
れ

ば
、
そ
れ
が
特
定
の
場
面
ぞ
か
れ
と
い
う
人
物
で
あ
る
こ
と
に
必
然
性
は
な

く
な
る
。
事
実
的
に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
が
、
当
然
そ
れ
が
「
わ

た
し
」
で
み
る
可
能
性
も
否
定
は
で
き
な
く
な
る
台
た
ろ
う
。

(9)
翻
訳
に
つ
い
て
、
鬼
界
(
N
C
C
ω
)

宅
-
N
3
1
品
を
参
考
に
し
た
。

(
凶
)
す
で
に
引
用
し
た
吋
探
究
』
一
昭
三
節
で
は
、
わ
れ
わ
れ
と
は
異
な
る
仕
方

で
数
列
を
書
き
出
す
学
習
者
に
対
し
て
「
異
常

FEE-2})
」
と
い
う
一
一
一
一
口

い
方
が
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
か
・
も
し

れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
三
巴
立
で
「
わ
た
し
」
に
「
か
れ
ら
」
が
し
た
よ
う
に
、

「
わ
れ
わ
れ
」
は
こ
の
よ
う
な
生
徒
を
精
神
病
院
に
閉
じ
込
め
る
だ
ろ
う
か
、

そ
し
て
、
そ
れ
は
か
れ
を
「
患
者
」
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
内
部
に
位
置

づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
一
四
三
節
の
思
考
実
験
が
、
現
実
の
場
面
で
の
経
験
的

な
考
察
で
は
な
く
(
足
立
品
)
、
概
念
的
、
文
法
的
な
考
察
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
、
加
え
て
、
例
外
的
な
一
反
応
が
、
ほ
と
ん
ど
起
こ
ら
な
い
と
い
う
こ

と
こ
そ
が
、
十
進
法
と
い
う
規
則
を
成
立
さ
せ
る
根
本
的
な
前
提
で
あ
る
こ

と
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
。
こ
の
点
は
一
八
五
節
で
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
吋
探
究
」
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

が
、
本
稿
に
お
い
て
は
起
こ
り
う
る
疑
問
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
現
実
に

は
そ
う
対
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
、
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
苦
肉
の
策

だ
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
そ
う
し
た
と
し
て
も
、
か
れ
を
「
疾
患
」
と
し

て
位
誼
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
可
能
で
あ

る
の
は
、
そ
の
原
菌
、
あ
る
い
は
似
た
よ
う
な
他
の
症
例
、
ど
う
す
れ
ば
回

復
す
る
の
か
と
い
っ
た
説
明
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
か
れ
ら
」
と
し
て

認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
か
れ
が
現
れ
た
時
点
で

は
、
そ
の
よ
う
な
「
か
れ
ら
」
は
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
患
者
」
と
し

て
か
れ
に
応
答
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ウィトゲンシュタイン『哲学探究』一八五節における「われわれj

(
す
が
さ
さ
・
よ
し
の
筑
波
大
学
大
学
院
一
貫
制
博
士
課
程

人
文
社
会
科
学
研
究
科
哲
学
・
思
想
専
攻
)
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