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は
じ
め
に 

 

最
初
に
現
象
学
に
つ
い
て
、
あ
る
年
代
以
上
の
研
究
者
に
よ
く
知
ら
れ
た

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。 

 

ア
ロ
ン
は
自
分
の
コ
ッ
プ
を
指
し
て
、《
ほ
ら
ね
、
君
が
現
象
学
者

だ
っ
た
ら
、
こ
の
カ
ク
テ
ル
に
つ
い
て
語
れ
る
ん
だ
よ
、
そ
し
て
そ

れ
は
哲
学
な
ん
だ
！
》 

サ
ル
ト
ル
は
感
動
で
青
ざ
め
た
。
ほ
と
ん
ど
青
ざ
め
た
、
と
い
っ

て
よ
い
。

  (1) 
 

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
一
九
三
二
年
の
パ
リ
の
こ
と
で
あ
る
が
、
現
象
学
の

意
義
を
よ
く
捉
え
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
、
日
本
で
も
、
現
象
学
の
入
門
書

と
し
て
読
ま
れ
た
木
田
元
の
『
現
象
学
』
の
序
章
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
  (2)
。
従
来
の
哲
学
が
目
指
す
普
遍
性
と
そ
れ
に
伴
う
抽
象
性
に
対
し
て
、

現
象
学
が
現
実
性
と
、
な
に
よ
り
身
近
な
個
別
的
現
実
か
ら
の
哲
学
を
標
榜

し
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
す
で
に
忘
れ
去
ら
れ
つ
つ
あ
る
話

で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
現
在
に
お
い
て
も
現
象
学
の
位
置
づ
け
を
示
す
逸

話
と
言
え
よ
う
。 

実
は
筆
者
（
鈴
木
）
も
、
三
五
年
以
上
も
前
に
な
る
が
、
大
学
院
生
時
代

の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
輪
読
会
（
自
主
ゼ
ミ
）
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
事
象
分

析
と
し
て
、「
こ
こ
に
一
枚
の
灰
皿
が
あ
っ
て
…
…
」
と
目
の
前
に
あ
る
灰

皿
を
使
っ
て
、
そ
の
見
ら
れ
た
事
物
と
し
て
の
灰
皿
と
そ
の
意
味
規
定
、
知

覚
作
用
、
さ
ら
に
灰
皿
の
見
え
隠
れ
（
一
面
的
な
見
え
）
か
ら
、
現
出
物
の

現
出
と
の
同
一
性
と
差
異
性
…
…
等
々
、
解
読
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
素
材

と
し
て
記
述
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
資
料
に
つ
い
て
の
読
み

と
そ
の
解
釈
を
行
う
と
共
に
、
そ
れ
が
事
象
と
し
て
読
み
取
れ
て
い
る
か
を

ゼ
ミ
に
同
席
し
て
い
る
諸
先
輩
方
に
呈
示
し
て
い
る
作
業
で
も
あ
っ
た
。
一

般
的
な
演
習
で
は
、
一
次
資
料
の
読
み
と
解
釈
が
中
心
と
な
る
が
、
フ
ッ
サ

ー
ル
の
演
習
の
場
合
、
さ
ら
に
付
け
加
え
て
こ
う
し
た
事
象
分
析
を
行
う
こ
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と
が
そ
の
特
徴
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
た
。 

こ
う
し
た
事
象
分
析
は
、
な
に
も
気
取
っ
た
幻
惑
的
な
ポ
ー
ズ
と
し
て
行

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
事
象
に
即
し
た
現
象
学
の
分
析
の
特
徴
と
い
え

る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
、
ま
た
サ
ル
ト
ル
が
受
容
し
た
（
と
考
え
ら
れ
る
）

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
も
、
花
咲
く
リ
ン
ゴ
の
樹
の
下
で
の
知
覚
体
験

や
そ
の
気
持
ち
な
ど
を
記
述
し
、
こ
の
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
知
覚
作
用
、
お

よ
び
そ
の
所
与
か
ら
現
象
学
分
析
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
（H

.III/1 203

）、

あ
る
種
典
型
的
な
導
入
と
い
え
よ
う
。 

  
 

一 

本
稿
の
課
題 

 
 

こ
こ
で
本
稿
の
課
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
事
象
分
析
を
改
め
て
な
ぞ
る

こ
と
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
事
象
分
析
）
に
あ
ら
か
じ
め
含

ま
れ
て
い
る
前
提
に
着
目
し
、
そ
の
前
提
か
ら
事
象
分
析
を
試
み
、
そ
の
前

提
そ
の
も
の
を
問
い
か
け
た
い
と
考
え
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
見
ら
れ
た
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
や
灰
皿
と
い

う
こ
と
で
、「
意
識
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
た
事
物
対
象
」
を
出
発
点
と
し
た

事
象
分
析
・
志
向
分
析
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
出
発
点
と
し

て
の
見
ら
れ
た
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
を
中
心
に
分
析
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

が
、
そ
の
際
、
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
常
に
前
提
と
し
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
知
覚
過
程
か
ら
の
分
析
で
は
な
い
。

我
々
は
何
か
に
関
心
を
も
ち
注
意
を
そ
ち
ら
に
向
け
、
そ
の
よ
う
な
場
面
の

な
か
で
当
の
も
の
が
、
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
に

対
し
て
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
論
述
の
歩
み
は
体
験
の
側
か
ら
の
論
議
と
は
異

な
る
方
向
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に

お
い
て
そ
の
前
提
自
身
を
分
析
の
俎
上
に
あ
げ
、
体
験
の
側
か
ら
知
覚
の
分

析
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
あ
る
い
は
疑
問
に
対
し
て
、

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

 

筆
者
が
こ
こ
に
課
題
を
見
出
す
の
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が

「
不
注
意
盲
」
と
呼
ば
れ
る
認
知
心
理
学
上
の
知
見
と
し
て
、
対
象
が
目
の

前
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
対
象
の
認
識
に
至
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
あ
る
た

め
で
あ
る

  (3)
。
現
象
学
的
な
知
覚
モ
デ
ル
が
こ
の
事
象
を
も
含
ん
だ
枠
組
み

か
ど
う
か
が
問
い
え
る
し
、
こ
の
事
象
が
そ
の
試
金
石
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。 

 

こ
う
し
た
課
題
を
探
求
す
る
た
め
に
、
ま
ず
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
主
題
を

確
認
し
、
さ
ら
に
そ
の
主
題
を
ど
の
よ
う
に
展
開
し
解
明
し
て
い
る
の
か
を
、

目
次
に
即
し
て
簡
単
に
素
描
す
る
（
第
二
章
）。『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
よ
う
な

大
著
を
簡
単
に
要
約
す
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
無
謀
な
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
知
覚
認
識
に
関
す
る
限
り
で
あ
る
こ
と
を
お
断

り
し
て
お
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
こ
の
著
作
で
扱
わ
れ
る
事
象

が
知
覚
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
掲
げ
た
主
題
と
の
齟
齬
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。 

 

先
走
り
に
な
る
が
、
知
覚
を
中
心
に
ノ
エ
マ
的
意
味
と
そ
の
充
実
、
認
識

と
理
性
と
い
っ
た
分
析
が
な
さ
れ
、
現
実
認
識
が
記
述
さ
れ
る
が
、
知
覚
が
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そ
の
事
象
に
即
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。 

 

そ
こ
で
次
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
基
づ
い
て
、
知
覚
現
象
を
そ
の
過
程

に
対
応
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
に
す
る
（
第
三
章
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
事
物

の
知
覚
認
識
が
い
か
に
成
り
立
つ
と
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
描
い
て
い
た

か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。 

 

そ
の
上
で
、
知
覚
論
に
お
け
る
特
に
意
味
、
直
観
、
お
よ
び
注
意
の
概
念

規
定
に
着
目
し
そ
こ
に
含
有
す
る
機
能
を
分
析
し
て
、
本
稿
の
課
題
に
つ
い

て
論
説
す
る
（
第
四
章
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
覚

理
論
が
抱
え
て
い
た
諸
問
題
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

二 

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
主
題
と
概
説 

 
 

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
主
題
は
、
た
と
え
ば
、
後
に
出
版
さ
れ
た
英
語
版
の

「
あ
と
が
き
」
で
は
「
純
粋
現
象
学
も
し
く
は
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
名

辞
の
下
で
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
学
の
基
礎
付
け
を
試
図
」（H

.V
 141

）
す
る

と
明
記
し
て
い
る
と
お
り
、
学
の
基
礎
付
け

、
、
、
、
、
、
が
そ
の
全
体
の
目
的
で
あ
る

（「
ひ
と
つ
の
新
し
い
学
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
新
し
さ
に
つ
い
て

は
、
超
越
論
的
主
観
性
と
い
う
経
験
領
野
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ

て
お
り
、
そ
れ
も
デ
カ
ル
ト
以
来
準
備
さ
れ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
の
新
し

さ
で
あ
る
と
断
っ
て
い
る
）。 

 

そ
し
て
「
緒
論
」（H

.III/1 5ff.

）
に
お
い
て
そ
の
任
務
の
た
め
に
そ
の
構

想
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
ず
、
現
象
学
が
事
実
学
で
は
な
く
本
質
学
で
あ
る
こ
と
、
現
象
学
が
扱

う
現
象
と
は
あ
る
異
な
る
態
度
に
よ
っ
て
変
様
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

態
度
が
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
方
法
の

道
筋
を
呈
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
「
超
越

論
的
に
純
化
さ
れ
た
意
識
と
そ
の
意
識
の
本
質
的
な
相
関
者
」
を
明
ら
か
に

す
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
て
開
示
さ
れ
た
純
粋
意
識
の
普
遍
的
な
構
造
に
つ
い

て
分
析
す
る
こ
と
が
課
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
簡
単
に
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
目
次
に
即
し
て
、
そ
の
概
観
を
確
認

し
て
み
よ
う
。 

  

「
第
一
編 

本
質
と
本
質
認
識
」 

 

「
第
二
編 

現
象
学
的
基
礎
考
察
」 

 

「
第
三
編 

純
粋
現
象
学
の
方
法
と
問
題
に
つ
い
て
」 

 

「
第
四
編 

理
性
と
現
実
」 

  

概
ね
「
緒
論
」
で
規
定
さ
れ
た
目
的
と
そ
の
構
想
に
即
し
て
、
論
説
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 
す
な
わ
ち
、「
第
一
編 

本
質
と
本
質
認
識
」
に
お
い
て
は
、
知
覚
さ
れ

た
事
態
の
な
か
で
、
事
実
と
本
質
に
つ
い
て
現
象
学
の
規
定
が
な
さ
れ
、
事

実
が
本
質
（
意
味
）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
い
わ
ゆ

る
事
実
認
識
に
お
い
て
「
本
質
直
観
」
が
（
す
で
に
）
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
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を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
今
後
の
解
明
へ
の
足
が
か
り
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。 

 

次
の
「
第
二
編 

現
象
学
的
基
礎
考
察
」
に
お
い
て
は
、
方
法
と
し
て
の

現
象
学
的
還
元
の
意
義
と
、
そ
れ
に
よ
る
自
然
的
態
度
か
ら
現
象
学
的
態
度

と
い
う
態
度
変
更
の
方
途
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
現
象
学
的
態
度
に
よ
っ
て
純

粋
意
識
の
領
域
が
開
示
さ
れ
、
現
象
学
が
こ
の
純
粋
意
識
を
領
野
と
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
「
第
三
編 

純
粋
現
象
学
の
方
法
と
問
題
に
つ
い
て
」
に
お
い
て

純
粋
意
識
の
一
般
構
造
が
解
明
さ
れ
る
。
意
識
が
あ
る
も
の
の
意
識
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
純
粋
意
識
が
、
体
験
さ
れ
る
実
的
成
素
と
志
向
的
内
容
に
ま
ず

区
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
意
識
の
作
用
面
（
知
覚
作
用
、
想
像
作
用
等
）
と
し

て
の
ノ
エ
シ
ス
と
、
意
識
さ
れ
た
内
容
の
面
に
関
わ
る
ノ
エ
マ
の
層
の
分
析

が
な
さ
れ
る
。 

 

最
後
の
「
第
四
編 

理
性
と
現
実
」
に
お
い
て
は
、
実
は
保
留
に
し
て
い

た
現
実
認
識
の
問
題
に
着
手
す
る
。
ノ
エ
マ
自
身
の
側
か
ら
現
実
の
対
象
へ

の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
に
働
く
（
フ
ッ
サ
ー
ル
独
自
の
）
理
性
が

述
べ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
単
に
ノ
エ
マ
的
意
味
と
し
て
意
味
規
定
に
と
ど
ま
ら

ず
、
そ
れ
が
「
意
味
の
充
実
」
と
い
う
形
で
現
実
の
対
象
の
認
識
に
ま
で
至

る
ま
で
を
分
析
し
て
い
る
。
現
実
認
識
と
理
性
の
問
題
と
し
て
解
明
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。 

 

簡
略
で
は
あ
る
が
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
枠
組
み
を
示
し
た
。
た
だ
こ
こ

で
さ
し
あ
た
り
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
現
実
の
事
物
認
識
に
お
い
て
、
知
覚

が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
想
像
で
も
な
く
期
待
で
も
な

く
、
さ
ら
に
は
想
起
で
も
な
く
、
知
覚
が
対
象
そ
の
も
の
の
認
識
の
源
泉
だ

か
ら
で
あ
り
、
知
覚
に
よ
る
認
識
構
造
を
い
わ
ば
モ
デ
ル
と
し
て
論
述
を
展

開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（H

.III/1 7f.

）。 

 

こ
の
よ
う
に
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
で
論
述
さ
れ
る
事
象
は
主
に
知
覚
（
視
覚
）

で
あ
る
が
、
そ
の
著
述
は
そ
の
事
象
に
即
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。 

 

事
象
と
し
て
は
知
覚
を
重
視
し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
典
型
的
な
認
識
モ
デ
ル

と
し
て
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
目
次
を
確
認
す
る
と
、
事
象
過
程
（
感

覚
与
件
か
ら
の
知
覚
認
識
の
成
立
）
に
即
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
齟
齬
が

見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
目
的
が
学
の
基
礎
付
け
で
あ
り
、
そ
の
基

礎
付
け
の
基
盤
と
し
て
の
超
越
論
領
野
で
あ
る
純
粋
意
識
の
開
示
、
さ
ら
に

そ
の
領
野
に
至
る
た
め
の
態
度
変
更
を
も
た
ら
す
動
機
付
け
と
し
て
の
基

礎
付
け
理
念
や
、
態
度
変
更
を
辿
る
、
い
わ
ば
追
体
験
と
し
て
の
方
法
で
あ

る
現
象
学
的
還
元
こ
そ
が
論
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
覚
分
析
は
あ

く
ま
で
の
そ
の
一
貫
と
し
て
、
い
わ
ば
組
み
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
知
覚
分
析
に
即
し
て
論
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
問
題
か
ら
す
る
な
ら
、「
第
一
編 

本
質
と
本
質
認
識
」
に
お
い
て
認
識
問
題
を
扱
う
中
で
、
既
に
知
覚
に
お
い

て
意
味
規
定
が
既
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
、
さ
ら
に

そ
れ
を
受
け
容
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
今
後
の
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』

の
論
述
過
程
の
な
か
で
、
前
提
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
分
析
対
象
と
し
て

探
究
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
い
わ
ば
試
金
石
と
な
ろ
う
。 
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三 

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
け
る
知
覚
認
識
の
成
立 

 
 

そ
こ
で
本
稿
に
お
け
る
課
題
の
た
め
に
、
一
旦
は
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
本
来

の
課
題
か
ら
離
れ
、
こ
の
主
著
に
お
い
て
知
覚
に
関
わ
る
論
述
部
分
を
取
り

上
げ
て
、
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
再
構
成
し
て
み
る
こ
と
に
す
る

（H
.III/1 202ff.

）。 

 

た
と
え
ば
、
目
の
前
に
リ
ン
ゴ
の
樹
が
あ
っ
て
そ
れ
を
見
て
い
る
と
す
る
。

そ
れ
は
実
在
的
な
関
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
幻
覚
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
実
在
関
係
は
成
立
し
な
い
。
し
か
し
意
識
に
お
い
て
そ
の
リ
ン
ゴ
の
樹
が

み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
体
験
そ
の
も
の
は
意
識
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
知
覚
作
用
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
（
こ
の
場
合
の
リ
ン
ゴ
の
樹
）

と
の
関
係
は
「
志
向
的
な
関
係
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
（
も
し
幻
覚
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
非
実
在
と
い
う
存
在
性
格
の
も
と
で
そ
の
志
向
的
な
関
係

は
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
）。 

 

こ
の
作
用
の
側
が
「
ノ
エ
シ
ス
」、
作
用
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
内
容
が

「
ノ
エ
マ
」
と
言
わ
れ
る
。
実
在
と
し
て
の
樹
木
そ
の
も
の
は
丸
焼
け
に
な

っ
た
り
す
る
。
し
か
し
樹
木
と
し
て
「
知
覚
さ
れ
た
も
の
」（
そ
の
内
容
）

は
丸
焼
け
に
な
っ
た
り
し
な
い
。
そ
れ
は
実
在
的
な
特
質
を
も
た
ず
、
知
覚

の
「
意
味
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
識
に
お
け
る
時

間
の
流
れ
（
体
験
流
）
に
お
い
て
知
覚
が
そ
の
つ
ど
刻
々
と
変
化
し
な
が
ら
、

し
か
し
知
覚
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
リ
ン
ゴ
の
樹
は
同
一
性
を
保
持
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
意
味
的
な
同
一
性
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ノ
エ

シ
ス
は
、
知
覚
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
想
起
、
期
待
、
想
像
な
ど
の
諸
作
用

が
あ
る
が
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
知
覚
は
対
象
自

身
を
与
え
る
こ
と
か
ら
特
権
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 

作
用
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
対
象
・
内
容
で
あ
る
ノ
エ
マ
は
、
そ
の
存
在

性
格
（
措
定
性
、
非
措
定
性
）
を
含
め
て
多
重
構
造
（
と
命
題
的
構
造
）
を

も
っ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
れ
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。
た
だ
こ
こ

で
知
覚
さ
れ
た
リ
ン
ゴ
の
樹
が
視
点
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
見
え

方
が
異
な
る
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
リ
ン
ゴ
の
樹
よ
り
目
の
前
の
お
椀

の
よ
う
な
物
の
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
が
、
お
椀
を
見
て
い
る
と
い
っ
て
も

そ
れ
は
そ
の
一
面
に
し
か
す
ぎ
ず
、
一
定
の
方
向
か
ら
の
お
椀
で
あ
り
、
た

だ
そ
の
お
椀
を
動
か
し
た
り
、
あ
る
い
は
視
点
を
動
か
し
た
り
す
る
こ
と
で

多
面
的
な
お
椀
の
面
が
見
ら
れ
る
。
我
々
が
直
接
見
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で

も
そ
の
お
椀
の
一
面
に
し
か
過
ぎ
な
い
が
そ
れ
を
介
し
て
お
椀
自
身
を
同

一
の
知
覚
物
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
対
象
物
と
そ
の
内
容
規
定
自
身

が
そ
れ
自
身
、「
ノ
エ
マ
内
の
規
定
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
事
物

（
現
出
物
）
は
あ
る
理
念
と
し
て
、
ノ
エ
マ
的
に
解
さ
れ
た
現
出
の
多
様
性

に
対
す
る
同
一
性
を
も
つ
規
則
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（vgl.H

.III/1 

349f.
）。 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
に
お
け
る
体
験
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、
も
う
ひ
と

つ
重
要
な
成
素
を
あ
げ
、
ノ
エ
マ
と
の
区
分
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
意
識
体

験
で
あ
る
ヒ
ュ
レ
ー
（
感
覚
与
件
）
で
あ
り
、
た
と
え
ば
色
彩
体
験
や
拡
が
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り
感
覚
、
触
覚
感
覚
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
（H

.III/1 191f.

）。
こ
の
具
体

的
な
体
験
与
件
は
、
そ
の
ノ
エ
マ
で
あ
る
彩
り
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
前
者
は
た
と
え
ば
体
験
さ
れ
て
い
る
赤
や
白
と
い
っ
た
色
彩
感
覚
内
容

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
た
と
え
ば
事
物
で
あ
る
リ
ン
ゴ
の
表
面

（
皮
）
の
赤
色
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
者
を
「
現
出
す
る
事
物
の
諸
契

機
で
あ
る
彩
り
」
と
規
定
し
、
前
者
と
の
関
係
で
は
、「
感
覚
内
容
を
介
し

て
『
呈
示
』
さ
れ
て
体
験
」
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
（H

.III/1 192f.

）。

前
者
が
た
だ
単
に
体
験
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
志
向
的
な
体
験

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

  (4)
。 

 

用
語
上
の
こ
と
と
し
て
は
、
感
覚
与
件
（
ヒ
ュ
レ
ー
）
や
さ
ら
に
作
用
（
ノ

エ
シ
ス
）
自
身
は
、
直
接
体
験
さ
れ
て
い
る
の
で
実
的
構
成
要
素
と
規
定
さ

れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
感
覚
内
容
を
い
わ
ば
素
材
と
し
て
作
用
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
る
の
が
、
志
向
的
相
関
者
で
あ
る
志
向
的
内
容
（
ノ
エ
マ
）
と
言

わ
れ
区
分
さ
れ
る
（H

.III/1 202

）。 
 

四 

知
覚
過
程
か
ら
み
た
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
問
題 

 
 

以
上
簡
単
に
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
け
る
知
覚
認
識
の
素
描
を
試
み
た
。

特
に
そ
の
認
識
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
成
素
と
そ
の
連
関
が
示
さ
れ
た
。 

 

し
か
し
こ
の
構
造
分
析
は
実
際
の
知
覚
過
程
に
即
し
て
考
察
し
た
場
合
、

い
わ
ば
問
題
含
み
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
み
よ
う
。 

 

四
・
一 

意
味
付
与
作
用
に
つ
い
て 

 
 

ま
ず
体
験
が
単
に
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
、
志
向
的
体
験
と
な
る
こ
と
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 

つ
ま
り
体
験
は
単
に
体
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
或
る
も
の
の
現
れ
（
一

側
面
、
た
と
え
ば
リ
ン
ゴ
の
色
合
い
）
と
し
て
体
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の

動
機
付
け
が
問
わ
れ
る
。 

前
者
か
ら
後
者
へ
の
成
立
に
つ
い
て
は
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。 

  
 

感
覚
的
諸
契
機
の
上
に
、
い
わ
ば
こ
れ
を
生
気
づ
け
る
意
味
付
与
的
な

一
つ
の
層
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
…
…
そ
の
層
を
介
し
て
具
体
的
な
志

向
的
体
験
が
成
立
す
る
。（H

.III/1 192

） 
  

す
な
わ
ち
、
志
向
的
体
験
は
そ
れ
自
身
が
、「
意
味
付
与
に
よ
る
統
一
」

で
あ
り
、
感
覚
与
件
は
そ
の
「
意
味
付
与
の
た
め
の
素
材
」
の
機
能
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
意
識
が
あ
る
も
の
の
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
が
事
実

に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
は
意
味
的
に
規
定
さ
れ
た
本
質
を

持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
同
一
的
な
内
容
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

「
意
識
の
本
質
」
が
「『
意
味
』
と
い
う
も
の
を
己
の
内
に
内
蔵
す
る
」
と

言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（H

.III/1 194

）。
先
に
述
べ
た
「
ノ
エ
シ
ス
」
と

い
う
用
語
も
こ
こ
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
ノ
エ
シ
ス
と
は
「
最
広
義
の
ヌ
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ー
ス
（
理
性
・
思
考
）」
で
あ
り
「
ノ
ル
ム
を
包
括
」
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。 

 

そ
し
て
ノ
エ
シ
ス
的
諸
契
機
の
う
ち
で
意
味
付
与
作
用
が
遂
行
さ
れ
る

（H
.III/1 194f.

）
と
規
定
さ
れ
る
。
志
向
的
体
験
は
ノ
エ
シ
ス
的
契
機
に
よ

っ
て
意
味
を
自
ら
の
う
ち
に
内
蔵
す
る
（H

.III/1 202

）
と
い
う
よ
う
に
、

志
向
的
体
験
が
知
覚
作
用
、
意
味
付
与
作
用
、
さ
ら
に
感
覚
与
件
の
契
機
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
意
味
付
与
作
用
自

身
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
動
機
付
け
と
契
機
に
つ
い
て
は
、
記
述
に
至
っ
て
い

な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
の
動
機
付
け
に
関
わ
る
記
述
と
し
て
は
、 

 

 

純
粋
自
我
が
意
味
付
与
に
よ
り
つ
つ
自
ら
が
ま
さ
に
「
思
念
し
て
い

る
」
対
象
の
方
へ
と
眼
差
し
を
向
け
、
つ
ま
り
自
ら
の
念
頭
に
あ
る

対
象
の
方
へ
と
眼
差
し
を
向
け
、
さ
ら
に
は
対
象
を
把
握
し
確
定
す

る
と
い
う
こ
と
が
、
ノ
エ
シ
ス
的
諸
契
機
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

（H
.III/1 202

） 
 

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
我
が
あ
ら
か
じ
め
思
念
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
意

味
を
志
向
し
て
い
る
対
象
が
あ
り
、
そ
れ
が
眼
前
に
あ
る
と
き
に
眼
差
し
が

そ
ち
ら
に
向
か
い
、
知
覚
認
識
が
成
立
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た

と
え
ば
（
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
）
表
現
さ
れ
た
内
容
で
あ
れ
、
頭

の
な
か
で
あ
れ
、
そ
の
意
味
を
志
向
し
、
さ
ら
に
実
際
に
そ
れ
が
視
界
に
は

い
っ
た
と
き
に
認
識
が
成
り
立
つ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
と
共
に
、
眼
差

し
の
動
き
に
関
す
る
動
機
付
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
『
イ

デ
ー
ン
Ｉ
』
の
論
説
に
沿
っ
た
分
析
で
あ
り
、
一
般
的
な
知
覚
過
程
で
は
な

い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。 

 

本
稿
が
た
だ
単
に
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
事
象
分
析
を
求
め
る
の

は
、
こ
れ
が
「
不
注
意
盲
」
の
事
象
を
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
の
一
因
で
あ
る

と
み
な
せ
る
し
、
さ
ら
に
（
後
に
ま
た
述
べ
る
が
）
フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
覚
モ

デ
ル
の
制
約
を
露
わ
に
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
け
る
冒
頭
で
事
実
に
関
す
る
意
味
規
定
か
ら
認
識
に

お
け
る
意
味
規
定
を
先
行
的
に
扱
う
こ
と
は
、
知
覚
分
析
に
お
い
て
は
適
合

し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
前
者
を
「
志
向
―

充
実
」
と
い
う
枠

組
み
で
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
志
向
さ
れ
た
対
象
が
、
実
際
に
知

覚
・
直
観
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
が
充
実
さ
れ
、
そ
れ
が
認
識
に
至
る

と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
的
な
知
覚
認
識
が
こ
の
図

式
に
は
当
て
は
ま
る
こ
と
は
な
い
（「
志
向
―

充
実
」
の
枠
組
み
は
前
著
『
論

理
学
研
究
』
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て

も
こ
の
図
式
の
下
に
論
説
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
）。 

 

四
・
二 

直
観
の
多
義
性
、
操
作
的
概
念 

 
 

こ
の
よ
う
に
知
覚
現
象
に
お
け
る
認
識
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
介
在
す
る
意

味
付
与
作
用
に
つ
い
て
は
、
一
機
能
と
し
て
介
在
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
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得
る
が
、
な
お
動
機
付
け
の
下
で
は
問
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
と

い
え
よ
う
。 

 

同
様
の
問
題
は
、
知
覚
に
お
け
る
「
直
観
」
に
関
し
て
も
示
す
こ
と
が
で

き
よ
う
（
直
観
概
念
に
つ
い
て
は
あ
る
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
え
る
）。 

 

さ
き
に
触
れ
た
が
、
知
覚
が
い
わ
ば
特
権
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
次
の
引
用
か
ら
も
確
認
で
き
る
。 

 

 

直
接
的
に
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
（
ギ
リ
シ
ャ
語
で
言
え
ば
ノ
エ

イ
ン
と
い
う
こ
と
）、
つ
ま
り
た
だ
単
に
感
性
的
に
経
験
し
つ
つ
見
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
原

的
に
与
え
る
働
き
を
す
る
意
識
で
あ
る
限
り
の
見
る
と
い
う
こ
と
一

般
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
主
張
の
究
極
の
正
当
性
の
源
泉
で
あ
る

（H
.III/1 43

）。 
  

見
る
こ
と
が
「
原
的
に
与
え
る
働
き
」
で
あ
る
限
り
で
、
理
性
認
識
の
源

泉
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
、
認
識
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。 

 

そ
し
て
直
観
が
「
対
象
を
与
え
る
働
き
を
す
る
」（H

.III/1 11

）
と
規
定

さ
れ
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。 

 

こ
の
直
観
の
う
ち
で
こ
そ
、
当
の
区
域
の
諸
対
象
が
、
そ
れ
自
身
そ

の

も

の

と

し

て

与

え

ら

れ

、

つ

ま

り

自

己

所

与

性

（Selbstgegebenheit

）
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
部

分
的
に
は
原
的
所
与
性
と
し
て
現
れ
て
く
る
。（H

.III/1 11

） 
  

す
な
わ
ち
、
直
観
に
よ
っ
て
対
象
が
そ
れ
自
身
と
し
て
現
れ
る
の
で
、
逆

に
言
っ
て
直
観
こ
そ
が
、
対
象
が
ま
さ
に
そ
れ
が
あ
る
と
お
り
に
対
象
を
与

え
る
働
き
を
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
直

観
と
は
少
な
く
と
も
そ
の
典
型
的
な
認
識
と
し
て
は
知
覚
で
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
実
際
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
中
で
は
「
対
象
を
与
え
る
働
き
を
す
る

直
観
の
役
目
を
す
る
も
の
は
、
自
然
的
経
験
」、「
原
的
に
与
え
る
働
き
を
す

る
経
験
は
知
覚
」（H

.III/1 11

）
と
い
っ
た
言
説
も
あ
る
の
で
直
観
が
す
な

わ
ち
知
覚
で
、
そ
れ
が
さ
ら
に
認
識
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
写
像
と
は
異
な
り
、
知
覚
が
像
で
は
な
く
、
対
象
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ

て
い
る
）。
な
に
よ
り
も
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
「
本
質
直
観
」
と
い
う
表
現

を
使
い
、
直
観
に
よ
っ
て
個
別
事
例
が
直
観
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
意
味

的
な
本
質
が
認
識
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
こ
の
理
解
は
妥
当

な
も
の
と
さ
れ
る
（H

.III/1 14

）。 

 

し
か
し
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
認
識
自
身
に
お
い
て
は
ヒ
ュ
レ
ー
が
与

え
ら
れ
て
い
て
意
味
付
与
作
用
の
機
能
の
元
に
そ
の
認
識
が
成
立
し
て
お

り
、
そ
の
場
合
、
直
観
は
あ
く
ま
で
も
認
識
の
起
源
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
。 

 

た
と
え
ば
「
そ
の
学
問
の
認
識
に
は
…
…
そ
れ
の
正
当
性
を
証
示
す
る
基

礎
付
け
の
根
本
源
泉
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
直
観
が
あ
る
」（H

.III/1 10f.

）

と
い
う
記
述
か
ら
す
る
な
ら
、
認
識
源
泉
と
し
て
の
直
観
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
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狭
義
に
解
す
る
な
ら
、
認
識
と
直
観
は
区
分
さ
れ
る
べ
き
機
能
で
あ
り
、
認

識
の
す
く
な
く
と
も
一
契
機
と
し
て
直
観
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
知
覚
自
身
が
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、
直
観
が
ど

の
よ
う
な
契
機
で
あ
り
、
い
か
な
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る

必
要
が
あ
ろ
う
（
知
覚
が
典
型
的
で
特
権
的
な
認
識
で
あ
り
、
ま
た
直
観
も

広
義
に
は
そ
の
認
識
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
狭
義
に
お
い
て

は
直
観
は
知
覚
の
一
契
機
と
し
て
規
定
さ
れ
る
）。 

 

た
だ
し
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
て
い
る
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
。
こ
の
点
を
「
第
三
編 
純
粋
現
象
学
の
方
法
と
問
題
に
つ

い
て
」
か
ら
辿
っ
て
み
よ
う
。 

 

た
と
え
ば
、
こ
の
編
の
冒
頭
で
は
「
一
義
的
な
述
語
」
を
規
定
す
る
た
め

に
、「
超
越
論
的
に
純
粋
な
意
識
の
範
例
的
な
所
与
に
即
し
て
、
直
接
的
な

本
質
観
取
を
遂
行
」（H

.III/1 140

）
す
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
意

味
は
「
充
実
す
る
意
味
」
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
す
で
に
所
与
が
な

さ
れ
、
そ
れ
を
源
泉
と
し
て
認
識
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
出
発
と
し
て
い

る
。
充
実
し
た
意
味
も
す
で
に
認
識
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
織
り
込
ま
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
別
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
節
に
お
い
て
所
与
性
に
つ
い

て
は
、「
所
与
性
と
い
う
名
称
を
使
う
と
き
、
…
…
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い

う
あ
り
さ
ま
の
意
を
同
時
に
籠
め
て
い
る
…
…
、
本
質
所
与
性
の
場
合
に
は
、

原
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
の
意
を
同
時
に
籠
め
て
い
る
」

（H
.III/1 143

）
と
規
定
し
て
お
り
、
意
味
志
向
さ
れ
た
内
容
が
把
握
さ
れ

て
い
て
認
識
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
の
下
で
の
論
述
で
あ
る
こ
と
を

明
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
先
行
規
定
は
、
い
わ
ば
『
イ
デ
ー

ン
Ｉ
』
に
お
け
る
「
第
一
編
」
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
た
・
前
提
と
し
た
分

析
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
ど
ち
ら
に

し
ろ
、
こ
う
し
た
論
述
に
よ
っ
て
は
、
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
直
観
の

機
能
が
十
分
に
論
説
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
事
象
に
即
し

た
分
析
に
届
か
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

実
際
、
直
観
に
お
け
る
「
与
え
る
働
き
」
と
い
っ
た
場
合
、
個
別
直
観
に

限
っ
て
い
っ
て
も
何
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
釈
然
と
し

な
い
。
つ
ま
り
事
物
と
し
て
の
対
象
（
の
一
事
例
の
例
示
）
と
し
て
解
釈
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
直
観
は
い
わ
ば
個
別
範
例
を
示
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
認
識
の
一
契
機
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
は
、
ヒ
ュ

レ
ー
を
そ
れ
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
成
り
立
つ
。
こ
の
場

合
、
時
間
に
お
け
る
形
式
を
受
け
容
れ
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ
ば
「
意
味
」
と
い

う
一
定
の
構
造
が
成
立
し
て
い
る
な
か
で
の
ヒ
ュ
レ
ー
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
基
礎
概
念
で
あ
る
「
直
観
」
の
揺
ら
ぎ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
フ
ィ
ン
ク
の
指
摘
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

 

フ
ィ
ン
ク
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
用
い
る
概
念
に
は
「
主
題
的
概
念
」
と
「
操

作
的
概
念
」
の
二
種
に
区
分
で
き
る
と
み
な
し
て
い
る

  (5)
。
前
者
は
ま
さ
に

思
惟
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
た
も
の
を
確
定
し
て
い
る
概
念
で
あ
り
、
た
と
え

ば
「
超
越
論
的
主
観
性
」
概
念
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
主
題
的
概
念
を

形
成
す
る
さ
い
に
は
別
の
概
念
を
使
用
し
、
対
象
的
確
定
が
な
さ
れ
て
い
な

い
知
的
図
式
を
用
い
て
操
作
を
行
っ
て
い
る
。
後
者
が
操
作
的
概
念
と
規
定
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さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
い
わ
ば
比
喩
的
に
「
哲
学
の
影
」
と
称
さ
れ
る
。
し

か
し
こ
の
光
と
影
の
比
喩
に
お
い
て
主
題
と
そ
の
背
景
、
あ
る
い
は
地
平
の

よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
。（
お
そ
ら
く
こ
こ
が
重
要
だ
ろ

う
が
）
そ
れ
は
関
心
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
関
心
そ
の
も
の
で
あ
る
と

フ
ィ
ン
ク
は
述
べ
て
い
る
。 

 

我
々
は
こ
の
関
心
を
と
お
し
て
主
題
に
関
係
す
る
か
ら
こ
そ
、
関
心

そ
の
も
の
は
「
主
題
の
な
か
に
」
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
観
る
こ
と

の
媒
体
で
あ
る
か
ら
観
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

  (6) 
  

す
な
わ
ち
、
主
題
的
に
扱
う
事
態
と
し
て
概
念
規
定
さ
れ
た
思
惟
対
象
に

対
し
て
そ
の
思
惟
に
お
け
る
そ
の
遂
行
状
態
に
関
わ
る
概
念
は
、
操
作
的
に

使
用
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
、
あ
る
い
は
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な

る
。
フ
ィ
ン
ク
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
使
用
し
て
い
る
「
現
象
、
エ
ポ
ケ
ー
、

構
成
、
超
越
論
的
論
理
学
」
等
の
概
念
は
主
題
的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
以
上

に
操
作
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
両
者
の
区
分
は
区
分

と
し
て
は
成
り
立
つ
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
機
能
上
の
区
分
で
あ
る
こ
と
に

な
る

  (7)
。
フ
ィ
ン
ク
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、
ま
さ
に
直
観
概
念
自
身
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
操
作
的
概
念
と
し
て
使
用
し
て
お
り
、
特
に
知
覚
分
析
に
お
い
て

は
知
覚
に
お
け
る
一
契
機
と
し
て
常
に
機
能
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
自
体

と
し
て
は
主
題
的
に
扱
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う

  (8)
。 

 

四
・
三 

『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
け
る
注
意
論 

 
 

こ
こ
で
さ
ら
に
知
覚
に
お
け
る
注
意
機
能
を
ど
の
よ
う
に
見
な
し
て
い

た
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

 

知
覚
に
お
い
て
注
意
機
能
は
、
大
き
く
は
あ
る
事
物
に
視
線
が
向
け
ら
れ

る
よ
う
な
場
面
（§35

）
と
、
す
で
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
事
物
を
さ
ら
に
よ

り
把
握
す
る
場
面
（§92

）
の
二
つ
に
区
分
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
は
単
に
用
語
上

の
問
題
と
し
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
注
意
機
能

に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
来
的
な
知
覚
と
し
て

紙
を
見
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
背
景
と
し
て
の
鉛
筆
や
イ
ン
ク
壺
も
視
野
に

入
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
背
景
直
観
の
庭
」
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

「
直
観
作
用
の
な
か
に
す
で
に
注
意
し
配
意
（Zuw

endung

）
し
て
い
る
こ

と
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
注
意
力
を
含
ん
だ
背
景
直
観
と
い
う
言
い

方

が

ふ

さ

わ

し

く

な

い

の

で

ぼ

ん

や

り

と

し

た

背

景

視

（U
ntergrundsschauung

）
と
い
い
か
え
て
も
い
い
」（H

.III/1 71

）
と
述

べ
、
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
む
し
ろ
「
あ

る
対
象
へ
と
眼
差
し
（
精
神
的
な
眼
差
し
）
を
向
け
変
え
た
あ
と
、
、
で
、
注
意

深
く
知
覚
さ
れ
た
対
象
、
あ
る
い
は
付
随
的
に
注
意
さ
れ
た
対
象
に
な
る
」

（H
.III/1 72

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
早
々
に
後
者
の
課
題
に
移
っ
て
い

る
。 

  

（
本
稿
の
課
題
に
引
き
つ
け
て
述
べ
る
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
背
景
直
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観
な
い
し
背
景
視
も
ま
た
ひ
と
つ
の
『
意
識
体
験
』
で
あ
り
、
…
…
『
意
識
』

な
の
で
あ
る
」（H

.III/1 71

）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
「
意
識
体

験
」、「
意
識
」
が
既
に
志
向
的
体
験
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
示
し
て
い
な
い

の
で
あ
り
、
ヒ
ュ
レ
ー
に
と
ど
ま
り
続
け
る
意
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
規

定
し
て
い
な
い
。） 

 

後
者
の
場
面
で
の
注
意
は
、「
ノ
エ
シ
ス
的
お
よ
び
ノ
エ
マ
的
観
点
か
ら

見
た
注
意
の
変
動
態
」
と
い
う
こ
の
節
（§92

）
の
題
目
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、「
ノ
エ
マ
的
成
素
は
同
一
の
ま
ま
」
に
あ
り
、「
精
神
的
な
眼
差
し
」

の
も
と
に
一
定
の
知
覚
認
識
が
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
注

意
の
変
動
態
は
顕
在
性
と
潜
在
性
の
問
題
、
す
な
わ
ち
よ
り
注
意
深
く
な
る

か
、
不
注
意
に
な
る
か
の
問
題
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル

は
注
意
を
明
る
く
照
ら
す
光
と
い
う
一
般
的
な
比
喩
を
用
い
て
い
る
。
そ
の

比
喩
に
つ
い
て
は
、「
現
出
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
変
化
を
暗
示
」
し
て

い
る
場
合
に
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
注
意
の

「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
説
」
で
あ
る
が
、
つ
ま
り
す
で
に
知
覚
さ
れ
た
も
の
に

つ
い
て
注
意
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
が
よ
り
良
く
認
識
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
注
意
が
向
け
ら
れ
る
以
前
か
ら

注
意
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
「
精
神
的
な
眼
差
し
」
の
機
能
に
つ
い
て

は
、
い
わ
ば
保
留
に
し
て
い
る
と
い
え
る
（
注
意
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
そ

の
変
動
態
を
含
め
て
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
は
考
察
し
な
い
（§130, 

§132

）
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
の
本
来
の
目
的
に
お

お
い
て
は
問
う
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め

て
い
る
）。 

 

お
わ
り
に 

 
 

本
稿
は
、『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
が
知
覚
分
析
を
い
か
に
な
し
た
の
か
、
事
象

に
即
し
た
分
析
を
な
し
て
き
た
の
か
を
確
認
し
た
。『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
自
身

は
、
学
的
基
礎
付
け
を
行
う
課
題
か
ら
、
特
に
知
覚
に
着
目
し
て
論
述
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
し

も
我
々
が
事
物
に
着
目
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
を
知
覚
す
る
と
い
う
認
識

プ
ロ
セ
ス
に
即
し
た
形
で
記
述
し
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

な
に
よ
り
も
知
覚
に
よ
っ
て
ま
ず
与
え
ら
れ
る
ヒ
ュ
レ
ー
か
ら
の
分
析

と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
認
識
に
お
け
る
意
味
的
規
定
、
意
味
志

向
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
、
ま
ず
与
え
ら
れ
る

ヒ
ュ
レ
ー
と
意
味
志
向
が
連
関
し
て
認
識
に
至
る
の
か
が
論
述
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
知
覚
の
分
析
に
と
っ
て
は
大
き
い
齟
齬
を
生
み
出
す
も
の
と

な
る
。
つ
ま
り
知
覚
を
モ
デ
ル
と
し
な
が
ら
、
知
覚
過
程
に
関
す
る
分
析
が

な
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
知
覚
が
志
向
的
意
識
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
「
志
向
―

充
実
」
の
枠
の
中
で
そ
の
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 
し
か
し
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
が
、
知
覚
事
象
そ
の
も
の
に
あ
っ

た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
学
の
基
盤
・
論
理
学
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
え

よ
う
。
知
覚
分
析
と
し
て
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
体
験
か

ら
志
向
的
体
験
へ
の
過
程
で
あ
っ
た
。 
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さ
ら
に
知
覚
に
伴
う
注
意
に
つ
い
て
も
一
定
の
制
約
が
み
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
は
知
覚
に
関
し
て
、
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
説
を

と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
著
『
論
理
学
研
究
』
が
両
義
的
な
表
現
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
の
に
対
し
て
（H

.X
IX

/1 169

）、
そ
の
比
喩
と
し
て
の
妥
当
性
に

つ
い
て
肯
定
的
に
踏
み
込
ん
だ
形
で
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
も
知
覚
認

識
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
条
件
の
下
で
あ
り
、
す
で
に
現
実
と
し

て
認
識
さ
れ
た
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
に
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
注

意
機
能
の
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
機
能
で
あ
る
眼
差
し
を
向
け
る
こ
と
に
つ

い
て
は
そ
の
機
能
の
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
体
験
が

な
に
ゆ
え
体
験
に
と
ど
ま
ら
ず
志
向
的
な
体
験
に
な
る
の
か
と
い
う
知
覚

の
問
題
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
一
側
面
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。 

 

註 

フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
は
、<H

.>

と
略
記
し
、
引
用
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁

数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。 
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(4) 

フ
ッ
サ
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は
図
式
的
に
、
感
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的
ヒ
ュ
レ
ー
を
素
材
、
志
向
的
モ
ル
フ
ェ
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を
形
式
と
し
て
規
定
し
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い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
図
式
的
な

規
定
で
あ
り
、
ヒ
ュ
レ
ー
を
文
字
通
り
素
材
と
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
と
え
ば
体
験
自
身
が
時
間
の
流
れ
の
な
か
に
あ
る
体
験
流
で
あ
り
、

時
間
性
は
「
体
験
と
体
験
を
結
合
す
る
あ
る
必
然
的
な
形
式
」
を
有
し
て
い

る
（H

.III/1 182

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
レ
ー
も
あ
ら
か
じ
め
時
間
性
の
も
と

で
は
一
定
の
形
式
性
の
も
と
に
置
か
れ
て
あ
り
、
決
し
て
形
式
な
き
素
材
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
い
わ
ゆ
る

後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
「
受
動
的
総
合
」
の
名
称
の
も
と
に
、
ヒ
ュ

レ
ー
自
身
が
固
有
の
形
式
を
も
ち
あ
ら
か
じ
め
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
明
示
さ
れ
た
。
ま
た
す
で
に
初
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
空
間
構
成

の
も
と
に
固
有
の
身
体
機
能
に
基
づ
い
て
ヒ
ュ
レ
ー
の
構
造
化
分
析
が
着

手
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
『
イ
デ
ー
ン
Ｉ
』
に
お
い
て
は
時
間
意
識
に
つ
い
て

は
扱
わ
な
い
（H

.III/1 182

）
と
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
ヒ

ュ
レ
ー
の
固
有
の
分
析
は
な
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
ヒ
ュ
レ
ー
の
側
か
ら
の
志
向

性
分
析
も
手
が
け
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
。 
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