
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

古
同

尾

由

子

シ
ェ
リ
ン
グ
が
公
に
著
作
活
動
を
始
め
た
の
は
一
七
九
四
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
思
想
の
初
期
の
モ
チ
ー
フ
の
多
く
は
ブ
ィ

ヒ
テ
と
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
し
て
い
る
。
ま
ず
、
絶
対
的
自
我
と
い
う
考
え
方
は
全
く
フ
ィ
ヒ
テ
的
で
あ
る
し
、
こ
の
絶
対
的
自
我
に
無
制
約
的
な
根
源
的
統
一
を
結
び
つ

け
た
点
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
研
究
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
の
著
作
を
個
々
に
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
思
想
の
展
開
を
見
る
と
、
「
す
べ
て
の
哲
学
の
主
要

は
仕
事
は
、
世
界
の
現
存
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

(?ω
ロ
)
と
い
う
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
世
界
お
よ
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
々

の
存
在
者
と
、

そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
の
関
係
が
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
現
実
的
存
在
者
と
そ
の
根
拠
と
の
関
係
は
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
長
い

思
索
活
動
の
中
で
、
「
制
約
さ
れ
た
も
の
」
と
「
無
制
約
的
な
も
の
」
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
「
有
限
的
な
も
の
」
と
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
の
関
係
と
し
て
、
常
に
問
問
わ

れ
続
け
る
口

こ
の
関
係
を
問
う
に
あ
た
っ
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
問
題
設
定
は
ふ
た
つ
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
有
限
的
な
制
約
さ
れ
た
世
界
の
中
の
わ
れ
わ
れ
が
、

い
か
に
し
て
無
制
約
的
な
も
の
そ
の
も
の
を
担
握
で
き
る
の
か
。

②
有
限
的
な
制
約
さ
れ
た
世
界
を
、

い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
無
制
約
的
な
も
の
そ
の
も
の
か
ら
抱
握
で
き
る
の
か
。

言
い
換
え
る
と
、
こ
の
①
は
、

わ
れ
わ
れ
が
無
制
約
者
を
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
②
は
世
界
を
無
制
約
者
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
と
在
っ
て
い
る
。

七
九
四
年
か
ら
一
八

O
O年
に
至
る
時
期
に
は
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
こ
の
二
つ
の
間
い
が
主
題
と
な
っ
て
、
思
索
が
展
開
刊
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
構
想
と
し
て
、
第
一
の
問
題
に
関
し
て
自
我
を
扱
う
超
越
論
哲
学
と
、
第
二
の
問
題
に
関
し
て
世
界
・
自
然
を
扱
う
自
然
哲
学
が
、

ふ
た
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シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

一、、一町、

」
/
」
/

つ
の
根
本
学
と
し
て
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

一
八

O
O年
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』

の
中
で
、
こ
の
著
作
に
代
表
さ
れ
る
超
越
論
哲
学
が
、
主
観
的
な
も
の
を
前

提
し
て
お
い
て
、
客
観
的
な
も
の
が
い
か
に
し
て
そ
れ
に
一
致
す
る
に
至
る
か
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
す
る
の
に
対
し
、
一
七
九
七
年
の
『
自
然
哲
学
の
た
め
の
諸
理
念
¥

一
七
九
九
年
の
『
自
然
哲
学
の
体
系
草
案
』
な
ど
で
語
ら
れ
る
自
然
哲
学
は
、
客
観
的
な
も
の
を
前
提
し
て
お
い
て
、
主
観
的
な
も
の
が
い
か
に
し
て
自
然
を
表
象
す
る

に
至
る
か
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
す
る

(

{

{

{

・

ω
h
H
N

と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
の
翌
年
、

一
八

O
一
年
の
『
自
然
哲
学
の
真
の
概
念
』
に
お
い
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
自
然
の
観
念
論
が
私
に
と
っ
て
は
根

源
的
な
観
念
論
で
あ
り
、
自
我
の
観
念
論
は
派
生
約
な
も
の
で
あ
る
」
(
弓
白
土
、
と
述
べ
て
、
自
然
哲
学
と
超
越
論
的
観
念
論
の
並
立
と
い
う
考
え
方
を
捨
て
る
。
自
然

哲
学
と
超
越
論
的
観
念
論
は
、
並
立
す
る
の
で
は
な
く
、
連
続
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
体
系
の
組
み
替
え
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
、

そ
し
て
そ
の
組
み
替
え
に
よ
っ
て
、
自
然
と
自
我
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
草
さ
れ
る
に
い
た
っ
た

の
か
を
、
本
稿
で
は
考
察
し
た
い
。

自
然
哲
学
と
超
越
論
哲
学

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
大
学
卒
業
後
に
家
庭
教
師
を
し
て
い
た
一
七
九
六
年
か
ら
九
八
年
の
問
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
数
学
や
物
理
学
、
一
医
学
を
学
び
な
が
ら
、
科
学
革
命
以

来
、
厳
密
で
検
註
可
能
な
学
で
あ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
発
展
し
て
き
た
自
然
科
学
が
扱
う
よ
う
な
法
則
に
従
っ
た
自
然
、

と
い
う
自
然
観
と
、

ロ
マ
ン
主
義
サ

i
ク
ル
や

ゲ
ー
テ
の
影
響
の
も
と
に
復
権
し
つ
つ
あ
っ
た
有
機
的
・
目
的
論
的
自
然
観
の
間
で
、
自
然
科
学
の
哲
学
的
な
基
礎
づ
け
を
め
ざ
し
て
い
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
自
然
観
を

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
先
述
の
第
二
の
課
題
、
有
限
的
世
界
を
無
制
約
者
か
ら
把
握
す
る
、

と
い
う
こ
と
の
中
に
自
然
科
学
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
調
停
し
よ
う
と
す

る。

つ
ま
り
、
自
然
が
い
か
に
し
て
計
量
可
能
な
も
の
と
な
る
か
、

い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
対
象
と
な
る
か
、

を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

自
然
哲
学
の
「
主
観
的
な
も
の
が
い
か
に
し
て
自
然
を
表
象
す
る
に
至
る
か
ヘ

と
い
う
課
題
は
、
自
然
が
い
か
に
表
象
可
能
、
経
験
可
能
な
自
然
と
な
る
か
、

と
い
〉
つ

間
い
に
等
し
い
。
そ
の
際
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
表
象
す
る
主
観
に
と
っ
て
客
観
と
し
て
現
わ
れ
る
自
然
の
寸
起
源
」
を
問
う
、

と
い
う
仕
方
で
叙
述
を
行
う
。

シ
ェ
リ
ン
グ

に
と
っ
て
自
然
は
、
計
量
可
能
な
観
察
の
対
象
と
し
て
の
自
然
現
象
と
な
る
以
前
に
、
あ
く
ま
で
も
無
制
約
的
な
活
動
吋
宍
一
向
一
お
一
円
で
あ
っ
て
、
自
然
現
象
は
む
し
ろ
そ
こ

か
ら
派
生
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
哲
学
と
い
わ
れ
る
と
き
の
寸
自
然

Z
尽
に
ご
と
い
う
語
は
、
自
然
現
象
で
あ
る
以
前
に
、

そ
う
し
た



現
象
の
「
自
然
本
性
」
な
の
で
あ
る

(
ロ
い
叩
)
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
科
学
革
命
以
前
、
古
代
か
ら
の
伝
統
的
な
自
然
哲
学
の
路
線
上
に
あ
る
J

目
然
概
念
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

二
つ
の
自
然
観
の
調
停
を
、
こ
う
し
た
「
自
然
本
性
」
が
「
自
然
現
象
」

へ
と
移
行
す
る
経
緯
を
叙
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
は
、
端
的
に
無
制
約
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
自
然
が
な
ぜ
、

い
か
に
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
か
、

と
い
う
向
い
か
ら
出
発
し

て
、
無
制
約
的
な
活
動
が
有
機
的
に
組
織
化
さ
れ
る
過
程
を
叙
述
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
自
然
哲
学
で
は
「
無
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
の
内
で
表
現
す
る
可
能

生
が
、

す
べ
て
の
学
の
最
高
の
問
題
で
あ
る
」
(
口

-E)
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
的
な
活
動
性
を
、
制
約
さ
れ
た
も
の
に
お
い
て
哲
学
者
が
把
握
す
る
こ
と
が
問
題
に

な
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
れ
を
、
無
限
な
活
動
性
と
そ
れ
に
対
す
る
根
界
づ
け
に
よ
っ
て
説
明
し
て
ゆ
く
。
無
制
約
的
な
活
動
は
、
他
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ

え
な
い
か
ら
、
こ
の
限
界
づ
け
は
自
己
自
身
に
よ
る
限
界
づ
け
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
己
を
産
出
す
る
活
動
と
そ
れ
を
限
界
づ
け
る
活
動
と
い
う
、
自
己
自
身
の
一

重
の

活
動
の
対
立
が
、
再
び
根
源
的
統
一
を
め
ざ
し
、
再
産
出
へ
向
か
う
口
こ
れ
が
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ポ
テ
ン
ツ
と
呼
ぶ
形
式
で
あ
り
、
恨
源
的
同
一
性
か
ら
対
立
へ
、
対
立
か

ら
対
立
の
合
一
へ
、

さ
ら
に
再
び
対
立
へ
、

と
い
う
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
自
然
の
自
己
組
織
化
は
進
ん
で
ゆ
く
。
こ
こ
に
シ
ェ
リ
ン
グ
は
自
然
の
中
に
主
観
的
法
則
性
を

見
出
し
、
っ
自
然
は
見
え
る
精
神
で
あ
り
、
精
神
は
見
え
な
い
自
然
で
あ
る
」
(
口
い
凸
)

と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
無
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
の
内
で
表
現
す
る
可
能
性
」
へ
の
伺
い
は
、

一
七
九
六
、
九
七
年
の
『
知
識
学
の
観
念
論
究
明
の
た
め
の
諸
論
考
』
(
以
下
『
諸
論

考
』
と
略
)

で
シ
ェ
リ
ン
グ
初
期
の
自
我
の
哲
学
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
一
七
九
五
年
の
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
』

で
は
、
無
制
約
的
な
も

の
が
絶
対
的
自
我
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
も
っ
て
探
究
さ
れ
た
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
『
諸
論
考
』
に
お
い
て
は
、
寸
精
神
は
、
自
己
自
去
に
と
っ
て
の
客
観
と
な
る
べ
き

で
あ
る
。
」
(
円
い
ミ
)

と
し
て
、
精
神
が
自
己
痘
観
に
お
い
て
自
己
自
身
を
自
己
自
身
に
と
っ
て
の
客
観
と
す
る
と
い
う
考
え
が
初
め
て
導
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
精
神
の
内
に
、
無
限
性
と
有
限
性
の
根
源
的
な
合
一
が
あ
る
」
(
め
σ門
戸
)
と
い
う
命
題
が
こ
こ
で
初
め
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
の
自
己
客
観
化
と
し

て
の
自
己
意
識
が
主
題
化
さ
れ
、
精
神
が
自
己
意
識
を
め
ざ
し
て
自
ら
の
無
制
約
的
な
活
動
性
を
有
摂
な
も
の
へ
と
自
ら
規
定
し
て
ゆ
く
過
程
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
切
の
客
観
は
精
神
の
自
己
客
観
化
の
産
物
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
切
の
客
観
的
な
も
の
は
精
神
の
自
己
客
観
化
と
い
う
活
動
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
で
、

ふ
た
つ
の
独
立
し
た
根
本
学
と
さ
れ
た
自
然
哲
学
と
超
越
論
哲
学
は
、
す
で
に
こ
の
『
諸
論
考
』
に
お
い
て
、

ひ
と

つ
の
学
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
仕
方
で
関
連
す
る
学
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
口
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シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

し
〉
¥

一
，
，
ノ
，
F
ノ

超
越
論
的
観
念
論
に
お
け
る
自
然

こ
の
よ
う
な
『
諸
論
考
』
に
お
け
る
新
し
い
発
端
が
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
で
、

よ
り
明
噺
な
形
で
語
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
超
越
論
的

観
念
論
に
お
い
て
自
然
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

(1) 

自
己
意
識
の
前
史
と
し
て
の
自
然

『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
は
、
「
自
己
意
識
の
歴
史
」
の
叙
述
で
あ
る

(
E
い
∞
∞
一
)
。
す
な
わ
ち
、
全
く
無
内
容
な
ア
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
の
み
を
唯
一
確
実
な

命
題
と
し
て
持
つ
自
我
が
自
ら
設
定
し
た
限
界
に
お
い
て
自
己
自
身
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
客
観
化
し
、
こ
の
命
題
を
主
観
と
し
て
の
自
我
と
客
観
と

し
て
の
自
我
の
同
一
牲
を
示
す
綜
合
判
断
に
至
る
ま
で
自
己
を
規
定
し
て
ゆ
く
段
階
を
、
「
精
神
の
歴
史
」
と
し
て
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
我
は
、
自
己
自
身
を
客
観
化
し
な
が
ら
自
己
意
識
へ
と
向
か
う
。
客
観
化
と
は
、
自
己
自
身
を
表
現
に
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
無
制
約
的
な
自
我

に
お
い
て
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
活
動
と
、
自
己
自
身
を
直
観
す
る
活
動
と
の
二
重
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
自
我
が
直
観
す
る
も
の
は
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
自
我
に
直
観
さ
れ
て
い
る
も
の
は
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ふ
た
つ
の
活
動
は
、
根
源
的
に
は
ひ
と
つ
の
活
動
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
し
か

し
、
直
観
す
る
か
ぎ
り
で
の
自
我
は
表
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
自
我
を
自
分
の
誼
観
活
動
に
対
す
る
限
界
、
障
害
と
し
て
し
か
見
出
さ
な
い
。
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体

系
』
に
お
い
て
シ
ェ
リ
ン
グ
が
叙
述
し
続
け
る
の
は
こ
の
二
重
性
の
論
理
的
構
造
で
あ
る
。

自
我
の
自
己
直
観
活
動
の
な
か
で
、
直
観
す
る
自
我
は
直
観
さ
れ
る
自
我
、
す
な
わ
ち
表
現
さ
れ
た
自
我
に
お
い
て
摂
界
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
自
己
直
観
と
い
う

本
来
無
制
約
的
な
活
動
に
と
っ
て
、
直
観
さ
れ
た
も
の
は
そ
の
活
動
の
限
界
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
限
界
は
、
自
我
に
と
っ
て
、
自
分
が
定
立
し

た
の
で
は
な
い
よ
う
な
、
自
分
に
と
っ
て
異
質
な
対
立
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
直
観
活
動
と
直
観
さ
れ
た
も
の
と
の
、
力
動
的
巳
三
虫
色
ω
与
な
関
係
に
よ
っ
て
、
自

我
と
世
界
の
関
係
が
導
出
さ
れ
る
。

ま
ず
、
自
我
は
自
己
自
身
の
側
に
受
動
性
で
あ
る
感
覚
を
、
世
界
の
側
に
感
覚
を
触
発
す
る
も
の
を
見
出
す
。
さ
ら
に
、
自
我
が
自
ら
を
「
限
界
づ
け
ら
れ
た
も
の
」

と
し
て
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
側
に
物
自
体
が
、
自
我
自
身
の
側
に
直
観
が
見
出
さ
れ
る
。

さ
ら
に
自
我
が
自
ら
を
「
直
観
す
る
も
の
」
と
し
て
誼
観
す
る



こ
と
に
よ
っ
て
、
直
観
作
用
に
対
す
る
直
観
は
作
用
の
持
続
と
し
て
の
時
間
を
見
出
し
、
直
観
の
対
象
に
対
す
る
直
観
は
、
対
象
の
場
と
し
て
の
空
間
を
見
出
す
。
時
間

空
間
の
相
互
作
用
の
中
で
活
動
す
る
自
我
は
、
有
機
組
織
と
し
て
直
観
さ
れ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
自
我
が
自
ら
を
有
機
組
織
と
し
て
の
具
体
的
な
自
我
と
し
て
直
観
す

る
た
め
に
、
自
我
は
自
ら
の
こ
れ
ま
で
の
構
成
活
動
か
ら
自
己
自
身
を
切
り
離
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
自
我
の
側
に
反
省
的
意
識
が
、
世
界
の
側
に
経
験
可

能
な
有
機
的
自
然
が
、
成
立
す
る
。
有
機
的
自
然
を
自
由
に
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
意
識
的
自
我
は
、
世
界
に
対
し
て
自
由
に
活
動
を
仕
か
け
る
こ
と

の
で
き
る
惹
欲
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
直
観
す
る
自
我
と
直
観
さ
れ
た
自
我
と
の
力
動
的
な
関
係
か
ら
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
経
験
可
能
な
自
然
の
可
能
性
と
意
識
の
自
由
な
行
為
の
可
能
性
を
構

成
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、

に
と
っ
て
す
で
に
現
前
し
て
い
る
自
然
は
、
自
我
が
意
識
と
な
る
以
前
に
自
ら
構
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
哲
学
に
お
け
る
自
然
の
無
制
約
的
活
動
性
が
、
自
我
の
活
動
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
実
在
性
と
さ
れ
、
本
来
的
な
無
制
約
性
が
自
我
の

側
に
完
全
に
移
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
、
自
我
の
前
史
〈
O
吋
悶

gn
才一。
zoと
な
る
の
で
あ
る
。

(2) 

自
我
の
鏡
と
し
て
の
自
然

さ
て

い
っ
た
ん
反
省
す
る
意
識
と
な
っ
た
自
我
は
、
自
己
自
身
を
自
然
と
切
り
離
し
、
主
観
と
客
観
と
し
て
の
関
係
に
入
っ
た
自
我
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ

ば
、
自
己
点
出
身
を
自
然
と
切
り
離
し
た
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、
主
客
分
離
の
根
拠
で
あ
り
、
超
越
論
的
意
識
と
一
反
省
的
意
識
と
の
違
い
で
あ
る
。
超
越
論
的
意
識

に
と
っ
て
経
験
世
界
は
い
わ
ば
「
失
敗
し
た
自
己
意
識
」
で
あ
る
こ
{
?
ω
ω
N
〔
)
。
客
観
的
な
も
の
の
実
在
性
の
根
拠
は
葺
観
す
る
も
の
の
内
に
あ
る
、

と
い
う
超
越
論
的

な
主
張
を
、
主
観
の
意
識
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
我
が
自
己
直
観
の
行
為
を
そ
の
も
の
と
し
て
意
識
す
る
努
力
は
絶
え
ず
失
敗
す
る
。
逆
に
、

そ
の
と
と
に
よ
っ

て
、
世
界
は
自
我
に
と
っ
て
現
実
的
に
客
観
的
と
な
り
、
自
我
は
い
つ
も
客
観
へ
向
か
う
意
識
と
な
る
。
自
我
は
自
ら
の
活
動
の
成
果
に
お
い
て
、

つ
ま
り
表
現
さ
れ
た

か
ぎ
り
で
の
も
の
と
し
て
の
自
己
を
直
観
す
る
が
、

そ
の
成
果
が
自
己
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
決
し
て
意
識
に
現
わ
れ
な
い
。
自
我
が
活
動
す
る
か
ぎ
り
、
活
動

の
成
果
と
活
動
す
る
も
の
と
の
を
関
係
づ
け
て
い
る
直
観
作
用
そ
の
も
の
、
表
現
作
用
そ
の
も
の
は
意
識
か
ら
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。

つ
ま
り
自
我
は
、
自
分
自
身
が
映
っ

た
鏡
を
見
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
鏡
に
映
っ
た
も
の
を
独
立
し
た
客
観
と
し
て
し
か
意
識
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
自
我
に
と
っ
て
客
観
的
な
も
の
が
意
識
に
現
わ
れ
て

く
る
た
め
の
制
約
で
あ
る
。
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シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
り
る
自
然
と
知
的
直
観

戸七。

自
我
の
自
己
表
現
活
動
と
、
自
己
直
観
活
動
は
常
に
ず
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
は
無
限
な
自
己
直
観
の
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
活
動

そ
の
も
の
を
自
分
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ウ

l
ス
ラ
i

は
、
こ
の
事
態
を
「
自
我
は
い
つ
も
自
己
自
身
に
追
い
つ
い
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か

言
い
表
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
活
動
す
る
か
ぎ
り
で
自
我
が
克
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
活

わ
ら
ず
自
己
自
身
を
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
し
て
し
か
見
出
さ
な
い
」
と
、

動
に
よ
っ
て
実
在
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
我
に
と
っ
て
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
超
越
論
的
意
識
に
と
っ
て
は
、
自
我
は
自
然
に

お
い
て
自
ら
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
反
省
的
意
識
に
と
っ
て
の
客
観
の
認
識
は
、
超
越
論
的
意
識
に
と
っ
て
は
自
我
の
自
己
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
シ
ェ

リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
自
己
意
識
へ
と
向
か
う
自
我
の
自
己
規
定
は
、
同
時
に
自
然
の
規
定
で
あ
り
分
節
化
で
あ
る
。
自
我
に
と
っ
て
自
然
な
い
し
外
的
世
界
は
、
自
我
の

働
き
に
よ
っ
て
、
自
我
と
同
じ
よ
う
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。
自
我
は
そ
れ
を
い
つ
で
も
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
分
節
と
し
て
の
み
直
観
す
る
。
し
か
し
、
反
省
的
意
識
に

は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
自
我
J

自
身
の
働
き
を
見
て
取
る
超
越
論
的
意
識
に
と
っ
て
、
自
我
は
世
界
の
構
造
の
中
に
自
ら
の
構
造
を
反
映
し
て
い
る
。
自
我
は
ま
ず
自
然
に
お

い
て
自
ら
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
自
然
は
自
我
の
鏡
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
、
「
自
然
が
い
か
に
し
て
経
験
可
能
な
対
象
と
な
る
か
」
と
い
う
問
い

に
対
す
る
答
え
で
あ
る
。

(3) 

無
意
識
的
精
神
と
し
て
の
自
然

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
「
自
ら
の
活
動
で
あ
る
こ
と
が
意
識
に
あ
ら
わ
れ
な
い
」
こ
と
を
「
無
意
識
的
L

と
呼
び
、

そ
の
意
味
で
、
客
観
的
な
世
界
や
、
客
観
世
界
を

構
成
す
る
自
我
の
活
動
は
無
意
識
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
自
然
哲
学
の
理
念
』
で
言
わ
れ
た
、
「
自
然
は
見
え
る
精
神
で
あ
り
、
精
J

伸
は
晃
え
な
い
自
然
で
あ
る
」
(
口
い
凸
)

は
、
寸
自
然
は
無
意
識
的
で
あ
っ
た
精
神
で
あ
り
、
精
神
は
意
識
的
と
な
っ
た
自
然
で
あ
る
」
と
言
い
換
え
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
意
識
の
立
場
で
、

無
意
識
的
・
盲
目
的
な
活
動
を
、
自
ら
の
意
識
的
で
自
由
な
活
動
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
の
が
哲
学
で
あ
り
、

そ
れ
を
具
体
的
な
形
に
あ
ら
わ
す
の
が
芸
術
で
あ
る
、

と

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
、
自
然
は
精
神
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ

(ケ
ω
∞ω咽
E
hぎ
な
ど
て
哲
学
は
シ
ン
ボ
ル
の
解
読
を
、
芸
術
は
シ
ン

ボ
ル
の
再
生
産
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
当
時
の
自
然
科
学
を
可
能
に
す
る
機
械
論
的
自
然
観
を
自
我
の
無
意
識
的
で
そ
れ
ゆ
え
機
械
的
な
活
動

に
基
づ
け
、
精
神
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
有
機
的
・
目
的
論
的
な
自
然
観
と
合
一
し
え
た
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。



自
己
意
識
の
歴
史
の
問
題
点

『
超
越
論
的
観
念
論
』

の
意
図
は
、
主
観
と
客
観
の
起
源
を
自
己
意
識
の
超
越
論
的
麿
史
か
ら
叙
述
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
擦
の
根
本
的
な
モ
テ
ィ

l
フ
は
、
精
神

は
自
己
自
身
の
働
き
を
そ
の
同
じ
働
き
の
中
で
産
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
モ
テ
ィ

i
ブ
が
超
越
論
的
観
念
論
の
足
場

を
危
う
く
す
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
自
己
直
観
の
活
動
と
は
知
的
直
観

E
E
z
z
o
一一。〉
5
岳山口

5
m
で
あ
る
。
知
的
直
観
は
、
す
で
に
『
諸
論
考
』

で
も
、
明
確
に
「
純
粋
な
白

己
意
識
が
成
立
す
る
働
き
L

(

円
込
N
C
)

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
基
本
的
な
規
定
は
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
に
お
い
て
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
〉
つ
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』

で
「
産
観
す
る
も
の
と
藍
観
さ
れ
た
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
自
由
な
客
観
産
出
の
行
為
」
(
己
い

S
)
と
シ
ェ
リ
ン

グ
が
理
解
し
て
い
た
知
的
直
観
は
、
実
は
活
動
の
内
容
が
活
動
そ
の
も
の
に
決
し
て
追
い
つ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
な
働
き
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
活
動
の
内
容
と
、
活
動

そ
の
も
の
と
の
分
裂
は
、
意
識
に
と
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
活
動
す
る
か
ぎ
り
の
も
の
す
べ
て
に
妥
当
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
分
離
こ
そ
が
、

一
切
の
生
成
過
程
の
原
動
力
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
己
表
現
の
活
動
と
自
己
直
観
の
活
動
と
の
二
重
一
性
が
根
源
的
に
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
正
当
性
が
、

い
つ
ま
で
も
確
証
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
己
自
身
を
活
動
そ
の
も
の
に
お
い
て
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
意
識
に
と
っ
て
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
無
制
約
的
に

同
一
的
な
も
の
、
絶
対
的
同
一
性
に
こ
そ
妥
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
絶
対
的
同
一
性
は
絶
対
的
同
一
性
と
な
る
た
め
に
自
己
自
寿
を
客
観
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
た

が
っ
て
、
主
観
と
客
観
に
分
裂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
も
の
が
総
合
的
に
同
一
な
も
の
で
あ
る
た
め
の
必
然
的
な
制
約
で
あ
る
。
す
る
と
、
本
来

絶
対
的
に
同
一
な
も
の
が
、
自
ら
と
は
異
質
な
客
観
化
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
有
限
な
も
の
を
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
形
成
し
て
ゆ
〈
、

と
い
う
一
寸
自

己
意
識
の
歴
史
」
は
、
必
然
的
に
、
有
限
的
な
も
の
を
構
成
的
に
、

し
か
も
論
理
的
な
先
行
者
と
し
て
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
精
神
を
超
越
論
的
に
歴
史

的
な
も
の
と
し
て
考
え
、
自
然
を
精
神
の
前
史
と
し
て
組
み
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
こ
の
よ
う
な
制
約
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る

D

し
た
が
っ
て
、
超
越
論
的
歴
史
と
い
う
動
的
な
見
方
を
残
し
な
が
ら
こ
の
間
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
自
我
や
自
己
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
絶
対
的
な
も
の
の
有

眼
化
と
い
う
構
成
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
的
直
観
も
ま
た
、
自
己
意
識
の
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
二
切
の
超
越
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自
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と
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直
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七

論
的
思
惟
の
オ
ル
ガ
ン
」

(
E
・
8U)
、
す
な
わ
ち
、
哲
学
の
真
の
オ
ル
ガ
ン
と
さ
れ
る
知
的
直
観
も
変
更
を
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
哲

学
の
方
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
見
直
し
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
然
を
自
己
意
識
の
過
程
の
中
に
組
み
込
む
た
め
に
、
知
的
直
観
は
純
粋
な
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
意
識
と
い
う
思

惟
の
自
己
確
実
性
の
根
拠
が
揺
ら
い
で
い
る
以
上
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

そ
の
根
拠
を
何
か
別
の
仕
方
で
強
化
す
る
か
、

あ
る
い
は
思
惟
を
そ
も
そ
も
無
根
拠
の
も
の
と
し

て
演
縛
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
翌
年
か
ら
の
河
一
哲
学
、

そ
し
て
特
に
そ
れ
と
重
な
り
合
う
時
期
に
構
想
を
開
始
さ
れ
た

J

自
由
論
は
、

そ
の
試
み
と
し
て
位
器

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

四

自
由
論
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

(1) 

『
哲
学
と
宗
教
』

に
お
け
る
知
的
直
観

シ
ェ
リ
ン
グ
は

一
八

O
四
年
の
『
哲
学
と
宗
教
』
お
よ
び
一
八

O
九
年
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

に
お
い
て
、
観
念
的
世
界
と
、
現
実
的
世
界
の
二
世
界
論
を
展

関
す
る
。

『
哲
学
と
宗
教
』

で
は
、

ま
ず
、
「
哲
学
者
が
絶
対
者
の
理
念
に
つ
い
て
な
し
て
い
る
記
述
L

の
考
察
か
ら
出
発
す
る
。
「
自
我
は
'
自
我
で
あ
る
」
や
「
根
源
的
統
一
」

か
ら
出
発
す
る
と
い
う
方
法
は
捨
て
ら
れ
、

む
し
ろ
そ
う
し
た
原
理
を
前
提
と
し
て
必
要
と
す
る
よ
う
な
人
間
の
経
験
的
認
識
の
あ
り
方
を
主
題
化
し
、

そ
の
有
限
性
を

そ
の
表
現
を
形
式
も
内
容
も
と

も
に
絶
対
者
に
は
妥
当
し
な
い
も
の
、
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
仕
方
で
、
絶
対
者
を
指
示
す
る
、
と
い
う
構
造
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

そ
う
し
た
有
限
的
認
識
が
そ
れ
で
も
な
お
無
制
約
者
・
絶
対
者
を
表
現
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
有
限
者
の
絶
対
者
か
ら
の
由
来
、

お
よ
び
そ
の
関
係
」
の
項
で
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
実
在
的
関
係
が
伺
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
絶
対
者
は
質
的
な
他
者
を
も
た
な
い

は
ず
で
あ
る
の
に
、

そ
れ
が
い
か
に
し
て
制
約
さ
れ
た
も
の
、
有
限
的
な
も
の
の
存
立
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

そ
の
問
い
に
は
、
「
自
由
」
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
有
限
的
な
存
在
者
の
中
に
、
絶
対
的
な
必
然
性
に
反
す
る
自
由
を
も
っ
存
在
者
が
あ
れ

ば
、
絶
対
者
に
と
っ
て
質
的
な
他
者
が
成
立
し
う
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
有
限
者
の
「
自
由
」
は
、
絶
対
者
が
絶
対
的
な
ら
ぬ
存
在
者
を



許
容
す
る
こ
と
の
証
左
で
あ
り
、
こ
と
に
、
絶
対
者
を
神
と
言
い
換
え
た
と
き
に
、
神
の
意
志
に
反
す
る
こ
と
と
し
て
の
「
悪
」
が
、
こ
の
自
由
の
端
的
な
メ
ル
ク
マ

l

ル
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
無
制
約
的
な
自
己
直
観
で
あ
る
知
的
直
観
が
分
析
さ
れ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
知
的
直
観
の
中
に
、
①
直
観
す
る
も
の
と
し
て
の
絶
対
性
、
②

直
観
の
働
き
と
し
て
の
絶
対
性
、
③
甚
観
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
絶
対
性
、

と
い
う
三
つ
の
契
機
を
見
出
す
。
①
は
、
純
粋
に
無
制
約
的
で
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
自

由
な
直
観
の
働
き
の
主
体
と
し
て
、

ま
っ
た
く
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
念
的
な
無
制
約
性
に
、
絶
対
性
と
い
う
形
式
を
与
え
る
の
が
②
で
あ
り
、
観
念
的
な
も

の
は
こ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
実
在
的
な
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
た
③
の
絶
対
者
と
な
る
(
ヨ
い

2
・
)
。
こ
れ
ら
の
契
機
は
、
限
定
と
い
う
関
係
の
も
と
で
厳
密
に
区
別
さ
れ

な
が
ら
、
「
こ
の
全
領
域
に
お
い
て
は
い
か
な
る
継
起
も
起
こ
ら
ず
、

す
べ
て
が
い
わ
ば
一
挙
で
あ
り
、
同
時
で
あ
る
」
(
〈
ケ
ω
C
)

よ
う
な
、

た
だ
ひ
と
つ
の
事
態
を
な
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
観
念
的
な
も
の
が
直
観
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
実
在
的
な
も
の
へ
と
媒
介
さ
れ
、
絶
対
者
が
自
己
自
身
を
認
識
す
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
事
態
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
知
的
産
観
は
、
観
念
的
な
絶
対
者
が
実
在
的
な
絶
対
者
に
お
い
て
自
己
認
識
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
実
在
的
な
も
の
と
は
、
「
あ
く
ま
で
も
観
念
的
な
も
の
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
実
在
的
な
も
の
巴
コ
ハ
E
R
F
5
2
Z
ω
σ
2
t
5
5
5
ω
同

g
一
め
ど
(
与
巴
・
)

で
あ
る
と
同
時
に
、
「
実
在
的
な
も
の
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
観
念
的
な
も
の

zsssz含
認
め
忠
弘
一
三
三
月

g
一
色
ど
(
与
件
)

で
あ
り
、

も
は
や
無
制
約
的
で
は
あ
り

な
い
、
制
約
さ
れ
た
絶
対
性
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
直
接
に
観
念
的
な
も
の
と
の
向
一
性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
三
つ
の
契
機
は
、

①
観
念
的
な
も
の
と
し
て
の
純
粋
に
無
制
約
的
な
絶
対
性
と
③
実
在
的
な
も
の
と
し
て
の
制
約
さ
れ
た
絶
対
性
、
②
そ
の
両
者
の
差
異
を
作
り
出
し
つ
つ
問
一
性
を
支
え

て
い
る
限
定
す
る
働
き
、

と
言
い
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
的
な
も
の
は
観
念
的
な
も
の
の
「
自
己
表
現
」
(
ヨ
い
と

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
現
わ
れ

て
き
た
の
は
、
①
表
現
さ
れ
る
当
の
も
の
、
②
表
現
す
る
働
き
、
②
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
と
い
う
契
機
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
契
機
は
、
絶
対
者
の
自
己
表
現
、
あ
る
い
は
、
絶
対
者
の
絶
対
者
と
し
て
の
存
在
、

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

ま
っ
た
く
た
だ
一
つ
の
事
態
を
構
成
し

て
い
る
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
。

し
か
し
、

シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
事
態
は
時
時
に
絶
対
者
の
自
己
産
出
・
自
己
認
識
で
あ
り
、
②
の
働
き
は
、
①
で
あ
る

絶
対
者
が
、
自
己
を
他
な
る
も
の
で
あ
る
③
へ
と
外
化
し
つ
つ
、
そ
れ
を
再
び
自
己
自
身
と
の
向
一
性
の
も
と
に
定
立
す
る
働
き
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

知
的
直
観
と
い
う
働
き
を
こ
の
よ
う
に

一
な
る
自
己
か
ら
他
な
る
自
己
へ
、

そ
し
て
他
に
し
て
一
な
る
自
己
へ
の
産
出
活
動
と
し
て
の
自
己
表
現
あ
る
い
は
自
己
認
識

と
み
な
す
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
自
己
分
離
と
自
己
同
一
化
と
い
う
相
反
す
る
活
動
が
と
も
に
向
時
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
九
号

七



シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

d七
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こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
③
の
絶
対
者
は
、
①
の
絶
対
者
の
自
己
限
定
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
者
「
な
ら
ぬ
も
の
」
で
あ
る
よ
う
な
他
者
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

シ
エ

リ
ン
グ
が
こ
の
頃
で
語
る
、
絶
対
者
の
知
的
直
観
に
よ
る
一
な
る
も
の
か
ら
多
な
る
も
の
へ
の
継
起
的
な
産
出
に
お
い
て
、
絶
対
者
が
自
己
分
離
と
自
己
同
一
化
を
繰
り

返
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
、
絶
対
者
に
と
っ
て
は
他
者
で
あ
る
諸
事
物
か
ら
な
る
世
界
は
、
経
験
世
界
で
は
な
く
、
理
念
界
、
あ
る
い
は
観
念
界
な
の
で
あ
る
。
「
実

在
的
」
な
絶
対
者
と
は
い
う
も
の
の
、
現
実
的
な
絶
対
者
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も
、
観
念
的
な
世
界
の
中
の
絶
対
者
の
実
在
的
契
機
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
観
念
界
の
中
で
、
③
の
絶
対
者
は
絶
対
者
「
と
し
て
」
限
定
さ
れ
た
絶
対
者
、

す
な
わ
ち
絶
対
者
の
表
現
と
し
て
、

そ
の
内
容
を
す
べ
て
①
の
絶
対
者
と
荷
じ
く

し
、
自
由
な
自
己
分
離
と
自
己
同
一
化
の
活
動
も
等
し
く
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
①
の
絶
対
者
の
自
己
分
離
が
③
の
絶
対
者
へ
の
分
離
で
あ
っ
た
の
と
は
異

な
り
、
③
か
ら
①
へ
の
外
化
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
③
の
自
己
分
離
は
、
①
な
ら
ぬ
も
の
へ
の
自
己
分
離
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
へ
の
自
己

同
一
化
な
の
で
あ
っ
て
、
③
の
無
限
の
自
己
再
生
産
で
あ
る
と
い
え
る
。
観
念
界
に
お
け
る
こ
の
再
生
産
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
可
能
性
を
形
成
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
③
の
無
限
の
自
己
再
生
産
と
し
て
の
知
的
直
観
も
、
①
の
知
的
直
観
と
同
じ
ひ
と
つ
の
活
動
で
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
③
は
、

た
し
か
に
自
由
な
直
観
能
力
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
点
で
、
①
に
対
し
て
、
自
立
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
が
、

し
か
し
そ
の
能
力
も
、
①
の
直
観
を
自

ら
の
甚
観
「
と
し
て
」
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、

し
た
が
っ
て
、
③
の
自
立
性
は
、
絶
対
者
の
、

な
い
し
は
観
念
界
の
契
機
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
り
続
け
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
③
の
絶
対
者
の
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
の
う
ち
に
、
現
実
世
界
へ
の
可
能
性
を
見
出
す
。

そ
れ
が
「
堕
落
〉
正
丘
一
一
の
可
能
性
で
あ
る
。
「
ひ
と
こ
と
で

い
え
ば
、
絶
対
者
か
ら
現
実
的
な
も
の
へ
は
い
か
な
る
連
続
的
移
行
も
な
い
。
感
性
的
世
界
の
起
源
は
、
絶
対
性
か
ら
の
完
全
な
離
断
〉
寸
寸

Ha2Eコ
と
し
て
の
み
、

つ

の
飛
躍
印
日
)
門
戸
口
問
に
よ
っ
て
の
み
考
え
う
る
。
」
(
ヨ
い
∞
)
、
あ
る
い
は
、
「
絶
対
者
は
唯
一
の
実
在
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
有
限
的
な
事
物
は
実
在
的
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
事
物
の
根
拠
は
事
物
な
い
し
そ
の
基
一
体
へ
の
実
在
性
の
分
与
宮
正

Z
E
m
に
は
あ
り
え
ず
、
た
だ
絶
対
者
か
ら
の
遠
離
何
コ
止
め
コ
百
口
問
、
絶
対
者
か
ら
の

堕
落
〉

σ
E
=
に
あ
る
。
」
(
与
(
]
・
)
、
と
あ
る
よ
う
に
、
有
限
的
思
惟
に
と
っ
て
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
間
に
は
、
認
識
に
関
し
て
も
、
存
在
に
関
し
て
も
、
何
の
つ
な
が
り

も
見
出
し
え
な
い
。

そ
こ
で
、
絶
対
界
に
関
す
る
思
惟
は

一
つ
の
「
飛
躍
し
を
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
有
摂
者
は
閉
じ
た
絶
対
界
か
ら
の
「
墜
落
」
に
よ
っ
て
し
か
成

立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

墜
落
と
は
、
③
の
絶
対
者
が
①
の
絶
対
者
か
ら
分
離
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
た
し
か
に
知
的
直
観
の
契
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
自
己
分
離
の
活
動
で
は
あ
る
が
、
活



動
の
所
産
が
活
動
の
主
体
を
分
離
す
る
こ
と
は
本
来
あ
り
え
な
い
。
③
は
、
①
の
絶
対
者
と
全
面
的
に
等
し
い
も
の
と
し
て
、

た
し
か
に
知
的
直
観
を
行
な
う
主
体
と
な

る
が
、

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
自
ら
の
活
動
の
所
産
に
対
し
て
主
体
と
し
て
ふ
る
ま
い
う
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
性
の
逆
転
が
「
盟
落
」
で
あ
る
と
い
っ
て

-、、
d

O
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も
し
、
観
念
的
な
絶
対
界
の
内
に
こ
の
逆
転
が
現
実
に
生
じ
る
根
拠
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
絶
対
者
が
自
己
自
身
の
観
念
性
と
実
在
性
の
根
源
的
同
一
性
を
破
壊
す
る
契

機
を
自
ら
の
内
に
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
こ
で
墜
落
の
可
能
性
と
現
実
性
を
区
判
別
す
る
。
「
堕
落
の
可
能
性
の
根
拠
は
(
③
の
絶
対
者
の
]

自
由
に
あ
る
。
|
|
中
略

l
i
だ
が
、
堕
落
の
現
実
性
の
可
能
性
は
、
た
だ
堕
落
し
た
も
の
自
身
の
内
に
の
み
あ
る
」
(
〈

ZC)。
③
が
①
の
表
現
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
①
か
ら
自
由
な
知
的
誼
観
能
力
を
「
与
え
ら
れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
逆
転
は
可
能
性
に
と
ど
ま
り
、
観
念
界
の
向
一
一
位
は
保
持
さ
れ
る
。

そ
し
て
③
が
知
的
直
観
の
自
由
を
、
①
の
自
由
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
発
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
同
時
に
逆
転
が
生
じ
、
現
実
的
な
も
の
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。
観
念

界
の
分
析
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
絶
対
者
と
異
な
っ
た
自
立
的
な
他
者
」
は
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、

あ
る
い
は
、
堕
落
が
起
こ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
他
者
が
現
実
に
存
在
す
る
た
め
に
、
壁
一
落
は
起
こ
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
、

こ
う
し
て
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
墜
落
の
可
能
性
と
現
実
性
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
が
有
限
な
も
の
を
構
成
的
に
自
己
の
内
に
含
む
、

と
い
う
危
機
を
図

避
し
よ
う
と
し
た
。
知
的
直
観
と
い
う
産
出
に
お
け
る
主
体
と
そ
の
産
出
物
の
序
列
は
決
し
て
逆
転
し
え
ず
、
産
出
物
が
再
び
産
出
の
主
体
と
し
て
産
出
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、

そ
の
主
体
性
が
逆
転
の
可
能
性
と
し
て
観
念
界
の
中
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。

一
方
、
産
出
物
は
産
出
の
主
体
の
自
己
表
現
で
あ
る
か
ら
、
産
出
物
の
主
体
性
は
、

産
出
の
主
体
で
あ
る
①
の
絶
対
者
の
主
体
性
と
等
し
く
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
産
出
物
で
あ
る
③
の
絶
対
者
が
独
自
で
絶
対
的
な
自
自
を
行
使
す
る
と
、
逆
転
が

生
じ
て
有
線
的
な
現
実
世
界
が
成
立
し
、
こ
の
絶
対
的
な
自
由
も
ま
た
同
時
に
有
限
的
な
自
由
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
逆
転
の
可
能
性
が
い
か
に
し
て
逆
転
の
現
実

性
に
生
じ
る
か
、

そ
れ
は
世
界
の
事
実
性
で
し
か
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
世
界
が
事
実
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
③
の
絶
対
者
が
①
の
絶
対
者
か
ら
は
自
立

的
に
独
自
の
自
由
を
働
か
せ
た
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
飛
躍
」
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
、

と
い
う
の
が
、
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
け
る
シ
ェ
リ
ン
グ
の
解
答
で

ホ
り
マ
令
。

こ
こ
に
、
「
働
き
の
成
果
は
、
働
き
そ
の
も
の
に
は
つ
い
に
追
い
つ
け
な
い
」
と
い
う
原
理
を
応
用
し
て
み
る
と
、

シ
ェ
リ
ン
グ
の
諮
ろ
う
と
し
て
い
る
事
態
は
明
か
で

あ
る
。
産
出
の
主
体
の
も
つ
自
由
は
、
産
出
活
動
そ
の
も
の
の
・
自
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
は
、
②
の
絶
対
者
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
①
の
絶

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
九
号

七
五



シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

七
六

対
者
は
③
に
お
い
て
自
ら
の
②
を
認
識
し
よ
う
と
し
つ
つ

つ
い
に
そ
れ
に
は
追
い
つ
け
ず
、

ま
た
③
も
自
ら
の
産
出
物
に
お
い
て
自
ら
の
自
由
な
活
動
を
認
識
し
よ
う

と
し
つ
つ
、

そ
れ
に
は
追
い
つ
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
活
動
の
主
体
に
と
っ
て
、
活
動
の
成
果
を
「
自
由
な
も
の
と
し
て
L

の
自
分
自
身
と
し
て
認
識
す
る

こ
と
は
で
き
る
が
、

そ
の
成
果
が
自
分
J

自
身
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
③
の
絶
対
者
は
自
ら
の
産
出
物
に
お
い
て
自
分
自
身
を
「
自
由

な
も
の
と
し
て
」
認
識
す
る
が
、
③
の
「
自
分
自
身
」
と
は
ま
さ
に
①
の
絶
対
者
で
あ
る
か
ら
、
③
の
自
己
認
識
に
と
っ
て
は
、
①
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
が
「
自
由
な
も

の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
の
自
己
認
識
の
中
に
「
①
自
身
に
よ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
逆
転
の

根
拠
で
あ
り
、

そ
の
欠
落
は
「
飛
躍
」
に
よ
っ
て
し
か
飛
び
越
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
知
的
直
観
の
分
析
か
ら
、
観
念
界
と
現
実
界
の
断
絶
と
観
念
界
か
ら
現
実
界
へ
の
飛
躍
、
す
な
わ
ち
、
可
能
性
と
現
実
性
の
断
絶
と
飛
濯
が
明
ら
か
に
さ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
知
的
直
観
の
認
識
論
的
絶
対
性
、
す
な
わ
ち
、
知
の
確
実
性
の
根
拠
と
し
て
完
全
に
自
問
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

も
は
や

否
定
さ
れ
る
に
い
た
る
。
む
し
ろ
、
知
的
直
観
と
い
う
活
動
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
差
異
が
、
現
実
的
存
在
者
の
根
拠
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(2) 

『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

に
お
け
る
つ
自
然
の
王
国
」

一
八

O
九
年
の
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

で
は
、
こ
の
著
作
で
扱
お
う
と
し
て
い
る
問
題
が
、
ョ
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
そ
の
端
緒
を
開
い
た
も
の
の
、

そ
れ
も
叙

述
の
仕
方
が
よ
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
不
明
瞭
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
」
(
語
い
ω
仏
)
い
た
と
述
べ
て
、
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
飛
躍
と
し
て
の
自
由
の
発
動
、
す
な
わ

ち
、
無
制
約
的
な
概
念
界
か
ら
有
限
的
な
現
実
界
へ
の
飛
躍
で
あ
る
有
限
的
自
由
の
発
動
が
あ
ら
た
め
て
主
題
化
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
『
哲
学
と
宗
教
』
の
①
の
絶
対
者
の
も
つ
無
制
約
的
な
活
動
が
、
よ
忠
一
欲
J

弓
c
一一

2
が
根
源
存
在

C
M
d
包
コ
で
あ
る
L

(

〈
戸
ω
ω
C
)
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
。

自
我
モ
デ
ル
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
精
神
あ
る
い
は
自
我
の
無
制
約
的
な
活
動
で
は
な
く
、
端
的
に
無
制
約
的
な
活
動
が
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
意
欲
に
の

み
、
根
源
存
在
の
す
べ
て
の
述
語
、
す
な
わ
ち
、
根
底
の
無
さ
の
三
三
一
c
t
m
r
Eぺ
永
遠
性
、
時
間
か
ら
の
独
立
、
自
己
肯
定

ω巳
σ巳
σ江
戸

7
5
d
m
が
当
て
は
ま
る
。
全
哲

学
は
、
こ
の
意
欲
の
最
高
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
を
め
ざ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
(
与
(
ご
。
こ
れ
は
、
哲
学
が
無
制
約
的
な
活
動
を
定
義
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、

そ
う
し
た
活
動
が
最
高
度
の
自
己
表
現
に
い
た
る
過
程
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
ま
ず
、
体
系
全
体
に
か
か
わ
る
基
本
構
造
を
提
示
す
る
。



寸
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
自
然
哲
学
が
は
じ
め
て
学
に
お
い
て
、
実
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
広
告
宅

2
2
w
g
r
5
2
2
互
5
・
け
と
、
単
な
る
実
在
の
根
底
で
あ

る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
合

ω宅
2
2
w
g
p門
戸

g
u
一c
g
c
z
E
〈
。
ロ
何
一
三
巴

2
1巴
と
の
間
に
区
別
を
立
て
た
。
こ
の
区
別
は
、
自
然
哲
学
の
最
初
の
学
問
的
叙
述
が

な
さ
れ
た
と
き
に
早
く
も
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」
(
芸
・
ω
日)。

こ
れ
ほ
ど
定
式
的
に
で
は
な
い
が
、

す
で
に
一
八

O
一
年
の
『
わ
が
哲
学
体
系
の
叙
述
』
に
示
さ
れ
て
い
る
存
在
者
と
そ
の
存
在
の
根
底
で
あ
る
存
在
者
と
の
区
別
は

あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
、
存
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
と
存
在
の
根
底
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
と
い
う
区
別
を
自
ら
の
う
ち
に
も
つ
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
と
表
現
す
る
も
の
の
区
別
で
あ
り
、

シ
ェ
リ
ン
グ
が
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
区
別
が
、
絶
対
者
で
あ

る
神
に
す
ら
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

で
は
こ
の
区
別
は
シ
ェ
ソ
ン
グ
の
体
系
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
、
根
源
的
な
同
一
性
の
自
己
展
開
に
よ
っ
て
観
念
的
な
存
在
者
の
体
系
が
成
立
し
て
き
た
。
『
哲
学
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
区
別
は
、
第

三
の
絶
対
者
が
逆
転
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
で
は
な
く
、
事
実
逆
転
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
し
か
な
か
っ
た
。
有
限
的
な
経
験
世
界
が
事
実
存
在
し

て
い
る
こ
と
が
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
世
界
の
現
実
性
に
は
、
世
界
の
可
能
性
が
対
応
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
の
対
応
関
係
を
、

シ
ェ
リ
ン
グ
は

「
飛
躍
L

と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
経
験
的
世
界
の
現
存
の
根
拠
は
、
経
験
的
世
界
の
現
存
の
事
実
性
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
自
己
原
因

gcgω
巳

と
は
、
絶
対
者
の
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

有
限
的
世
界
の
由
来
を
探
究
し
な
が
ら
こ
う
し
た
矛
盾
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、
知
的
直
観
そ
の
も
の
に
お
け
る
差
異
を
差
異
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
①

の
絶
対
者
は
、
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
②
の
絶
対
者
に
等
し
い
。
し
か
し
、

そ
れ
を
③
の
絶
対
者
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
か
ぎ
り
の
も
の
と
し
て
し
か
認
識
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
①
の
絶
対
者
に
と
っ
て
②
の
絶
対
者
は
③
の
絶
対
者
と
等
し
い
。
実
在
的
に
は
①

1
②
で
あ
る
が
、
観
念
的
に
は
③

l
②
な
の
で
あ
る
。

存
在
す
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
と
、
存
在
の
根
誌
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
者
の
区
別
は
、
『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
全
面
的
に
観
念
的
な
も
の
と
さ
れ
た
知
的
直
観
に
お
け

る
こ
の
差
異
を
、
実
在
的
原
埋
と
観
念
的
原
理
と
の
差
異
と
し
て
定
立
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
一
区
別
と
関
係
の
構
造
を
い
っ
そ
う
蔽

密
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
諸
事
物
は
絶
対
的
に
み
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
神
〔
存
在
者
と
し
て
の
神
]

の
内
で
生
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
全
面
的
に
、
あ
る
い
は
よ
り
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適
切
に
い
え
ば
、
無
限
に
、
神
と
は
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
神
か
ら
区
別
さ
れ
て
あ
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
は
神
と
は
異
な
っ
た
根
底
の
中
で
生
成
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
何
も
の
も
神
の
外
に
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
の
は
、
諸
事
物
が
神
の
内
に
お
け
る
神
自
身
で
は
な
い
も
の
に
、

そ
れ
ら
の
根
底
を
も
っ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
」
(
歪
い
包
)
。

存
在
者
と
し
て
の
神
と
は
絶
対
的
な
神
の
超
越
的
側
面
で
あ
る
か
ら
、
被
造
物
の
生
成
と
は
い
っ
さ
い
関
わ
ら
な
い
、

ひ
た
す
ら
「
有
っ
て
有
る
も
の
L

で
あ
る
よ
う

な
神
で
あ
る
。
存
在
者
の
存
在
の
根
拠
は
こ
の
よ
う
な
神
で
は
な
く
、

し
か
し
、
絶
対
者
と
し
て
の
神
の
中
に
あ
る
「
神
自
身
で
は
な
い
も
の
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
実
在
の
摂
底
で
あ
る
か
ぎ
り
の
存
在
者
」
と
は
、
超
越
的
な
神
の
存
在
の
根
底
で
あ
り
、

ま
た
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
一
般
の
存
在
の

根
底
で
あ
る
。

存
在
の
摂
底
の
「
意
欲
」
が
、
存
在
す
る
こ
と
を
求
め
て
活
動
す
る
。
意
欲
は
、
自
ら
の
持
続
へ
の
意
欲
で
あ
り
、
「
自
己
と
し
て
」
存
在
す
る
こ
と
へ
の
意
欲
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
活
動
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、

「
永
遠
に
一
な
る
も
の
が
自
己
自
身
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
感
じ
る
撞
標
∞
与
コ
ω
己
与
ご
(
〈
一
一
い
巴
)
と
称
す
る
。
し
か

し
、
こ
の
「
憧
憶
L

に
と
っ
て
そ
れ
が
向
か
う
べ
き
「
自
己
自
身
」
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
「
憧
僚
」
は
、
向
か
う
べ
き
確
た
る
も
の
を
も
た
な
い
ま
ま
、

持
続
と
存
在
を
求
め
て
「
何
ら
か
の
も
の
」
へ
向
か
う
。
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
、

ひ
と
つ
の
分
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
「
神
そ
の
も
の
の
内
に
、

ひ
と
つ
の
内
的
な
反
省

的
表
象
が
産
出
さ
れ
る
L

へ〈一一い

g)
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
『
官
学
と
宗
教
』
で
言
わ
札
た
第
三
の
絶
対
者
で
あ
り
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
神
が
自
己
自
身
を
ひ
と
つ
の
似
像

開})めコ
E
E
に
お
い
て
見
る
も
の
」
(
め
寸
む
し

で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
憧
憶
に
対
応
し
て
「
悟
性
ぐ

q巳
2
P
と
呼
ば
れ
る
。

「
悟
性
」
は
ま
た
、
「
憧
僚
の
言
葉
」
(
〈
一
一
い
白
)

と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
た
憧
僚
、
す
な
わ
ち
、
根
源
的
な
意
欲
の
自
己
表
現
で
あ
る
。
表
現

さ
れ
た
意
欲
は
、
観
念
化
さ
れ
な
い
ま
ま
に
含
ん
で
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
そ
の
も
の
「
と
し
て
」
表
現
す
る
。
存
在
の
根
底
は
、

ひ
た
す
ら
存
在
す
る
こ
と
を
意
欲

す
る
。

そ
の
意
欲
の
活
動
が
、

ま
ず
端
的
な
「
在
る
」
こ
と
を
求
め
る
憧
僚
と
し
て
、
次
に
「
自
ら
あ
る
も
の
と
し
て
在
る
」
こ
と
を
求
め
る
悟
性
と
し
て
働
く
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
表
環
さ
れ
た
意
欲
の
段
階
に
い
た
っ
て
、
根
源
的
な
意
欲
の
中
に
す
で
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
ら
わ
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
ふ
た
つ
の
契
機
が
は
じ
め

て
そ
の
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
在
る
」
と
い
う
実
在
的
で
「
自
己
自
身
の
内
に
開
閉
じ
込
も
ろ
う
と
す
る
」
あ
る
い
は
「
自
己
自
身
の
内
に
戻
ろ
う
と
す
る
」

契
機
(
〈
一
一
・

8N)
と
、
「
自
己
と
し
て
」
と
い
う
観
念
的
な
外
化
の
契
機
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
外
化
、

す
な
わ
ち
自
己
分
離
と
い
う
観
念
的
契
機
と
、
自
己
自
身
の
内
に
戻
ろ
う
と
す
る
自
己
向
一
化
と
い
う
実
在
的
契
機
を
統
一
す
る
こ
と
が
、



寸
ひ
と
つ
の
内
的
な
反
省
的
表
象
」
が
そ
の
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
似
像
「
と
し
て
」
産
出
さ
れ
た
状
態
で
あ
る
。
こ
の
統
一
こ
そ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
「
魂

ω
2ぽ」

(5z・)、

勺
生
き
た
紐
帯
一
与
g
E
m
o
切
さ
P
(与
門
戸
)
と
呼
ぶ
統
一
と
し
て
の
統
一
で
あ
り
、
絶
対
者
の
自
己
定
立
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
絶
対
者
が
こ
の
統
一
と
し
て
の
統

一
を
自
己
自
身
と
し
て
認
識
し
た
と
き
に
、
「
精
神
の
巳
ω
ご
(
〈
一
一
い
色
)
で
あ
る
人
間
が
成
立
し
、

そ
こ
に
お
い
て
、
根
源
的
な
意
欲
が
十
全
な
自
己
表
現
を
終
え
る
。
す

な
わ
ち
、
「
現
勢
的
に
実
在
す
る
も
の
と
し
て
の
神
の
三
ご
ニ
ω
m
百
円
に
め
×

2
Z
2
2仏
が
自
ら
を
顕
示
。
止
め
コ
寸
2
dコ
」
(
与
む
・
)
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
の
一
一
一
一
口
う
「
自

然
の
王
国
月
色
与
宏
之
乙

ω
Eご
(
〈
一
一
い
ゴ
)
が
完
成
す
る
。
観
念
界
で
あ
る
「
自
然
の
王
国
」
の
完
成
は
、
観
念
的
な
神
の
完
成
と
同
時
で
あ
り
、
観
念
的
な
神
の
完
成

は
、
観
念
的
な
人
間
の
完
成
と
問
時
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
神
・
そ
の
観
念
化
の
過
程
で
生
じ
て
く
る
諸
々
の
存
在
者
の
世
界
(
自
然
)
・
神
の
十
全
な
自
己
表
現
と
し
て
の
人
間
と
い
う
三
つ
の
絶
対
者
が
現
わ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
「
自
然
の
王
国
」
に
お
い
て
、
人
間
だ
け
が
こ
の
観
念
界
か
ら
自
ら
は
、
ず
れ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
に
お
い
て
は
観
念
的
原
理
と
実
在
的

原
理
の
統
一
を
再
び
観
念
的
原
理
に
よ
り
自
己
同
一
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
人
間
は
単
な
る
両
原
理
の
即
自
的
な
統

に
す
ぎ
ず
、
自
己
分
離
も
自
己
同
一
化
も
「
自

己
自
身
の
活
動
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
、

ど
ち
ら
の
原
理
も
、

人
間
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
し
て
独
自
で
活
動
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
精
神
と
し
て

の
自
己
自
身
か
ら
の
分
離
は
、
こ
れ
ま
で
の
絶
対
者
の
一
切
の
生
成
過
程
か
ら
の
自
己
分
離
で
あ
り
、
超
越
的
な
神
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。
悪
の
可
能
性
と
は
こ
の
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
存
在
の
根
底
と
存
在
者
と
の
区
別
、
知
的
直
観
に
お
け
る
実
在
的
差
異
の
定
立
と
は
、
こ
の
神
と
人
間
の
峻
別
、

そ
し
て
人
間
が
絶
対
者
に
と
っ
て

他
者
と
な
る
た
め
の
根
拠
で
あ
る
。

そ
し
て
、
存
在
の
過
程
は
、
「
自
然
の
王
国
」
の
完
成
で
は
終
結
し
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
観
念
的
原
理
と
実
在
的
原
理
は
外
的
な
も
の
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
ふ
た
つ
の
原
理
な
し
に
は
人
間
は
存
立
し
え
な
い
。
こ
の
と
き
、
知
的
直
観
の
ふ
た
つ
の
活
動
は
、
こ
れ
ら
の
原
理
か
ら
み
て
、

ア
ン
ピ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
活

動
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
分
離
は
、

ま
さ
に
「
自
己
の
L

活
動
で
あ
っ
た
場
合
、
自
己
自
身
か
ら
自
己
自
身
を
分
離
さ
せ
る
自
己
外
化
の
活
動
で

あ
る
が

い
ま
だ
外
的
な
原
理
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
自
己
を
あ
る
も
の
か
ら
分
離
す
る
活
動
、
自
己
を
観
念
界
の
過
程
か
ら
分
離
さ
せ
る
活
動
、
「
自
己
に
開
閉
じ
込
も
る
」

活
動
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
同
一
化
も
両
様
に
し
て
、
「
自
己
の
も
と
に
一
戻
る
」
活
動
と
、
自
己
を
観
念
界
の
過
程
と
開
一
化
す
る
活
動
と
い
う
両
面
を
も
つ
こ
と
に

な
る
。こ

う
し
て
、
人
間
は
常
に
こ
の
ふ
た
つ
の
原
理
を
、
「
自
己
自
身
の
活
動
」
と
す
る
か
、

そ
れ
と
も
単
に
外
的
な
原
理
と
す
る
か
、

そ
し
て
さ
ら
に
、
両
原
理
を
統
一
さ

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
九
号

七
九



シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
自
然
と
知
的
直
観

。

せ
る
か
分
離
さ
せ
る
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
寸
人
間
は
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
を
選
ぼ
う
と
も
、
そ
れ
は
人
間
自

J

身
の
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は

未
決
定
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
苫
い
三
)
。
独
自
の
自
由
を
働
か
せ
て
箆
落
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
と
い
う
の
が
『
哲
学
と
宗
教
』
で
の
③
の
絶
対
者
で
あ
っ

た
が
、
観
念
界
に
お
け
る
人
間
は
、
こ
の
自
由
な
決
断
な
し
に
は
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
者
な
の
で
あ
る
。
「
自
然
の
王
国
」
が
完
成
す
る
と
同
時
に
、
人
間
は

現
実
的
な
決
断
に
よ
っ
て
、
現
実
的
な
行
為
の
世
界
、

で
あ
る
「
歴
史
の
王
国
刃
包
与
号
吋
の
め
ω巳
己
の
y
g
L
(〈{一

uω

ゴ)
を
開
始
さ
せ
る
。

自
然
は
、
こ
う
し
て
自
由
論
を
通
じ
て
、
現
実
的
世
界
に
対
す
る
観
念
的
世
界
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

さ
ら
に
は
人
間
の
決
断
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
可
能
性
と
み

な
さ
れ
る
に
い
た
る
。
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
で
構
成
さ
れ
た
よ
う
な
自
己
意
識
の
過
程
は
、

む
し
ろ
こ
の
人
間
の
決
断
の
場
面
で
生
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の

際
、
決
断
す
る
人
間
に
と
っ
て
昭
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
自
然
が
、
人
間
自
身
の
活
動
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

F

自
然
に
と
っ

て
他
な
る
も
の
の
活
動
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

五

知
的
直
観
と
無
底

自
己
意
識
モ
デ
ル
を
放
棄
し
、
「
自
我
の
過
程
」
か
ら
「
絶
対
者
の
過
程
し
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
は
自
然
現
象
と
し
て
の
「
自
我
の
鏡
L

で
は
な
く
、

精
神
で
あ
る
人
間
を
も
含
め
た
「
絶
対
者
の
似
像
」
に
な
る
。
す
る
と
、
自
然
が
自
我
の
よ
う
に
分
節
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
精
神
も
自
然
も
、
絶
対
者
の
よ
う
に

分
節
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
根
源
的
活
動
の
自
己
分
節
に
よ
っ
て
、
自
然
の
分
節
が
生
じ
、

そ
の
過
程
の
延
長
上
に
精
神
の
分
節
が
生
じ
る
。
自
然
は
こ
こ
で
、

絶
対
者
に
と
っ
て
こ
そ
な
お
「
失
敬
し
た
自
己
意
識
L

で
あ
り
勺
鏡
」
で
あ
る
が
、
有
限
的
な
精
神
に
と
っ
て
は
「
可
能
的
な
自
己
」
あ
る
い
は
自
己
の
根
底
で
あ
る
。

『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』

で
の
直
観
活
動
の
分
析
か
ら
、
自
然
が
精
神
に
と
っ
て
他
者
で
あ
り
な
が
ら
、
認
識
可
能
で
あ
る
こ
と
が
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
よ
り
正

確
に
言
え
ば
、
自
然
は
精
神
の
活
動
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
精
神
に
と
っ
て
の
他
者
と
な
る
と
同
時
に
認
識
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
、
精
神
は
絶

対
的
自
我
の
自
己
意
識
を
モ
デ
ル
と
し
た
絶
対
的
精
神
で
あ
っ
た
。
自
由
論
で
は
、
直
観
活
動
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
実
在
的
な
差
異
が
定
立
さ
れ
、
精
神
と
絶
対
者
が

荻
一
判
別
さ
れ
、
自
我
は
、
勺
自
己
自
身
に
開
閉
じ
込
も
る
原
理
L

と
し
て
、

も
は
や
「
絶
対
性
」
と
は
相
容
れ
な
い
概
念
と
さ
れ
る
。

そ
の
際
、
決
断
と
い
う
一
点
を
除
け
ば
、

精
神
に
と
っ
て
自
己
自
身
の
分
節
は
絶
対
者
の
分
節
と
同
じ
で
あ
る
。

シ
ェ
リ
ン
グ
が
か
つ
て
行
な
っ
た
よ
う
な
自
我
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
無
制
約
的
な
も
の
を
構
成
す
る

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
精
神
に
と
っ
て
は
、
自
然
の
分
節
お
よ
び
自
己
自
身
の
分
節
が
絶
対
者
の
根
源
的
活
動
に
よ
る
、

と
い
〉
つ
こ
と



は
あ
く
ま
で
も
隠
蔽
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
活
動
こ
そ
、
存
在
の
過
程
で
働
い
て
い
る
実
在
的
原
理
と
観
念
的
原
理
の
活
動
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の

根
源
的
活
動
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
人
間
は
、
自
ら
を
存
立
さ
せ
て
い
る
決
断
に
お
い
て
決
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
、

ま
た
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
決
断
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
す
ら
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
間
に
と
っ
て
、
自
ら
の
根
拠
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
穏
蔽
性
こ
そ
「
無
底
己
コ
向
「

g
p
(〈
一
一
込
宗
)
と
呼

ば
れ
る
「
根
拠
の
無
さ
し
な
の
で
あ
る
。

『
人
間
的
自
由
の
本
質
』

に
お
い
て
、
知
的
直
観
と
い
う
一
一
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
後
の
著
作
で
も
、

か
つ
て
の
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
思
想
の
引
用
を
示
す
以

外
に
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
そ
れ
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
知
的
直
観
そ
の
も
の
の
中
に
差
異
が
見
出
さ
れ
、

そ
れ
が
実
在
的
な
も
の
と

し
て
定
立
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
も
は
や
知
的
直
観
は
「
直
観
す
る
も
の
と
直
観
さ
れ
た
も
の
が
〔
観
念
的
に
〕
同
一
で
あ
る
よ
う
な
自
由
な
客
観
産
出
の
行
為
L

(

日
い

S
)

で
は
あ
っ
て
も
、
「
思
椎
と
存
在
が
絶
対
的
に
等
置
さ
れ
る
直
観
L

(

宅
い

S
)
で
は
あ
り
え
ず
、
絶
対
者
に
お
い
て
は
自
己
分
離
と
自
己
同
一
化
の
力
動
的
な
活
動
で
あ

り
、
有
限
的
な
人
間
に
お
い
て
は
可
能
的
世
界
と
現
実
的
世
界
の
間
で
常
に
要
求
さ
れ
る
決
断
、
す
な
わ
ち
「
叡
智
的

Z
5
5
m一σめ
ど
な
「
行
為
、
ロ
ど
で
あ
る
(
〈
一
一
い
∞
品

ト→町、
←→也、. 
、、ーノ。知

の
確
実
性
は
、
可
能
根
拠
と
し
て
は
、
絶
対
者
の
過
程
を
貫
く
分
節
化
の
内
に
人
間
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

す
で
に

そ
の
過
程
が
人
間
に
と
っ
て
隠
蔽
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
知
は
「
自
己
」
確
実
的
な
も
の
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
『
哲
学
と
宗
教
』
で
述
べ
ら
れ
た
人
間
の
知

の
根
本
的
な
有
限
性
、
そ
し
て
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
に
お
け
る
有
限
的
存
在
者
た
る
人
間
の
根
拠
の
無
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
知
的
直
観
の
担
え
な
お
し
に
よ
っ
て
導

き
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

、玉

シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
以
下
に
よ
り
、
巻
数
(
ロ
ー
マ
数
字
)
、
ペ
ー
ジ
数
(
ア
ラ
ビ
ア
数
字
)
の
み
を
本
文
に
割
注
で
示
し
た
。
な
お
引
用
文
中
の
[

者
の
補
足
。
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史
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。
そ
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よ
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れ
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世
界
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し
て
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訳
、
法
政
大
学
出
版
局
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特
に
、
第

1
部
第

2
章
参
照
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こ
れ
は
、
へ

i
ゲ
ル
が
一
八

O
七
年
の
『
精
神
現
象
学
』
の
中
で
楓
し
た
よ
う
な
「
嬬
の
中
の
黒
牛
」
を
引
き
出
す
よ
う
な
「
認
識
に
関
し
て
空
虚
で
あ
る
よ
う
な
素
朴
さ
」
か

ら
は
遠
い
態
度
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
〈

m町
一
戸
。

m町
内
一
唱
で
}
忌
コ

ogm凶コ
o一o
Eめ(一
2
のめ一

2
2・
ZHdm-
〈
Oロ
2
0の一
20HJ
∞(}・ド∞・

5
コ・

(
4
)
「
堕
落
L

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
き
わ
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
た
と
え
ば

H
0
ア
ー
ル
マ
ン
ス
な
ど
は
、
『
改
良
さ
れ
た
ブ
ィ
ヒ
テ
の
学
説
に
対
す
る
自
然
哲
学
の
真
の

関
係
の
明
示
』
(
一
八

O
五
)
の
、
「
純
粋
に
有
限
的
な
も
の
が
実
在
す
る
こ
と
は
、
i
l
|
中
略
|
|
自
己
自
身
を
も
事
物
を
も
、
そ
れ
ら
が
真
に
神
の
内
に
あ
る
と
お
り
に
見
ょ

う
と
し
な
い
意
志
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
う
る
」
(
〈
一
一
白
山
)
と
い
う
一
節
に
基
づ
い
て
、
堕
落
を
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
枠
内
で
の
み
把
え
、
堕
落
を
現
実
的
な
人
間
の
意
志
の
あ
り

方
に
帰
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
有
限
的
事
物
の
根
拠
は
・
・
・
・
・
・
墜
落
に
あ
る
」
(
弓
い
∞
)
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
世
界
の
中
に
、
自
己
自
身
や
事
物
を
「
神
の
内
に
あ
る
と
お
り

に
」
克
る
も
の
、
墜
落
し
て
い
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
無
制
約
者
が
存
在
す
る
と
み
な
す
の
は
ま
っ
た
く
の
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
箆
落
と
は
そ
も
そ
も
、
有
限
的
な
認
識
と
、
絶
対

者
の
絶
対
的
活
動
性
と
の
絶
対
的
・
質
的
差
異
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
有
限
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
、
自
ら
の
有
限
性
の
原
理
は
、
無
制
約
的
な
も
の
か
ら
の
飛
躍
、
墜
落

と
し
て
し
か
認
識
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
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細
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、
拙
論
「
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
堕
落
論
」
筑
波
大
学
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
第
八
号

(
1
9
8
9
)
参
照
。

(
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2
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〉
コ
ヨ

-
W
2
u
gぇ
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何
目
白
一
位
三
め
「
己
門
戸

m
U
2
u
N
C
C
{
何
ユ
以
己
め
「
己
コ
問
、
『
叙
述
』
で
の

ω包
コ
が
「
人
間
的
自
由
の
本
質
』
で
は
何
v
C
己

gN
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現

実
的
、
顕
在
的
に
存
在
す
る
も
の
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
実
存
」
と
は
異
な
る
た
め
、
以
下
で
は
「
存
在
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
す
る
。

(
6
)
シ
ェ
リ
ン
グ
の
、
こ
う
し
た
絶
対
者
と
有
限
者
の
区
別
の
な
さ
に
対
し
て
、
当
然
汎
神
論
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
弁
明
す
る
形
で
、

両
者
の
区
別
を
定
義
す
る
。
「
こ
の
教
説
〔
汎
神
論
]
で
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
古
典
的
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
彼
に
み
ら
れ
る
よ
り
以
上
に
全
面
的
に
万
物
を
神
か
ら
区
別
す
る
こ
と

は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
神
と
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に
あ
り
、
か
つ
そ
れ
自
身
か
ら
の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
限
な
も
の
は
、
必
然
的
に
あ
る
他
の

も
の
の
内
に
あ
り
、
こ
の
他
の
も
の
か
ら
の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
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「
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も
の
を
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間
的
に
、
よ
り
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近
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し
よ
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と
す
る
な
ら
ば
」
(
〈
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一
い
宕
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シ
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に
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的
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線
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哲
学
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自
己
否
定
」
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。



Die Natur und die intellektuelle Anschauung bei Schelling 

Yuko TAKAO 

Die Beziehungen zwischen dem Absoluten uncl clem Endlichen wareロ stetsclas Anliegen 

Schellings. Auf lebenslang hatte er cliese Beziehungen mit viel verschieclenen Formen durch-

gedacht. 

Schelling hat clurch die Analyse cler Tatigkeiten der intellektuellen Anschauung das System 

des Absoluten ausgemacht， das als das Selbstbevlllstsein cles lchs clurch die N aturprozess 

entsteht. Es ist eine Struktur， wo sich c1ie Tatigkeit nur an ihren Proclukte finclen kann， inclem 

sie ihr Selbst als solche nicht fangen kann， obgleich sie sich anschauen will， und c1iese 1コroclukte

sich fur sie immer auserlich werclen lassen_ 

Eine Realisierung c1ieser Differrenz in c1er intellektuellen Anschauung stellt c1ie Lehre c1er 

Unterscheiclung zwischen "clem Wesen， sofern es existiert" uncl "clem ¥町esen，sofern es bloss 

Gruncl von Existenz ist" bei c1er Freiheitsschriit clar. Uncl clurch diese Unterscheiclung wircl c1ie 

Beziehungen zwischen c1em Absoluten uncl clem Endlichen praziser bestimmt. Der Veranclerung 

c1er Verstanclnissen c1er intellektuellen Anschauung nach hatten sich c1iese Bestimmungen im 

ganzen System Schellings geanclert. 

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
九
号

J¥ 


	0001
	0002
	0003
	0004
	0005
	0006
	0007
	0008
	0009
	0010
	0011
	0012
	0013
	0014
	0015
	0016
	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022
	0023
	0024
	0025
	0026
	0027
	0028
	0029
	0030
	0031
	0032
	0033
	0034
	0035
	0036
	0037
	0038
	0039
	0040
	0041
	0042
	0043
	0044
	0045
	0046
	0047
	0048
	0049
	0050
	0051
	0052
	0053
	0054
	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065
	0066
	0067
	0068
	0069
	0070
	0071
	0072
	0073
	0074
	0075
	0076
	0077
	0078
	0079
	0080
	0081
	0082
	0083
	0084
	0085
	0086
	0087
	0088
	0089
	0090
	0091
	0092
	0093
	0094
	0095
	0096
	0097
	0098
	0099
	0100
	0101
	0102
	0103
	0104
	0105
	0106
	0107
	0108
	0109
	0110
	0111
	0112
	0113

