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単
に
哲
学
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
学
に
お
い
て
は
普
遍
的

な
知
が
探
求
さ
れ
て
き
た
。
人
間
の
認
識
能
力
に
感
覚
と
は
区
別
さ
れ

た
知
性
な
い
し
理
性
と
い
う
も
の
を
設
定
し
た
西
洋
哲
学
は
、
こ
の
普

遍
的
な
知
の
存
在
を
自
明
の
も
の
と
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
普
遍
的
な
知
の
対
象
こ
そ
が
、
感
覚
の
対
象
の

よ
う
な
現
象
で
は
な
く
、
本
当
に
存
在
す
る
実
在
で
あ
る
と
い
う
想
定

が
長
ら
く
採
用
さ
れ
て
き
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
が
そ
の
典
型
で
あ

る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
相
と
い
う
思
想
も
そ
の
真
髄
を
継
承
し

た
も
の
で
あ
り
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
本
質
と
い
う
概
念
装
置
も

こ
の
発
想
を
さ
ら
に
洗
練
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

普
遍
的
な
知
の
対
象
を
内
容
的
に
固
定
し
て
実
在
さ
せ
る
発
想
は
、
中

世
の
普
遍
論
争
を
呼
び
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
と
も
に
重
大
な
嫌

疑
を
か
け
ら
れ
る
。
一
度
創
造
さ
れ
た
本
質
が
不
可
変
的
で
あ
る
こ
と

は
神
の
全
能
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮

流
は
主
に
英
国
経
験
主
義
に
継
承
さ
れ
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
現
代

人
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
﹁
普
遍
的
対
象
＝
抽
象
観
念
﹂
説
を
唱
え
る

こ
と
に
な
る
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
理
性
主
義
と
経
験
主
義
と
い
う
対
立
軸
の
中
で
カ

ン
ト
の
哲
学
形
成
を
考
察
し
て
き
た
。
従
来
の
解
釈
で
は
、
カ
ン
ト
の

批
判
哲
学
は
理
性
主
義
と
経
験
主
義
と
の
総
合
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
理
性
主
義
と
経
験
主
義
と
の
差
異
を
、

経
験
に
全
く
依
存
し
な
い
実
在
的
認
識
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
点
に

見
定
め
る
か
ぎ
り︶

1
︵

、
カ
ン
ト
は
若
き
頃
か
ら
経
験
主
義
に
与
し
た
こ
と

は
一
度
も
な
く
、
む
し
ろ
純
粋
理
性
の
存
在
を
堅
守
す
る
こ
と
だ
け
に

全
力
を
傾
注
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
批
判
期
に
お
い
て
狭
義

の
理
性
主
義
を
批
判
す
る
論
点
も
、
決
し
て
こ
の
経
験
主
義
と
の
差
異

を
解
消
し
よ
う
と
す
る
方
向
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
こ
の
差
異

を
徹
底
し
、
理
性
主
義
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る︶

2
︵

。
批
判
期

に
は
観
察
的
︵theoretisch

︶
哲
学
の
立
場
の
転
回
が
見
い
だ
さ
れ
る

が
、
純
粋
理
性
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
実
在
的
な
認

識
を
堅
持
・
確
立
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
前
述
の
理
性
主

義
的
伝
統
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
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る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、﹃
実
践
理
性
の
批
判
﹄
の
主
題
が
﹁
純
粋
実
践

理
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
だ
け
﹂︵V

 3

︶︶
3
︵

に
存
す
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
稿
で
は
考
察
の
た
め
の
対
立
軸
を
変
更
し
、
カ
ン
ト
の
哲
学
形
成

を
、
普
遍
実
在
論
と
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
軸
の
中
で
再
考
察
し
て

み
た
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
批
判
期
か
ら
批
判
期
へ
の
カ
ン
ト

の
立
場
の
転
回
に
新
た
な
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

一　

古
代
中
世
的
実
体
論
と
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム

　

西
洋
形
而
上
学
の
中
核
を
な
し
て
き
たontologia

は
通
例
﹁
存
在

論
﹂
と
日
本
語
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
誤
解
を
招
く
訳
語
で
あ

る
。
オ
ン
は
た
し
か
に
﹁
あ
る
も
の
﹂
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
古

代
中
世
に
お
い
て
は
、﹁
が
あ
る
﹂
で
は
な
く
﹁
で
あ
る
﹂
に
重
点
を

置
い
た
言
葉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
で
言
え
ば
、

存
在
で
は
な
く
本
質
に
注
目
し
た
﹁
あ
る
﹂
で
あ
り
、ontologia
は

む
し
ろ
﹁
本
質
論
﹂
と
訳
す
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。﹁
あ
る
も

の
︹Seiendes

︺
は
、
そ
れ
が
何
も
の
か
︹E

tw
as

︺
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
、
あ
る
も
の
に
な
る
こ
と
が
で
き
る︶

4
︵

﹂
の
で
あ
る
。
同

時
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
い
わ
ゆ
る
﹁
実
体
﹂︵
ウ
ー
シ
ア
、

substantia

︶
は
、﹁
自
存
性
﹂
と
﹁
実
在
性
﹂
の
み
な
ら
ず
、﹁
可
知

性
﹂
を
も
そ
の
本
質
的
契
機
と
し
て
い
た︶

5
︵

。﹁
何
で
あ
る
か
﹂
を
﹁
知

性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
﹂
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、﹁
実

体
﹂
の
﹁
実
体
﹂
た
る
ゆ
え
ん
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
狭
義
の
人

間
知
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
西
洋
哲
学
の
伝
統
で
は
普
遍
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
形
相
や
本
質
と
い
っ
た
知
性
認
識
さ
れ
る
普
遍
が

実
体
の
核
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る︶

6
︵

。
要
す
る
に
、﹁
あ
る
も
の
﹂
に

し
て
も
﹁
実
体
﹂
に
し
て
も
、
そ
れ
が
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
を
抜
き
に
し

て
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
﹁
何
﹂
は
形
相

と
か
本
質
と
い
っ
た
普
遍
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
世
の
普
遍
論
争
が
何
を
問
題
に
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
正
確
に

見
定
め
る
こ
と
は
筆
者
の
力
量
を
超
え
る
が
、
少
な
く
と
も
ノ
ミ
ナ
リ

ズ
ム
が
問
題
視
し
た
一
つ
の
思
想
と
し
て
、
形
相
に
せ
よ
本
質
に
せ
よ

普
遍
的
な
も
の
が
特
定
の
固
定
し
た
内
容
を
も
っ
て
永
遠
に
不
可
変
的

に
実
在
す
る
と
い
う
考
え
方
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
、
各
々
の
個
体
は
消
滅
す
る
が
、
例
え
ば

﹁
人
間
﹂
は
、
種
と
し
て
は
不
可
変
的
に
存
続
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。

現
代
流
に
言
え
ば
、
自
然
界
に
は
特
定
の
法
則
が
あ
り
、
こ
の
法
則
は

不
可
変
で
永
遠
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う

だ
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
種
や
法
則
は
、
そ
れ
ら
を
創
造
し
た
神
に
も

変
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
神
は
全
能
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
普
遍
的
な
も
の
は
実
在
せ

ず
、
概
念
な
い
し
は
名
前
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
正
当

性
が
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
の
潮
流
は
近
世
に
な
っ
て
主
に
英
国
経
験
主
義

に
継
承
さ
れ
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
﹁
形
相
﹂

や
ス
コ
ラ
哲
学
が
言
う
﹁
本
質
﹂
と
い
っ
た
普
遍
が
実
在
す
る
こ
と
に

断
固
と
し
て
反
対
す
る
。

　
　44

 

44一
般
的
な
も
の

4

4

4

4

4

4

︹general

︺
お
よ
び
普
遍
4

4

︹universal

︺
は
、

物
の
実
在
的
存
在
︹the real existence of things

︺
に
は
属

さ
ず
、
知
性
の
創
案
物
お
よ
び
創
造
物
で
あ
っ
て
、
知
性
よ
っ

て
知
性
自
身
の
使
用
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
言

葉
︹w

ords

︺
に
せ
よ
観
念
︹ideas
︺
に
せ
よ
、
記
号
︹signs

︺

だ
け
に
か
か
わ
る
。
⋮
⋮
普
遍
性
︹universality

︺
は
、
そ
れ

ら
の
存
在
に
お
い
て
す
べ
て
特
殊
︹particular

︺
で
あ
る
と

こ
ろ
の
物
そ
の
も
の
に
は
属
さ
な
い
。
い
や
、
そ
れ
ら
の
表
示

︹signification

︺
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
か
の
言

葉
お
よ
び
観
念
に
さ
え
属
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
が
特
殊

な
も
の
を
手
放
す
な
ら
、
残
る
一
般
的
な
も
の
は
、
私
た
ち
自

身
の
製
作
の
創
造
物
だ
け
な
の
で
あ
る
︵﹃
人
間
知
性
に
関
す
る

エ
ッ
セ
イ
﹄
第
三
巻
第
三
章
第
十
一
節
︶。

そ
う
し
て
、
古
代
中
世
のontologia

な
い
し
実
体
論
が
私
た
ち
の
心

の
そ
と
に
実
在
す
る
と
し
て
き
た
普
遍
的
な
知
の
対
象
は
、
実
は
、
現

代
人
に
も
受
け
入
れ
や
す
い
﹁
抽
象
観
念
﹂
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と

い
う
説
が
唱
え
ら
れ
る
。

　
　

 

一
般
的
な
言
葉
が
表
示
す
る
の
は
、
物
の
種4

︹sort

︺
で
あ
り
、

各
々
の
言
葉
は
、心
︹m

ind

︺
の
う
ち
な
る
抽
象
観
念
︹abstract 

idea

︺
の
記
号
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
抽
象
観
念
に
、
存
在
す
る
物
が
一
致
す
る
と
見
い
だ
さ
れ
る

が
ま
ま
に
、
そ
れ
ら
の
物
は
か
の
名
前
の
も
と
に
ラ
ン
ク
づ
け
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
か
の
種
の
も
の

で
あ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
⋮
⋮
種
の
本
質
4

4

︹essence

︺、

あ
る
い
は
、
ラ
テ
ン
語
が
よ
り
好
ま
し
け
れ
ば
、
物
のspecies

の
本
質
と
は
、こ
れ
ら
の
抽
象
観
念
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い︵
同

第
十
二
節
︶。

　

こ
の
考
え
方
は
現
代
人
に
は
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、
普
遍
的
な
知
の
普
遍
性
の
根
拠
と
し
て
は
弱
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。

　
　

 

実
体
の
こ
れ
ら
の
種
が
日
常
の
会
話
で
は
ど
れ
ほ
ど
十
分
に
通

用
し
て
も
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
個
物

︹individuals

︺
が
一
致
す
る
と
観
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
複

雑
観
念
は
、
異
な
る
人
に
よ
っ
て
は
、
た
い
そ
う
異
な
っ
て
つ
く

ら
れ
、
或
る
人
に
よ
っ
て
は
、
よ
り
精
密
に
つ
く
ら
れ
、
他
の
人

に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
精
密
に
は
つ
く
ら
れ
な
い
。
或
る
人
に
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お
い
て
は
、
こ
の
複
雑
観
念
は
比
較
的
多
く
の
数
の
質
を
含
ん
で

い
る
が
、
他
の
人
に
お
い
て
は
、
よ
り
少
な
い
数
の
質
し
か
含
ん

で
い
な
い
︵
同
第
六
章
第
三
一
節
︶。

ロ
ッ
ク
自
身
は
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
﹁
形
相
﹂
や
﹁
本
質
﹂
が
心
の
そ

と
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
拠
だ
と
言
う
の
で
あ
る
が
、

人
に
よ
っ
て
物
の
︵
ノ
ミ
ナ
ル
な
︶
本
質
の
内
実
が
異
な
っ
て
く
る
と

す
れ
ば
、
知
の
普
遍
性
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。﹁
形
相
﹂

や
﹁
本
質
﹂
が
そ
れ
自
体
と
し
て
人
の
認
識
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず

実
在
す
る
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
認
識
の
側
で
多
少
の
ぶ
れ
が
あ

り
、
見
誤
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
真
な
る
知
そ
の
も
の
は
普
遍
性
を
も

つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
大
陸
の
近
世
理
性
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
も
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ

ム
の
影
響
は
避
け
ら
れ
ず
、
実
体
に
関
し
て
、
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
に
お

い
て
は
、
可
知
性
よ
り
も
﹁
他
の
い
か
な
る
事
物
︹res
︺
も
必
要
と

し
な
い
よ
う
な
仕
方
で
存
在
す
る
﹂︵﹃
哲
学
の
原
理
﹄
第
一
部
五
一

節
︶
と
い
っ
た
自
存
性
が
全
面
に
押
し
だ
さ
れ
、﹁
そ
れ
が
何
で
あ
る

か
﹂
と
い
う
本
質
は
実
体
の
実
体
性
の
中
核
で
は
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。

ま
た
、
形
相
や
本
質
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
に
由
来
す
る
事
象

性
︹realitas

︺
の
概
念
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
、
度
︹gradus

︺
を

も
つ
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
、﹁
何

で
あ
る
か
﹂
と
概
念
規
定
さ
れ
う
る
本
質
の
質
の
違
い
と
と
も
に
、
観

念
が
も
つrealitas objectiva

の
量
の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
﹁
内
在
的
様
態
﹂

に
由
来
す
る
、
概
念
規
定
を
加
え
な
い
限
定
、
概
念
規
定
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
差
異
が
、
内
包
量
と
し
て
量
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
で
は
な
く
、

﹁
ど
の
程
度
で
あ
る
か
﹂
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
概
念
規
定
の
万
能

性
は
揺
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
理
性
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
経
験
に
依
存
し
な
い
実

在
的
認
識
を
確
保
す
る
た
め
に
、
認
識
の
実
在
性
︹realitas

︺︶
7
︵

が
﹁
そ

れ
が
何
で
あ
る
か
﹂
の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ

の
点
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
抵
抗
す
る
モ
チ
ー
フ
が

生
き
続
け
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
も
、
神
の
存
在
証
明
に
お
い

て
、﹁
必
然
的
に
存
在
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
神
の
本
質
に
属
す
る
点

が
重
要
で
あ
る
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
至
っ
て
は
、﹁
あ
ら
ゆ
る
真
な

る
判
断
に
お
い
て
は
述
語
は
主
語
に
内
在
す
る
﹂
と
ま
で
言
わ
れ
る
。

﹁
あ
ら
ゆ
る
判
断
は
分
析
的
で
あ
る
﹂
と
で
も
表
現
さ
れ
う
る
よ
う
な

こ
の
判
断
論
は
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
マ
ル
テ
ィ
ン
に
な
ら
っ
て︶

8
︵

﹁
分

析
的
判
断
論
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
述
語
が
主
語

の
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、﹁
そ

れ
が
何
で
あ
る
か
﹂
に
よ
っ
て
、
そ
の
判
断
の
真
理
性
、
ひ
い
て
は
実

在
性
ま
で
を
も
保
証
す
る
と
い
う
点
で
は
、
こ
の
判
断
論
に
お
い
て
古

代
中
世
的
なontologia

の
モ
チ
ー
フ
が
維
持
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
と
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見
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
哲
学
史
的
背
景
を
踏
ま
え
た
と
き
、
カ
ン
ト
が
批
判
哲

学
に
お
い
て
唱
え
る
﹁
あ
る
﹂
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
や
綜
合
的
判
断
の
教

説
が
い
か
な
る
読
み
方
を
要
求
し
て
く
る
か
を
検
討
す
る
。

二　
「
あ
る
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
に
対
す
る

　
　

ハ
イ
デ
ガ
ー
流
の
解
釈
の
問
題

　

カ
ン
ト
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
弁
証
論
の
﹁
神
の
現
存
在
の

ontologisch

な
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
﹂
の
節
に
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
っ
て
有
名
に
さ
れ
た
﹁
あ
る
4

4

︹Sein
︺﹂
に
関
す
る
テ
ー
ゼ

が
登
場
す
る
。

　
　44

 

44あ
る
4

4

は
明
ら
か
に
い
か
な
る
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
も
な
い
。
す
な

わ
ち
、
物
の
概
念
に
付
け
加
わ
り
う
る
よ
う
な
何
ら
か
の
或
る
も

の
の
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
、
物
あ
る
い
は
一
定
の

諸
規
定
の
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で
の
定
立
︹die Position eines 

D
inges oder gew

isser B
estim

m
ungen an sich selbst

︺
で

あ
る
。(A
598/B

626)

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
で
て
く
る
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
の

„real “

と
い
う
形
容
詞
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
概
念
に
依
拠
し
た
も
の
で

あ
り
、
現
代
に
お
い
て
外
界
のR

ealität

が
問
題
と
さ
れ
る
と
き
の
よ

う
な
﹁
存
在
の
あ
り
方
﹂
を
示
す
言
葉
で
は
な
く
、real

な
述
語
は
﹁
事

象
︹Sache

︺、res

を
そ
れ
の
内
容
に
お
い
て
拡
大
す
る︶

9
︵

﹂
述
語
で
あ

り
、﹁
物
の
何
で
あ
る
か
︹W

as eines D
inges

︺
に
、res

に
付
け
加

わ
る︶

10
︵

﹂
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
のrealitas

は
﹁res

の
何
た
る
か
﹂
の
規
定
で
あ
り
、
ま
た
、
テ
ー
ゼ
に
先
立
つ
カ
ン
ト
の

テ
ク
ス
ト
に
も
、
レ
ア
ー
ル
な
述
語
、
す
な
わ
ち
﹁
規
定
は
、
主
語
の

概
念
に
関
し
て
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
述
語
で
あ
る
﹂︵A

598/
B

626

︶
と
あ
る
の
で
、
こ
の
解
釈
は
文
献
学
的
に
妥
当
で
あ
る
よ
う

に
も
見
え
る
。

　

ま
た
、
カ
ン
ト
が
﹁
デ
カ
ル
ト
的
証
明
﹂
と
呼
ん
で
定
式
化
し
た
三

段
論
法
に
従
え
ば
、
神
の
存
在
のontologisch

な
証
明
の
小
前
提
に

は
﹁
存
在
は
物
の
一
つ
の
述
語
︵
事
象
性
、
完
全
性
︶
で
あ
る
﹂
と
い

う
前
提
が
出
て
く
る
の
で
、
問
題
の
テ
ー
ゼ
は
こ
の
小
前
提
を
突
い
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
文
脈
か
ら
言
っ
て
も
明
快
で
あ
り
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
の
理
解
に
説
得
力
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
が
実

際
、
前
批
判
期
の
一
七
六
二
年
の
﹃
神
の
現
存
在
の
論
証
の
た
め
の
唯

一
可
能
な
証
明
根
拠
﹄︵
以
下
﹃
証
明
根
拠
﹄
と
略
記
︶
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

 
現
存
在
︹D

asein

︺
は
全
く
い
か
な
る
述
語
で
も
な
く
、
し
た

が
っ
て
ま
た
い
か
な
る
完
全
性
の
述
語
で
も
な
く
、
だ
か
ら
、
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様
々
な
述
語
を
恣
意
的
に
一
つ
に
し
て
何
ら
か
の
或
る
可
能
な
物

に
つ
い
て
の
概
念
を
構
成
し
た
よ
う
な
定
義
︹E

rklärung

︺
か

ら
は
、
断
じ
て
こ
の
物
の
現
存
在
へ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
神

の
現
存
在
へ
と
推
論
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。︵II 

156f.

︶

ontologisch

な
証
明
が
こ
の
よ
う
な
表
現
︵﹁
存
在
は
物
の
述
語
で
は

な
い
﹂︶
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
が
批
判
期

に
お
い
て
は
も
は
や
容
認
し
な
い
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、﹁
存
在

は
物
の
何
た
る
か
に
属
さ
な
い
﹂
と
い
う
表
現
に
固
執
す
る
か
ぎ
り
、

西
洋
哲
学
史
上
で
批
判
哲
学
が
成
し
遂
げ
た
重
要
な
一
歩
を
見
損
な
う

こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
テ
ク
ス
ト
読

解
上
で
の
小
さ
な
齟
齬
に
注
目
し
よ
う
。

　

問
題
の
テ
ー
ゼ
の
直
前
に
は
、
先
に
も
少
し
引
用
し
た
﹁
レ
ア
ー
ル

な
述
語
﹂
の
説
明
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
説
明
が
、
よ
く
読
む

と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
の„real “

の
解
釈
と
齟
齬
を
惹
き
起
こ
す
の
で
あ

る
。

　
　

 

私
は
、
な
る
ほ
ど
確
か
に
こ
う
し
た
煩
わ
し
い
議
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
単
刀
直
入

に
存
在
0

0

︹E
xistenz

︺
概
念
の
精
確
な
規
定

0

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
無
用
た
ら

し
め
る
こ
と
を
望
み
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
私
が
、

論
理
的
な

0

0

0

0

述
語
の
、
レ
ア
ー
ル
な

0

0

0

0

0

述
語
︵
す
な
わ
ち
物
の
規
定
︶

と
の
混
同
に
お
け
る
錯
覚
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
教
訓
を
拒
絶
す

る
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
の
話
で
あ

る
。
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
論
理
的
な
述

4

4

4

4

4

語4

に
役
立
ち
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
主
語
で
す
ら
自
己
自
身
に
つ
い
て

述
語
づ
け
ら
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
論
理
学
は
あ
ら
ゆ
る
内
容

を
捨
象
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
定
4

4

は
、
主
語
の
概
念
に

0

0

0

0

0

0

関
し
て
付
加
さ
れ

0

0

0

0

0

0

0

、そ
れ
を
拡
大
す
る

0

0

0

0

0

0

0

述
語
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
は
、
主
語
の
概
念
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い
て
は
な
ら
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

。︵A
598/B

626

︶

﹁
こ
う
し
た
煩
わ
し
い
議
論
﹂
と
は
、
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
に
よ
れ
ば
、

﹁
物
が
存
在
す
る
﹂
と
い
う
存
在
命
題
は
分
析
的
か
綜
合
的
か
と
い
う

議
論
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、ontologisch

な
証
明
を
め
ぐ
っ
て

﹁
存
在
概
念
の
精
確
な
規
定
﹂
と
言
え
ば
、
前
批
判
期
の
思
想
か
ら
す

ぐ
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
﹁
存
在
は
物
の
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
規

定
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
引
用
の
直
後
に
問
題
の
テ
ー
ゼ
が
登
場
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
引
用
で
は
、﹁
あ
る
は
明
ら
か
に
い
か
な
る

レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
も
な
い
﹂
と
言
う
前
に
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に

﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
の
意
味
を
確
認
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
が
意
図

さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、﹁
主
語
の
概
念
に
関

し
て
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
﹂
と
い
う
部
分
だ
け
を
切
り
出
し

て„real “
の
意
味
に
当
て
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
テ
ク
ス
ト
読
解
上
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の
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
引
用
は
、
あ
く

ま
で
も
存
在
命
題
が
分
析
的
か
綜
合
的
か
の
議
論
の
中
に
置
か
れ
て
い

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

分
析
的
判
断
と
綜
合
的
判
断
と
の
区
別
の
普
及
し
た
理
解
に
従
え

ば
、
或
る
判
断
が
分
析
的
で
あ
る
か
否
か
は
、
述
語
概
念
が
主
語
概
念

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
基
づ
く
。
カ
ン
ト
の
例
に
従
え

ば
、﹁
物
体
は
広
が
り
︵
延
長
︶
を
も
つ
﹂
は
、
主
語
概
念
の
う
ち
に

既
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
改
め
て
述
語
づ
け
た
だ
け
の
分
析
的
判

断
で
あ
り
、﹁
物
体
は
重
さ
を
も
つ
﹂
は
、
主
語
概
念
の
う
ち
に
含
ま

れ
て
い
な
い
も
の
を
述
語
で
付
け
加
え
る
綜
合
的
判
断
で
あ
る
︵V

gl. 
A

7,B
11

︶。
こ
の
よ
う
な
分
析
的
／
綜
合
的
の
区
別
の
理
解
に
従
え
ば
、

先
の
引
用
の
﹁
論
理
的
な
述
語
﹂
と
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂︵﹁
規
定
﹂

と
も
言
わ
れ
る
︶
と
の
区
別
で
も
っ
て
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、﹁
分

析
的
判
断
﹂
と
﹁
綜
合
的
判
断
﹂
と
の
区
別
の
思
想
と
ぴ
っ
た
り
重
な

る
と
思
え
る
で
あ
ろ
う
。﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
は
﹁
主
語
の
概
念
に

関
し
て
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
述
語
﹂
で
あ
り
、﹁
主
語
の
概

念
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
に
対
置
さ
れ
て
い
る
﹁
論
理
的
な
述

語
﹂
は
﹁
主
語
の
概
念
の
う
ち
に
既
に
含
ま
れ
て
い
た
﹂
も
の
を
展
開

し
た
も
の
で
あ
る
と
読
む
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。﹁
論
理
的
な
述

語
﹂
と
は
﹁
分
析
的
判
断
﹂
の
述
語
で
あ
り
、﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂

は
﹁
綜
合
的
判
断
﹂
の
述
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
せ
る
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
。
こ
う
し
た
読
み
方
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
存
在
命
題
が
分
析

的
か
綜
合
的
か
の
議
論
の
中
に
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
カ
ン
ト
自
身
が
、﹁
論
理
的
な
述
語
は
分
析

的
で
あ
り
う
る
。
規
定
は
綜
合
的
述
語
で
あ
る
﹂︵R

efl. 5710, X
V

III 
330

︶
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
先
の
引
用
の
直
後
に
登
場
す
る
﹁
あ

る
は
明
ら
か
に
い
か
な
る
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
も
な
い
﹂
と
い
う
テ
ー

ゼ
の
﹁
あ
る
﹂
を
﹁
存
在
﹂
の
意
味
に
と
る
な
ら
、
テ
ー
ゼ
は
﹁
存
在

命
題
は
分
析
的
で
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
存
在
が
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
論
理
的
な
述
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
存
在
命
題

が
分
析
的
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
引
用
箇
所
に
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
、
そ
し
て
テ
ー
ゼ
に
後
続
す

る
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
り
え
な
い
。
カ
ン
ト
は
存
在
命

題
は
綜
合
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一

連
の
テ
ク
ス
ト
を
素
直
に
読
み
込
ん
だ
高
坂
正
顕
な
ど
は
次
の
よ
う
に

理
解
す
る
。

　
　

 

こ
の
本
体
論
的
証
明
は
論
理
的
述
語logisches Prädikat

と
実

在
的
述
語reales Prädikat (B

. 326) 

の
区
別
を
無
視
し
て
い

る
。
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
は
論
理
的
述
語
で
は
な
く
し
て
、
実

在
的
述
語
で
あ
る
。Position

で
あ
り
、Setzen

で
あ
り
、
即
ち
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あ
く
ま
で
も
綜
合
判
断
の
述
語
で
あ
っ
て
、
分
析
判
断
の
述
語
た

り
得
る
論
理
的
述
語
で
は
な
い︶

11
︵

。

　

こ
れ
は
な
か
な
か
考
え
ら
れ
た
解
釈
で
あ
る
。﹁
あ
る
﹂
に
関
す
る

テ
ー
ゼ
に
続
く
テ
ク
ス
ト
で
は
、な
る
ほ
ど
論
理
的
使
用
と
し
て
の﹁
あ

る
﹂
が
登
場
す
る
。

　
　

 

論
理
的
使
用
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
判
断
の
コ
プ
ラ
で

あ
る
。
神
は
全
能
で
あ
る
︹G

ott ist allm
ächtig

︺
と
い
う
命

題
は
、
神
お
よ
び
全
能
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
客
観
を
も
つ
二
つ
の

概
念
を
含
む
。
あ
る
︹ist

︺
と
い
う
小
詞
は
、
さ
ら
に
加
え
ら

れ
た
述
語
で
は
な
く
、
単
に
、
述
語
を
主
語
と
の
関
係
に
お
い
て

4

4

4

4

4

4

︹beziehungsw
eise

︺
措
定
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で

私
が
、
主
語
︵
神
︶
を
そ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
述
語
︵
そ
れ
の
う
ち
に

は
全
能
も
属
し
て
い
る
︶
と
共
に
総
括
し
て
、G

 o t t  i s t

あ
る

い
はes ist ein G

ott

と
言
う
な
ら
、
私
は
、
神
の
概
念
に
い
か

な
る
新
し
い
述
語
も
措
定
せ
ず
、
単
に
主
語
を
、
そ
れ
の
あ
ら
ゆ

る
述
語
と
共
に
、
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で
措
定
す
る
に
す
ぎ
ず
、

し
か
も
私
の
0

0

概
念
4

4

と
の
関
係
に
お
け
る
︹in B

eziehung auf

︺

対
象
4

4

を
措
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。︵A

598f./B
626f.

︶

高
坂
は
、
テ
ー
ゼ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
あ
る
﹂
は
論
理
的
使
用
の
﹁
あ

る
﹂
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
見
な
し
、
存
在
は
む
し
ろ
レ
ア
ー
ル
な
述

語
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
命
題
が
綜
合
的
で
あ
る
と
す

る
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
の
整
合
性
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
る
テ
ー
ゼ
の
解
釈
、
あ
る
い
は
、
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
が
現

存
在
を
分
析
し
て
唱
え
た
テ
ー
ゼ
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
高
坂
の
こ

の
解
釈
は
途
方
も
な
い
も
の
と
映
る
で
あ
ろ
う
が
、﹃
純
粋
理
性
の
批

判
﹄
の
序
論
お
よ
び
問
題
の
テ
ー
ゼ
の
前
後
の
テ
ク
ス
ト
だ
け
を
真
摯

に
読
み
解
く
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
十
分
に
理
解
で
き
る
解
釈
で
あ

る
。

　

綜
合
的
で
あ
る
は
ず
の
存
在
命
題
が
分
析
的
で
あ
る
と
読
め
て
し
ま

う
と
い
う
こ
の
問
題
は
、﹁
論
理
的
な
述
語
﹂
の
意
味
を
再
検
討
し
、

カ
ン
ト
が
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
の
﹁
様
相
﹂
の
原
則
に
添
え
た
注
意

書
き
に
見
ら
れ
る
﹁
主
観
的
に
綜
合
的
﹂
と
﹁
客
観
的
に
綜
合
的
﹂
と

の
区
別
を
用
い
れ
ば
、
一
応
解
決
す
る︶

12
︵

。
し
か
し
、
問
題
の
引
用
の
箇

所
で
カ
ン
ト
が
分
析
的
／
綜
合
的
の
区
別
の
項
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の

は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
客
観
的
に
綜
合
的
﹂
で
あ
っ
て
﹁
主
観
的
に
綜
合

的
﹂
で
は
な
い
。﹁
綜
合
的
﹂
と
い
う
こ
と
で
﹁
主
語
概
念
を
拡
大
す

る
﹂
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
、
存
在
命
題
に
﹁
綜
合

的
﹂
性
格
を
肯
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
そ
も
そ
も
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
序
論
で
語
ら
れ
た
﹁
分

析
的
判
断
﹂
と
﹁
綜
合
的
判
断
﹂
と
の
区
別
の
説
明
は
妥
当
な
の
か
と

い
う
点
に
ま
で
遡
及
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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三　
「
分
析
的
な
判
断
」
と
「
客
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
」

　
　

と
の
区
別
の
問
題

　
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
序
論
で
の
﹁
分
析
的
判
断
﹂
と
﹁
綜
合
的
判
断
﹂

と
の
区
別
の
説
明
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

 

あ
ら
ゆ
る
判
断
に
お
い
て
⋮
⋮
︹
主
語
の
、
述
語
に
対
す
る
︺
関

係
は
二
様
に
可
能
で
あ
る
。
述
語
Ｂ
は

0

0

0

0

、
主
語
Ａ
に

0

0

0

0

、
こ
の
概
念

0

0

0

0

Ａ
の
う
ち
に

0

0

0

0

0

︵
ひ
そ
か
に
︶
含
ま
れ
て
い
る
或
る
も
の
と
し
て
属

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
0

0

か
、
そ
れ
と
も
、
Ｂ
は
、
た
と
え
概
念
Ａ
と
連
結
さ
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
こ
の
概
念
Ａ
の
全
く
そ
と
に
存
す
る
か
の
い
ず
れ

か
で
あ
る
。
前
の
場
合
に
は
私
は
判
断
を
分
析
的
と
名
づ
け
、
後

の
場
合
に
は
綜
合
的
と
名
づ
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
分
析
的
判
断

︵
肯
定
的
な
︶
は
、
そ
れ
に
お
い
て
述
語
の

0

0

0

、
主
語
と
の
連
結
が

0

0

0

0

0

0

0

同
一
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
お
い
て

こ
の
連
結
が
同
一
性
な
し
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
綜
合
的
判
断

と
称
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。︵B

10f.

︶

こ
こ
で
は
明
確
に
分
析
的
／
綜
合
的
の
区
別
が
、
述
語
が
主
語
概
念
の

う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

　
　

 

前
者
は
解
説
0

0

判
断
と
、
後
者
は
拡
張
0

0

判
断
と
も
称
さ
れ
う
る
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
、
述
語
に
よ
っ
て
主
語
の
概
念
に
何

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
付
け
加
え
ず

0

0

0

0

0

0

、
主
語
の
概
念
を
単
に
分
析
に
よ
っ
て
、
主
語
の

概
念
の
う
ち
に
既
に
︵
混
乱
し
て
で
は
あ
る
が
︶
考
え
ら
れ
て
い

た
そ
れ
の
部
分
概
念
へ
と
分
け
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
に
反
し

て
、
後
者
は
、
主
語
の
概
念
に

0

0

0

0

0

0

、
主
語
の
概
念
の
う
ち
に
全
く
考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

え
ら
れ
て
お
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
の
い
か
な
る
分
析
に
よ
っ
て
も
引
き
出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

さ
れ
え
な
い
述
語
を
付
け
加
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。︵B

11

︶

綜
合
的
判
断
の
述
語
は
、
主
語
概
念
に
﹁
付
け
加
え
ら
れ
﹂、﹁
拡
張
﹂

す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、﹁
あ
る
﹂
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
直

前
の
引
用
と
内
容
が
ぴ
っ
た
り
重
な
る
。
序
論
で
の
分
析
的
／
綜
合
的

の
区
別
の
説
明
は
、﹁
分
析
的
﹂
と
﹁
客
観
的
に
綜
合
的
﹂
と
の
区
別

の
説
明
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
﹁
客
観
的
に
綜
合
的
﹂
な
判
断
こ

そ
が
、
綜
合
的
判
断
の
基
本
形
で
あ
り
、﹁
主
観
的
に
綜
合
的
﹂
な
存

在
命
題
は
、
綜
合
的
判
断
と
し
て
は
例
外
的
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
た

い
。

　

ま
ず
は
、客
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
と
分
析
的
な
判
断
と
の
区
別
は
、

少
な
く
と
も
経
験
的
判
断
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
判
断
の
内
容
に
即
し
て

は
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
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論
理
的
本
質
は
主
観
的
な

0

0

0

0

根
本
概
念
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
妥

0

0

0

0

0

0

0

当
す
る
わ
け
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、ま
た
可
変
的

0

0

0

で
あ
る
。
⋮
⋮
︹
そ
れ
は
︺

語
の
意
味
に
か
か
わ
る
が
、
こ
の
意
味
は
、
も
ち
ろ
ん
徐
々
に
洗

0

0

0

0

練
さ
れ

0

0

0

、
使
用
に
よ
っ
て
一
致
し
て
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵R
efl. 3966, X

V
II 

369

︶

カ
ン
ト
は
分
析
的
判
断
の
述
語
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
﹁
論
理
的
本
質
﹂

と
呼
ぶ
︵V

gl. IV
 294, V

III 229, X
I 37

︶
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
述
語

が
主
語
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
お
り
、
主
語
が
名
指
す
も
の
が
﹁
何

で
あ
る
か
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
理
的
本
質
な
い

し
は
分
析
的
述
語
が
主
観
的
で
あ
っ
て
可
変
的
で
あ
る
と
カ
ン
ト
自
身

が
明
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
或
る
述
語
概
念
が
或
る
主
語
概
念
の

う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
同
じ
人
で
も

時
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
同
じ
内
容
の
判
断
が

﹁
分
析
的
﹂
で
あ
っ
た
り
、﹁
綜
合
的
﹂
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
が

カ
ン
ト
の
理
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
語
の
概
念
が

も
つ
内
容
は
、
そ
の
語
が
言
語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
以
上
、
人
々
の

間
で
或
る
程
度
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
或
る
特
定
の
命
題
が
人

と
時
に
か
か
わ
ら
ず
普
遍
的
に
分
析
的
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
確
定
的

で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
批
判
期
の
カ
ン
ト
は
そ
う
い
う

普
遍
性
を
前
提
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

従
来
、
カ
ン
ト
が
概
念
の
意
味
の
よ
う
な
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
と

し
て
固
定
し
て
﹁
分
析
的
判
断
﹂
と
﹁
綜
合
的
判
断
﹂
と
を
区
別
し
て

い
る
と
決
め
つ
け
た
上
で
彼
を
批
判
し
て
い
る
見
解
が
見
受
け
ら
れ
た

が
、
こ
う
し
た
見
解
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
述
定
︵
～
で
あ

る
︶
判
断
の
場
合
、
述
語
概
念
が
主
語
概
念
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る

か
否
か
で
判
断
の
分
析
的
／
綜
合
的
の
区
別
が
説
明
可
能
な
の
は
確
か

で
あ
る
が
、
概
念
の
内
容
は
固
定
的
で
は
な
く
、
或
る
述
語
が
判
断
の

主
語
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
そ
の
判
断
を
下
す
者

が
ま
さ
に
そ
の
判
断
を
下
す
と
き
に
主
語
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
概
念

次
第
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、﹃
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
﹄
に
お
け
る

悪
名
高
い
例
で
あ
る
﹁
金
は
黄
色
の
金
属
で
あ
る
﹂︵IV

 267

︶
で
も
、

﹁
金
﹂
と
い
う
主
語
概
念
の
形
成
が
経
験
的
で
綜
合
的
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
判
断
自
体
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
分
析
的
で
あ
る
と
言
え
る
わ
け
で

あ
る
。
判
断
の
区
別
は
、
述
定
判
断
の
場
合
、
判
断
を
下
す
そ
の
と
き

の
主
語
概
念
と
述
語
概
念
と
の
連
結
の
根
拠
が
、
経
験
に
依
存
し
て
い

る
か
否
か
、
主
語
概
念
の
う
ち
に
見
い
だ
せ
る
か
否
か
だ
け
に
注
目
し

て
可
能
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
判
断
論
は
、
カ
ン
ト
が
目
の
前
に
し
て
お
り
、
ま
た
彼
自

身
も
前
批
判
期
に
採
用
し
て
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
流
の
判
断
論
に
対
す

る
根
本
的
な
批
判
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
流
の
判
断
論
に
お
い
て
は

論
理
︵
概
念
︶
と
実
在
と
が
相
即
関
係
に
あ
り
、
論
理
的
な
判
断
は
そ

の
意
味
で
客
観
的
で
実
在
的
な
判
断
で
も
あ
る
の
で
、
或
る
述
語
が
或
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る
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
も
相
対
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。︵
真
な
る
︶
概
念
の
内
容
は
︵
そ
れ
を
人
間
が
十
分
に
認
識
で
き

る
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
︶
固
定
的
で
普
遍
的
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、﹁
何
で
あ
る
か
﹂
を
論
理
的
に
正
し

く
判
断
す
る
な
ら
、
直
ち
に
実
際
の
事
柄
を
表
現
し
た
判
断
に
な
る
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
序
論
に
お
け
る
分
析
的
／
綜
合
的
の
区
別
の

説
明
が
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
誘
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
は
、
こ
う
し
た
論
理
学
︵ontologia

と
連
動
し
た
︶
に
対
す
る
批

判
を
こ
の
区
別
が
担
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。﹁
分
析
的
な

判
断
﹂
と
﹁
客
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
﹂
と
の
区
別
は
、
一
方
で
、﹁
理

性
主
義
的
な
分
析
的
判
断
論
を
構
成
す
る
よ
う
な
、
分
析
的
で
あ
り
な

が
ら
実
在
的
な
判
断
﹂
と
﹁
批
判
哲
学
に
お
い
て
唯
一
実
在
的
と
言
え

る
綜
合
的
判
断
﹂
と
の
区
別
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
は
、
批
判
哲
学
に
分
析
的
判
断
の
居
場
所
は
も
う
な
い
。
主
語
概

念
と
述
語
概
念
の
関
係
と
し
て
の
判
断
は
実
在
的
と
は
言
え
な
い
と
い

う
の
が
区
別
の
主
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト

は
古
代
中
世
的
実
体
論
と
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
理
性
主
義
の
哲
学
を
批
判

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
経
験
主
義
へ
と
宗
旨
替
え

を
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
理
性
・
知
性
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
普
遍
的

な
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
に
依
存
す
る
か
わ
り
に
、
感
性
の
形
式
・
統
覚
と

い
っ
た
主
観
の
側
に
判
断
の
普
遍
性
、
客
観
性
、
ひ
い
て
は
実
在
性
の

根
拠
を
見
い
だ
し
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
判
断
を
死
守
す
る
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
何
で
あ
る
か
﹂
が
普
遍
的
に
確
定
し
て
い
る
と

想
定
し
、
そ
れ
を
軸
に
実
体
性
や
判
断
の
実
在
性
を
考
え
て
ゆ
こ
う
と

す
る
従
来
の
哲
学
と
は
き
っ
ぱ
り
と
袂
を
分
か
ち
、
或
る
意
味
で
ノ
ミ

ナ
リ
ズ
ム
的
な
批
判
を
加
え
て
い
る
の
が
、﹁
分
析
的
な
判
断
﹂
と
﹁
客

観
的
に
綜
合
的
な
判
断
﹂
と
の
区
別
の
思
想
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、
問
題
の
区
別
は
、﹁
判
断
者
の
概
念
を
展
開
す
る

だ
け
の
単
に
論
理
的
で
実
在
と
は
か
か
わ
ら
な
い
判
断
﹂
と
﹁
経
験
の

対
象
と
は
い
え
、
実
在
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
る
判
断
﹂
と
の
区
別

と
し
て
も
理
解
で
き
る
。
こ
こ
で
の
区
別
の
焦
点
は
、﹁
単
に
論
理
的

な
判
断
﹂
と
﹁
実
際
の
こ
と
を
言
表
す
る
実
在
的
な
判
断
﹂
と
の
区
別

で
あ
っ
て
、
主
語
の
﹁
何
た
る
か
﹂
に
つ
い
て
の
述
語
づ
け
の
区
別
よ

り
も
︵
主
語
概
念
の
内
包
は
可
変
的
だ
か
ら
︶、
そ
の
判
断
が
実
在
と

﹁
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
﹂
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理

解
の
も
と
で
は
、
両
判
断
は
と
も
に
批
判
哲
学
に
お
い
て
も
場
所
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四　
「
主
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
」
と

　
　
「
レ
ア
ー
ル
な
述
語
」
の
再
検
討

　
　

 
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
は
可
能
的
な
百
タ
ー
レ
ル
以
上
の
も
の
を

些
か
も
含
ん
で
い
な
い
。
⋮
⋮
し
か
し
、
私
の
財
産
状
態
に
お
い
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て
は
、
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
の
場
合
に
は
、
そ
れ
の
単
な
る
概0

念0

︵
す
な
わ
ち
、
そ
れ
の
可
能
性

0

0

0

︶
の
場
合
よ
り
も
多
く
の
も
の

が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
対
象
0

0

は
、
現
実
性

0

0

0

の
場
合
に
は
、
単
に
0

0

私
の
概
念
の
う
ち
に
分
析
的
に
含
ま
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
く
、
私0

の
概
念

0

0

0

︵
そ
れ
は
私
の
状
態
の
規
定
で
あ
る
︶
に
綜
合
的
に
付
け

0

0

0

0

0

0

0

加
わ
る

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。︵A

599/B
627

︶

　
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
に
見
い
だ
さ
れ
る
有
名
な
﹁
百
タ
ー
レ
ル
の

例
﹂
に
お
い
て
は
、
前
半
で
﹁
可
能
的
な
も
の
﹂
が
﹁
存
在
す
る
﹂
よ

う
に
な
っ
て
も
、﹁
何
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
点
で
は
変
わ
り
が
な
い
こ

と
が
説
か
れ
る
。
そ
の
理
由
を
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
　

 

と
い
う
の
は
、
可
能
的

0

0

0

な
百
タ
ー
レ
ル
は
概
念
0

0

を
意
味
し
、
現
実
0

0

的0

な
百
タ
ー
レ
ル
は
対
象
0

0

と
そ
れ
の
そ
れ
自
体
そ
の
も
の
で
の
定

立
を
意
味
す
る
の
で
、
も
し
も
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
が
可
能
的

な
百
タ
ー
レ
ル
よ
り
も
多
く
を
含
む
と
し
た
な
ら
、
私
の
概
念
0

0

は

対
象
0

0

全
体
を
表
現
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
対
象
0

0

に
つ
い
て
の
適
切
な

概
念
0

0

で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。︵A

599/
B

627

︶

こ
こ
で
は
、﹁
可
能
的
な
も
の
﹂
と
﹁
現
実
的
な
も
の
﹂
と
の
区
別
は
﹁
概

念
﹂
と
そ
れ
の
﹁
対
象
﹂
と
の
区
別
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。﹁
以

上
の
も
の
を
些
か
も
含
ん
で
い
な
い
﹂
と
い
う
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
論

点
は
、﹁
あ
る
は
明
ら
か
に
い
か
な
る
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
も
な
い
﹂

と
い
う
テ
ー
ゼ
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
と
理
解
す
る
の
が
通
例
で

あ
る
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
て
は
、
他
な
ら
ぬ
神
に
対
し
て
は
有
効

で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
神
以
外
の
一
切

の
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
と
い
う
こ
と
と
、
そ

れ
﹁
が
あ
る
﹂
こ
と
が
別
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
神
に
関
し

て
は
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
答
え
が
﹁
あ
る
﹂
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の

な
の
だ
か
ら
、
テ
ー
ゼ
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
の
重
ね
合
わ
せ
を
考
慮
す
る
な
ら
、
テ
ー
ゼ
をontologisch

な
証
明
に
対
し
て
有
効
な
形
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、﹁
存
在
は
︵
一
般
に
︶
述
語
で
は
な
い
﹂
と
は
言
え
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
が
、
少
な
く
と
も
﹁
存
在
は
、
対
象
か

ら
区
別
さ
れ
た
概
念
の
内
容
と
し
て
は
、
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ

と
は
一
般
的
に
言
え
る
と
い
う
ふ
う
に
で
あ
る
。﹁
神
﹂
で
あ
っ
て
も
、

﹁
神
の
概
念
﹂
は
﹁
神
と
い
う
対
象
﹂
そ
の
も
の
か
ら
区
別
で
き
る
の

で
、﹁
存
在
﹂
は
﹁
対
象
﹂
の
側
に
だ
け
属
す
る
と
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
し
、
だ
か
ら
、﹁
存
在
﹂
は
﹁
神
の
概
念
内
容
﹂
を
成
さ
な
い
、

し
た
が
っ
て
﹁
述
語
﹂
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
ポ
イ
ン
ト
は
﹁
存
在
が
述
語
で
は
な
い
﹂

と
い
う
点
︵
何
で
あ
る
か
︶
に
あ
る
の
で
は
な
く
、﹁
存
在
は
対
象
に

の
み
属
し
、
概
念
に
は
属
さ
な
い
﹂
と
い
う
﹁
対
象
﹂
と
﹁
概
念
﹂
と
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の
区
別
の
あ
り
よ
う
︵
い
か
に
あ
る
か
︶
に
こ
そ
存
す
る
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
次
元
に
で
は

な
く
、﹁
い
か
に
あ
る
か
﹂
の
区
別
に
あ
り
、
こ
の
区
別
が
﹁
対
象
﹂

と
﹁
概
念
﹂
と
の
区
別
と
し
て
表
現
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
実

質
的
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
﹁
単
に
論
理
的
に
あ
る
﹂
も
の
と

﹁
実
際
に
あ
る
﹂
も
の
と
の
対
比
で
あ
っ
て
、
論
理
的
／
実
在
的
の
区

別
こ
そ
が
焦
点
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、﹁
百
タ
ー
レ
ル
﹂
の
例

の
後
半
で
、
可
能
的
／
現
実
的
な
百
タ
ー
レ
ル
の
区
別
は
分
析
的
／
綜

合
的
の
区
別
に
帰
着
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

綜
合
的
判
断
が
、
主
語
概
念
と
述
語
概
念
と
の
関
係
を
論
点
と
し
な
い

﹁
主
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
﹂
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

さ
て
、﹁
あ
る
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
﹂
に
現
わ
れ
る
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述

語
﹂
の
理
解
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
こ
の
﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
は
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、﹁
物
の
何
で
あ
る
か
に
付
け
加
わ
る
﹂
と
い
う

程
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
そ
の
よ
う
に
読

ん
で
も
、
テ
ー
ゼ
が
現
わ
れ
る
段
落
だ
け
を
見
る
か
ぎ
り
、
文
意
が
通

ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
直
前
の
段
落
で
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述

語
﹂
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
、﹁
否
定
的
︵negativ

︶
な
述
語
﹂
で

は
な
く
て
、﹁
論
理
的
な
述
語
﹂
な
の
で
あ
る
。
批
判
期
の
カ
ン
ト
に

お
い
て
も
﹁
事
象
性
﹂
の
意
味
を
引
き
継
ぐ
﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
は
場
所
を

も
ち
う
る
が
、
そ
れ
は
﹁
否
定
的
﹂
に
対
置
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て

で
あ
る
。﹁
論
理
的
﹂
に
対
置
さ
れ
る
﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
は
批
判
期
に
お

い
て
は
、﹁
客
観
的
実
在
性
﹂︵objektive R

ealität

︶
等
の
用
法
で
使

用
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、前
者
と
は
区
別
さ
れ
て
﹁
実
在
的
﹂
と
い
っ

た
意
味
あ
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
が

ま
ず
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
な
解
釈
と
は
う
ま
く
符
合
し
な
い
点
で
あ
る
。

　

な
る
ほ
ど
確
か
に
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
は
﹁
主
語
の
概
念
に
関
し

て
付
加
さ
れ
、
そ
れ
を
拡
大
す
る
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、﹁
レ

ア
ー
ル
﹂
自
体
が
﹁
拡
大
す
る
﹂
の
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
る
と
解
釈

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、﹁
拡
大
す
る
﹂
の
は
、
そ

れ
が
﹁
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
い
述
語
﹂
だ
か
ら
だ
と
も
理
解
可

能
で
あ
る
。﹁
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
自
体
は

﹁
拡
大
す
る
﹂
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
﹁
述
語
﹂
だ
か
ら
、
主
語
概
念
を
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。

﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
を
﹁
概
念
で
は
な
く
実
在
に
か
か
わ
る
﹂
と
い
う
意
味

で
﹁
実
在
的
﹂
と
い
う
意
味
あ
い
に
と
れ
ば
、
十
分
に
﹁
実
在
的
な
述

語
﹂
は
﹁
主
語
概
念
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
述
語
﹂
を
意
味
し
う
る
。

こ
う
理
解
す
る
ほ
う
が
、﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
が
﹁
論
理
的
﹂
に
対
置
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
す
る
と
、﹁
あ
る
は
明
ら
か
に
い
か
な
る
実
在
的
な
述
語
で
も

な
い
﹂
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
や
は
り
﹁
述
語
で
は
な
い
﹂

こ
と
で
は
な
く
、﹁
実
在
的
な
﹂﹁
実
際
の
﹂
述
語
で
は
な
い
、
本
当
に

は
述
語
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理

解
は
、
百
タ
ー
レ
ル
の
例
が
﹁
対
象
﹂
と
﹁
概
念
﹂
と
の
区
別
を
前
提
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し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
先
に
読
み
替
え
ら
れ
た
テ
ー
ゼ
の
内
容
と

も
合
致
す
る
。﹁
存
在
﹂
と
は
﹁
概
念
﹂
領
域
で
の
処
理
に
そ
ぐ
わ
な

い
も
の
な
の
で
、
も
し
述
語
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
際

の
本
当
の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
ゼ
が
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
だ
と
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
が
﹁
存
在
は
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
洞
察
に
達
し
た
こ
と

は
、
現
代
論
理
学
の
先
取
り
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る︶

13
︵

。
確

か
に
前
批
判
期
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
言
う
。

　
　

 

現
存
在
は
何
ら
か
の
物
に
つ
い
て
の
全
く
い
か
な
る
述
語
で
も
規

定
で
も
な
い
。︵II 72

︶

　
　

 

⋮
⋮
だ
か
ら
、
海
棲
一
角
獣
は
存
在
す
る
動
物
で
あ
る
、
と
言
う

の
は
あ
ま
り
正
し
い
表
現
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
さ
ま
で
あ
っ

て
、
或
る
種
の
存
在
す
る
海
棲
動
物
に
は
、
私
が
一
角
獣
で
一
緒

に
考
え
て
い
る
諸
述
語
が
帰
属
す
る
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。︵II 
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︶

し
か
し
、
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
が
﹁
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に

拘
っ
た
の
は
、
当
時
の
カ
ン
ト
が
理
性
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
前
批
判
期
の
或
る
覚
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル

ト
的
証
明
に
つ
い
て
言
う
。

　
　

 

こ
れ
に
反
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
可
能
な
物
は
知
性
の
う
ち
で

0

0

0

0

0

0

存

在
を
包
含
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
物
そ
の
も
の
が
思
想
0

0

の
う
ち
で

0

0

0

0

定
立
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
思
想
の
そ
と
で

0

0

0

0

0

0

定
立
さ

れ
る
の
で
は
な
い
と
異
論
を
唱
え
て
も
無
駄
で
あ
る
。
⋮
⋮
も
し
0

0

も
現
存
在
が
物
の
一
つ
の
述
語
と
見
な
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

そ
う
し
た
事
情
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
も

の
の
う
ち
で
、
そ
れ
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
事
象
性
が
あ
る
よ
う
な

も
の
に
は
、
現
存
在
は
必
然
的
な
仕
方
で
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
り
、
至
高
に
事
象
的
な
有
は
必
然
的
な
仕
方
で

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
有
の
可
能
性
は
現
実
性

0

0

0

0

0

0

0

を
包
含
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。︵R

efl. 3706, II 
240f.

︶

観
念
論
に
対
す
る
対
抗
上
、
当
時
の
カ
ン
ト
は
、
い
わ
ば
﹁
論
理
﹂
と

﹁
実
在
﹂
と
が
相
即
す
る
理
性
主
義
的
立
場
を
採
用
し
て
い
た︶

14
︵

。
そ
の

た
め
、﹁
論
理
的
に
は
認
め
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
﹂

と
い
う
こ
と
を
現
代
流
の
意
味
で
唱
え
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
に
禁
じ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
デ
カ
ル
ト
的
証
明
に
反
対
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
﹁
概
念
上
で
の
こ
と
に

す
ぎ
な
く
て
、
実
際
の
こ
と
で
は
な
い
﹂
と
は
言
え
ず
、﹁
そ
も
そ
も

概
念
上
に
お
い
て
も
成
立
し
な
い
。
神
の
何
で
あ
る
か
の
う
ち
に
も
存

在
が
述
語
と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
﹂
と
い
う
形
で
反
対
す



85 カントと「何であるか」の問い

る
以
外
の
方
途
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、﹁
い
か
に
あ
る
か
﹂

の
問
題
を
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
次
元
で
処
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
存
在
は
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
前
批
判
期
の

テ
ー
ゼ
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
︵
数
十
年
に
わ
た
っ
て
考
察
し
続
け
て
い

る
が
︶
十
分
な
根
拠
づ
け
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
で
は
、

一
種
の
循
環
論
証
し
か
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
事
柄
と
し
て
神
そ
の
も

の
に
お
い
て
、﹁
そ
れ
が
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
﹁
神
が
何
で
あ
る
か
﹂

の
答
え
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
き
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の

で
あ
る
。

　

実
際
、
カ
ン
ト
自
身
が
批
判
期
の
﹃
判
断
力
の
批
判
﹄
に
お
い
て
言

う
。

44

　
　44

 

44物
の
0

0

可
能
性
と
現
実
性
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
知
性
に

0

0

0

0

0

0

は0

不
可
避
的
に
必
然
的
で
あ
る
。
⋮
⋮
可
能
的
な
物0

と
現
実
的
な

物0

と
の
区
別
は
、
単
に
主
観
的
に
人
間
の
知
性
に
と
っ
て
の
み

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

妥

当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
⋮
⋮
そ
の
た
め
に
、
こ
の
区
別
が
諸
物
0

0

そ
の
も
の
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

存
す
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
。︵V
 401f.

︶

カ
ン
ト
は
批
判
期
に
お
い
て
は
、理
性
主
義
的
な
﹁
可
能
性
﹂
と
は
﹁
単

に
論
理
的
﹂
な
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
と
喝
破
し
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ

た
﹁
物
の
﹂﹁
実
在
的
﹂
な
可
能
性
を
確
立
す
る
が
、
そ
の
可
能
性
に

し
て
も
、﹁
直
観
﹂
を
な
し
え
な
い
人
間
のdiskursiv

な
知
性
、
な
い

し
は
、
そ
の
よ
う
に
有
限
な
﹁
概
念
﹂
の
あ
り
よ
う
に
基
づ
く
こ
と
を

自
覚
し
て
い
る
。

　
　

 

認
識
能
力
の
行
使
の
た
め
に
、
諸
概
念

0

0

0

に
と
っ
て
の
知
性
0

0

と
、
そ0

れ
ら
の
概
念
に
対
応
す
る
諸
客
観

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
と
っ
て
の
感
性
的
直
観

0

0

0

0

0

と
い

う
二
つ
の
全
く
異
種
的
な
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
必
要
で
な
い
と
し
た
な
ら
、
い

か
な
る
そ
の
よ
う
な
区
別
︵
可
能
な
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
の

間
の
︶
も
存
在
し
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。︵a.a.O

.

︶

﹁
概
念
﹂
と
﹁
対
象
﹂
と
の
区
別
は
人
間
知
性
に
と
っ
て
の
も
の
に
す

ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然
、
物
そ
の
も
の
に
お
い
て
﹁
存
在
は
述
語
で

は
な
い
﹂
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
神
は
物
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
批
判
期
に
お
け
る
﹁
あ
る
﹂
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
を

﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
次
元
で
﹁
述
語
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
力
点

を
置
い
て
読
む
べ
き
で
は
な
い
。
前
批
判
期
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
固

執
す
る
し
か
な
か
っ
た
が
、
今
や
、
論
理
と
実
在
と
が
乖
離
し
た
の

で
、﹁
思
考
上
で
は
述
語
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

実
在
的
な
、
実
際
の
、
そ
の
意
味
で
真
な
る
述
語
と
し
て
存
在
を
取
り

扱
う
こ
と
は
人
間
知
性
に
は
で
き
な
い
﹂
と
、
す
な
わ
ち
、﹁
述
語
と

し
て
の
存
在
は
人
間
知
性
の
う
ち
の
存
在
に
す
ぎ
な
く
て
、
人
間
知
性
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の
そ
と
の
実
際
の
存
在
︵
た
だ
し
、
物
そ
の
も
の
の
存
在
で
は
な
く
、

感
性
に
依
存
し
た
存
在
︶
で
は
な
い
﹂
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。﹁
い
か
に
あ
る
か
﹂
の
問
題
を
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
に
依
存
せ
ず

に
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
テ
ー
ゼ
も
そ
ち
ら
に
力
点

を
置
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
主
語
の
概
念
に
付
加
さ
れ
、

そ
れ
を
拡
大
す
る
﹂
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た
が
、
存
在
命
題
の
場
合
、

存
在
は
述
語
で
は
な
い
の
で
、
確
か
に
﹁
主
語
概
念
を
拡
大
す
る
﹂
こ

と
は
な
い
。
し
か
し
、
存
在
と
い
う
も
の
が
﹁
概
念
﹂
と
は
区
別
さ
れ

る
以
上
、
存
在
命
題
の
﹁
主
語
の
概
念
に
付
加
さ
れ
る
﹂
も
の
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
た
と
え
存
在
が
﹁
レ
ア
ー
ル

な
述
語
﹂
で
な
い
と
し
て
も
、
存
在
命
題
は
﹁
レ
ア
ー
ル
な
命
題
﹂
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
﹁
述
定
判
断
﹂
と
し
て
の
﹁
綜
合
的
判
断
﹂、
す
な
わ
ち
﹁
客
観
的
に

綜
合
的
な
判
断
﹂
も
、
分
析
的
判
断
論
が
前
提
し
て
い
た
よ
う
な
普
遍

的
な
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
と
決
別
す
る
判
断
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
述
語
が

ハ
イ
デ
ガ
ー
が
読
み
込
ん
だ
よ
う
な
意
味
で
﹁
レ
ア
ー
ル
﹂
な
述
語
で

あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。﹁
あ
る
﹂
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
の
直
前
に
挿

入
さ
れ
た
﹁
レ
ア
ー
ル
な
述
語
﹂
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
そ

の
述
語
は
、
も
は
や
﹁
い
か
に
あ
る
か
﹂
の
実
在
性
が
﹁
何
で
あ
る
か
﹂

に
還
元
さ
れ
な
い
よ
う
な
述
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、﹁
客
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
﹂
も
、﹁
述
定
判
断
﹂
で
あ

り
な
が
ら
も
、
実
は
主
語
概
念
を
拡
大
す
る
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
綜
合
的
﹂
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
判
断
は
、
主
語
概
念
を
拡
大
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、

述
語
内
容
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
実
在
性
を
も
つ
か
ら
こ
そ﹁
綜
合
的
﹂

な
の
で
あ
っ
て
、﹁
述
定
判
断
﹂
も
﹁
存
在
命
題
﹂
と
同
じ
意
味
で
﹁
実

在
的
﹂
な
判
断
と
し
て
﹁
綜
合
的
﹂
な
の
で
あ
る
。

　

主
語
概
念
と
述
語
概
念
と
の
関
係
が
で
て
こ
な
い
﹁
存
在
命
題
﹂
の

ほ
う
が
﹁
綜
合
的
判
断
﹂
の
﹁
綜
合
的
﹂
の
意
味
を
よ
り
判
明
に
物
語
っ

て
い
る
。﹁
主
観
的
に
綜
合
的
な
判
断
﹂
は
決
し
て
二
次
的
な
﹁
綜
合

的
判
断
﹂
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

古
来
よ
り
西
洋
哲
学
は
大
な
り
小
な
り
﹁
何
で
あ
る
か
﹂
の
問
い

に
固
執
し
、
そ
の
﹁
何
﹂
を
普
遍
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
論
も

ontologia

も
構
築
し
て
き
た
。﹁
普
遍
性
﹂
に
拘
っ
た
と
見
な
さ
れ
て

い
る
カ
ン
ト
で
あ
る
が
、
実
は
そ
う
し
た
普
遍
実
在
論
に
対
す
る
根
本

的
な
異
議
申
し
立
て
を
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
よ

い
こ
と
で
は
な
い
。
彼
が
肯
定
的
に
考
え
て
い
た
﹁
普
遍
性
﹂
と
い
う

も
の
の
意
味
と
意
義
を
、
実
践
哲
学
に
お
け
る
そ
れ
も
含
め
て
、
改
め

て
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

※ 

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
基
盤
研
究
Ｃ
：18K

00031

︶
に
よ



87 カントと「何であるか」の問い

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注︵
1
︶ 

拙
稿“K

ant und der R
ationalism

us - D
ie R

ealiät der E
rkenntnis aus 

der reinen Vernunft ”

︵
筑
波
大
学
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学
・
思
想
専
攻 

﹃
哲
学
・
思
想
論
集
﹄

第
三
八
号
、
二
〇
一
三
年
︶
参
照
。

︵
2
︶ 

拙
著﹃
カ
ン
ト
理
論
哲
学
形
成
の
研
究
－﹁
実
在
性
﹂概
念
を
中
心
と
し
て
﹄︵
溪

水
社
、
一
九
九
八
年
︶
は
、
カ
ン
ト
の
哲
学
形
成
の
こ
の
側
面
を
追
求
し
た
。

︵
3
︶ 

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
と
頁
づ
け
に
よ
る
。
た

だ
し
﹃
純
粋
理
性
の
批
判
﹄
に
つ
い
て
は
、
第
一
版
を
Ａ
、
第
二
版
を
Ｂ
の

記
号
で
示
し
、
そ
の
頁
数
を
付
す
。
引
用
文
中
の
︹　

︺
内
お
よ
び
⋮
⋮
は

引
用
者
に
よ
る
補
足
と
省
略
で
あ
り
、
ピ
リ
オ
ド
型
傍
点
に
よ
る
強
調
は
原

著
者
、
読
点
型
傍
点
に
よ
る
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。

︵
4
︶ H

einrich R
om

bach, Substanz System
, Struktur  D

ie O
ntologie des 

F
unktionalism

us und der philosophische H
intergrund der m

odernen 
W

issenschaft  I, K
arl A

lber 1965, S.12. 

酒
井
潔
訳
﹃
実
体
・
体
系
・
構

造 

機
能
主
義
の
有
論
と
近
代
科
学
の
哲
学
的
背
景
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
九
九
年
︶
二
頁
。

︵
5
︶ 

山
田
晶
﹃
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
︽
レ
ス
︾
研
究
﹄︵
創
文
社
、一
九
八
六
年
︶

二
七
四
頁
以
下
参
照
。

︵
6
︶ 

も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第
一
実
体
は
個
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問

も
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、﹁
何
か
︵
普
遍
的
な
︶
で
あ
る
﹂
こ
と

な
し
に
﹁
実
体
﹂
が
﹁
実
体
﹂
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
山

田
晶
前
掲
書
三
一
九
頁
以
下
参
照
。

︵
7
︶ realitas

の
二
義
牲
な
い
し
は
二
面
性
の
区
別
と
連
関
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

﹁R
ealität

の
二
義
性

︱
中
世
か
ら
近
世
へ
至
る
哲
学
史
の
一
断
面
﹂︵﹃
近

世
哲
学
研
究
﹄
第
十
九
号
、
二
〇
一
五
年
︶
を
参
照
の
こ
と
。

︵
8
︶ G

ottfried M
artin, Im

m
anuel K

ant, O
ntologie und W

issenschaftstheorie, 
4., durchgesehene und um

 einen dritten Teil verm
ehrte A

uflage, 
1968, S.262.

︵
9
︶ M

artin H
eidegger, G

rundproblem
e der Phänom

enologie, In: G
esam

t-
ausgabe B

d.24, Frankfurt am
 M

ain 1975, S.45.

︵
10
︶ a.a.O

., S.46.

︵
11
︶ 

高
坂
正
顕
﹃
カ
ン
ト
﹄
理
想
社
、
一
九
七
七
年
、
二
〇
四
頁
。

︵
12
︶ 

拙
稿
﹁
綜
合
的
判
断
と
実
在
性

︱
カ
ン
ト
に
よ
る
分
析
的
／
綜
合
的
の
区

別
の
成
立
﹂︵﹃
思
想
﹄
第
一
一
三
五
号
、
二
〇
一
八
年
︶
一
六
四
頁
参
照
。

︵
13
︶ E

rnst T
ugendhat, U

rsula W
olf, Logisch-sem

antische P
ropädeutik, 

R
eclam

 1983, S.188. 

鈴
木
崇
夫
・
石
川
求
訳
﹃
論
理
哲
学
入
門
﹄︵
晢
書
房
、

一
九
九
三
年
︶
一
八
三
頁
。

︵
14
︶ 

拙
稿
﹁
綜
合
的
判
断
と
実
在
性
﹂
第
三
、四
節
、
前
掲
拙
著
第
一
部
第
四
章
、

第
二
部
全
体
を
参
照
の
こ
と
。

︵
ひ
が
き
・
よ
し
し
げ　

筑
波
大
学
︶


