
カ
ン

ト
に
お
け
る
趨
越
論
的
対
象
の
間
題

木
　
村

勝
　
彦

　
経
験
の
範
囲
を
人
間
理
性
の
隈
界
と
L
て
見
究
め
る
こ
と
に
従
事
し
な
が
ら
、

1
・
カ
ソ
ト
は
、
ま
さ
に
そ
の
経
験
を
超
え
る
も
の
へ
の
目
差
し
を
決
し
て
放

灘
し
な
い
。
む
し
ろ
カ
ソ
ト
の
思
索
は
、
経
験
を
超
え
、
人
問
の
認
識
能
力
の

堵
外
に
あ
る
物
自
体
の
存
在
を
前
提
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

や
が
て
「
実
践
的
“
教
説
的
」
（
買
峯
涛
2
と
◎
α
q
冒
註
ω
臣
）
な
形
而
上
学
の
理

念
へ
と
結
実
し
て
行
く
構
想
の
根
拠
と
し
て
、
カ
ソ
ト
の
思
想
的
営
為
の
底
流

を
形
成
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ソ
ト
の
関
心
が
多
岐
に
わ
た

る
の
に
応
じ
て
、
物
自
体
の
間
題
も
様
々
な
射
程
か
ら
論
じ
ら
れ
、
そ
の
都
度

様
相
を
異
に
し
て
来
る
。
つ
ま
り
カ
ソ
ト
は
、
物
自
体
と
い
う
概
念
で
自
ら
が

意
図
し
て
い
る
一
」
と
を
、
多
様
に
言
い
換
え
る
の
で
あ
る
。
根
抵
に
は
一
つ
の

構
想
が
貫
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
時
と
し
て
、
カ
ソ
ト
の
論
述
は
明
断
さ
に
欠

け
、
言
い
換
え
が
中
途
半
端
な
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま
う
。
重
要
な
の
は
、
物
自

体
説
の
諸
相
を
、
そ
れ
が
各
々
如
何
な
る
間
題
領
野
で
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の

か
と
い
う
点
か
ら
解
明
L
、
そ
の
間
の
連
絡
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
考
察
の
対
象
を
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
超
越
論
的
観
念
論
の
成
立

と
い
う
場
面
に
限
定
し
よ
う
。
カ
ソ
ト
は
こ
こ
で
人
間
理
性
の
根
源
的
有
限
性

を
承
認
す
る
。
そ
れ
は
、
人
問
の
認
識
が
感
性
の
受
容
性
、
つ
ま
り
内
容
的
素

材
の
所
与
性
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
受
容
と
い
う
こ
の

特
殊
な
事
態
を
説
明
す
る
た
め
に
、
物
自
体
に
よ
る
触
発
と
い
う
考
え
方
を
導

入
す
る
。
超
越
論
的
観
念
論
は
、
「
対
象
が
何
ら
か
の
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
触
発
す
る
」
（
＞
岩
＼
団
o
。
。
。
）
こ
と
を
前
提
L
な
け
れ
ぼ
、
一
歩
も
踏
み
出

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
直
観
が
生
じ
る
の
は
、
「
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら

れ
て
い
る
」
（
ま
①
．
）
限
り
で
の
み
だ
と
い
う
創
見
を
、
カ
ソ
ト
は
物
自
体
と

い
う
「
客
観
の
現
実
的
存
在
」
（
ω
s
）
を
容
認
す
る
こ
と
で
初
め
て
獲
得
し

得
た
と
言
っ
て
よ
い
。
人
間
と
い
う
特
殊
な
認
識
主
観
の
有
限
性
を
決
定
す
る

の
は
、
触
発
す
る
物
自
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ソ
ト
は
超
越
論
的
念
観
論
の

核
心
に
、
否
応
無
く
、
物
自
体
の
超
主
観
的
実
在
性
を
据
え
た
げ
れ
ぼ
な
ら
な

い
。
「
超
越
論
的
感
性
論
」
は
、
こ
う
L
た
受
容
の
構
造
を
確
認
す
る
こ
と
に

捧
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
物
自
体
に
よ
っ
て
受
容
性
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
カ
ソ
ト
の
試
み
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が
、
直
ち
に
超
越
論
的
観
念
論
そ
の
も
の
を
崩
壌
の
危
機
に
曝
す
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
あ
る
。
現
象
を
主
観
に
お
げ
る
表
象
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
の
み
を
認

識
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
超
越
論
的
観
念
論
の
根
幹
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
カ
ソ
ト
が
、
主
観
の
外
に
あ
っ
て
触
発
す
る
物
自
体
を
現
象
の

原
因
と
し
て
措
定
す
る
時
、
認
識
論
と
L
て
の
整
合
性
は
破
綻
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
カ
ソ
ト
は
物
自
体
を
、
「
外
的
で
物
体
的
な
諸
現
象
の
絶

対
的
且
つ
内
的
な
原
因
」
（
＞
ω
震
）
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
如
何
な
る
根
拠
が
あ

っ
て
、
物
自
体
と
現
象
と
の
問
に
因
果
関
係
が
想
定
さ
れ
る
の
か
。
超
越
論
的

観
念
論
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
を
現
象
に
制
隈
し
た
筈
で
あ
っ
た
。
原
因
性
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
物
自
体
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
カ
ソ
ト
は
閾
白
な
自
家
撞
着
に

陥
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
超
越
論
的
観
念
論
は
、
超
越
論
的
実
在
論
の
克
服
を

目
指
す
学
説
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
の
当
面
の
敵
と
同
じ
立
場
に
立
つ
こ

　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
多
く
の
解
釈
者
達
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
物
自
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

概
念
を
払
拭
す
る
こ
と
に
意
を
注
い
で
来
た
。
し
か
し
、
カ
ソ
ト
の
形
而
上
学

的
構
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
れ
を
根
拠
付
け
て
い
る
物

自
体
概
念
を
払
拭
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
真
意
は
常
に
形
而
上

学
に
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
超
越
論
的
観
念
論
を
擁
護
す
る
た
め

に
物
自
体
概
念
を
排
除
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
際
、
物
自
体
無
く
し
て
は
超
越

論
的
観
念
論
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
、
と
い
う
根
本
的
な
事
態
が
看
過
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
超
越
論
的
観
念
論
の
内
部
に
お
い
て
、
物
自
体
は
極
め
て
困

難
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
際
、
重
要
な
意
味

を
担
っ
て
来
る
の
は
超
越
論
的
対
象
の
間
題
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
多
く
の
箇
所

で
、
物
自
体
と
超
越
論
的
対
象
と
を
同
一
視
し
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
L
、
両

者
は
互
い
に
裁
然
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
側
面
も
有
し
て
お
り
、
決
L
て
安
易
に

同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
探
究
す
べ
き
点
は
、
何
故
カ
ソ
ト
が
物
自
体

を
超
越
論
的
対
象
と
し
て
把
握
し
直
L
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
如
何
な
る
局

面
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
本
稿
は
特
に
こ
の
点
に
的
を
絞
り
、

カ
ソ
ト
の
物
自
体
説
の
一
面
を
照
射
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

　
超
越
論
的
対
象
（
Ω
⑦
σ
q
蟹
姦
己
）
、
或
い
は
超
越
諭
的
客
観
（
○
圧
⑦
江
）
と

い
う
語
は
、
特
定
の
局
面
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど
物
自
体
と
同
義
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
物
質
と
名
付
け
て
い
る
こ
の
現
象
の
根
拠
た
り
得
る

超
越
論
的
客
観
は
、
単
な
る
或
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
誰
か
が
そ
れ
を
わ
れ

わ
れ
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
何
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
は
決

し
て
理
解
し
得
な
い
」
（
》
ミ
ミ
ω
竃
ω
）
。
或
い
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
表
象
の
非
感
性
的
原
因
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
ま

っ
た
く
知
ら
れ
て
い
ず
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
一
」
れ
を
客
観
と
し
て
直
観

す
る
一
」
と
は
で
き
な
い
。
・
・
…
…
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
単
に

受
容
性
と
し
て
の
感
性
に
対
応
す
る
或
る
も
の
を
も
つ
た
め
に
、
現
象
一
般
の

単
に
叡
知
的
な
原
因
を
超
越
論
的
客
観
と
名
付
け
得
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
超

越
論
的
客
観
に
わ
れ
わ
れ
の
可
能
的
知
覚
の
全
範
囲
と
全
連
関
と
を
帰
し
、
超

越
論
的
客
観
は
一
切
の
経
験
に
先
立
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
存
す
る
も
の
だ
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
L
（
》
お
史
軸
竃
黒
）
。

　
引
用
の
文
章
が
間
題
と
し
て
い
る
の
は
、
現
象
の
根
拠
、
或
い
は
原
因
で
あ

る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
非
感
性
的
」
「
叡
知
的
」
な
原
因
で
あ
り
、
一
切
の
感

性
的
直
観
を
捨
象
し
て
、
つ
ま
り
二
切
の
経
験
に
先
立
っ
て
そ
れ
自
体
と
し

26



て
」
考
え
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
よ
う
な
も
の
だ
。
一
」
こ
で
触
発
す
る
物
自
体
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
表
現

し
て
い
る
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
「
現
象
と
は
そ
れ
自
身
は
物
で
は
な
い

か
ら
、
現
象
の
根
抵
に
は
現
象
を
単
な
る
表
象
と
し
て
規
定
す
る
よ
う
な
超
越

論
的
対
象
が
存
」
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
超
越

論
的
対
象
に
、
そ
れ
が
現
象
す
る
た
め
の
性
質
の
他
に
た
お
、
そ
の
結
果
は
現

象
の
中
に
見
出
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
は
現
象
で
は
な
い
よ
う
な
原

因
性
を
も
付
加
す
る
こ
と
を
、
何
ら
妨
げ
る
も
の
は
た
い
L
（
ト
艶
・
。
ぐ
困
墨
3

傍
点
引
用
者
）
。
傍
点
部
分
は
明
ら
か
に
物
体
を
示
唆
し
て
い
る
。
現
象
と
し

て
認
識
さ
れ
る
「
こ
の
同
じ
対
象
を
物
自
体
と
」
て
も
、
…
…
…
考
え
得
る
の

で
な
げ
れ
ば
た
ら
な
い
L
（
困
属
×
＜
H
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
思
い
出

し
て
み
れ
ぼ
よ
い
。

　
カ
ソ
ト
は
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
原
困
で
は
あ
る
が
、
表
象
の
外
に

あ
り
、
感
性
的
直
観
の
制
約
を
離
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
認
識
不
可
能
た
物
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
、
超
越
論
的
対
象
と
言
い
換
え
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
カ

ソ
ト
が
問
い
直
し
て
い
る
の
は
、
触
発
と
受
容
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
の
表
象
が
物
自
体
の
触
発
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
成
り
立

ち
が
物
自
体
の
触
発
に
由
来
す
る
以
上
、
表
象
は
物
自
体
に
対
応
し
て
い
な
げ

れ
ぼ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
現
象
に
は
「
そ
れ
自
身
は
現
象
で
な
い
或
る
も
の

が
対
応
し
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
（
＞
旨
一
）
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

「
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
」
（
＞
ω
S
）
物
自
体
に
つ
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の

外
的
直
観
」
（
ま
印
）
の
原
困
だ
と
い
う
・
」
と
が
た
だ
単
に
認
容
さ
れ
得
る
の

み
で
、
如
何
な
る
直
観
も
そ
れ
自
身
に
関
し
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
物
自
体
と
し
て
の
「
対
象
は
単
に
超
越
論
的
」
（
＞
違
べ
＼
籟
ω
冒
）
だ
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
現
象
を
「
そ
の
超
越
諭
的
対
象
が
知
ら
れ
て
い
な
い
表

象
」
（
＞
崔
H
＼
碗
轟
①
）
と
規
定
す
る
こ
と
で
、
カ
ソ
ト
の
間
い
の
所
在
は
明

白
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
物
自
体
を
超
越
論
的
対
象
と
言
い
換
え
る
時
、

カ
ソ
ト
の
真
意
は
何
処
に
存
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
カ
ソ
ト
が
、
趨
越
論

的
観
念
論
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
も
は
や
物
自
体
と
い
う
対
象
そ
の
も
の
は
主

題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
カ
ソ
ト
は
飽
く
ま
で
も
、
物
自
体
を
表
象
と
の

関
係
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
。
主
要
な
関
心
事
は
、
常
に
認
識
批
判
な
の

で
あ
る
。
「
表
象
と
対
象
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
間
い
は
超
越
論
的
で
あ
る
」

（
》
亀
＼
b
0
竃
）
と
、
カ
ソ
ト
は
述
べ
る
。
そ
し
て
物
自
体
は
、
こ
う
し
た
問

題
枠
の
中
で
、
超
越
論
的
対
象
と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
「
対
象
の
概
念
を
超
越
論
的
意
味
に
ま
で
高
め
る
」
（
＞
H
8
＼
困
8
串
）

と
い
う
・
」
と
に
他
な
ら
な
い
。
G
。
プ
ラ
ウ
ス
に
依
る
な
ら
ぼ
、
「
経
験
的
水

準
」
（
庄
①
Φ
昌
旦
昏
O
亭
㈲
げ
9
⑦
）
か
ら
「
超
越
論
的
反
省
の
水
準
」
（
氏
①
閃
げ
9
⑭

尉
岬
弍
竃
蟹
①
己
9
邑
9
肉
⑦
戊
①
改
冒
）
へ
と
「
登
り
つ
め
る
」
（
卑
ω
邑
σ
q
9
）
と

　
　
　
　
　
（
5
）

い
う
こ
と
な
の
だ
。
た
と
え
「
超
越
論
的
客
観
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
わ
れ

わ
れ
に
は
未
知
の
ま
ま
し
（
声
畠
＼
ω
竃
）
に
留
ま
る
と
し
て
も
、
　
そ
う
」
た

超
越
論
的
反
省
に
よ
っ
て
新
た
な
間
い
の
地
平
が
見
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

ダ
「
現
象
そ
の
も
の
（
そ
れ
自
身
は
や
は
り
何
も
の
で
も
な
い
）
に
お
け
る
多
様

は
如
何
に
し
て
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
＞
H
胃
＼
嗣
轟
㊦
）
、
と
い
う
間

い
が
そ
れ
だ
。
つ
ま
り
表
象
の
統
一
が
間
題
と
な
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
（
先
に

言
及
し
た
よ
う
に
）
、
表
象
と
「
表
象
と
は
区
別
さ
れ
た
客
観
」
（
弐
処
■
）
と
の

合
致
の
間
題
も
、
カ
ソ
ト
の
前
途
に
現
出
し
て
来
る
。
そ
れ
は
表
象
の
統
一
の

源
泉
を
、
主
客
両
方
に
求
め
る
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
物
自
体
を
超
越
論
的
対
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象
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ソ
ト
は
概
ね
こ
の
よ
う
な
思
索
の
展
開

を
企
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
物
自
体
の
触
発
を
説
い
て
超
越
論
的
観
念
論

に
途
を
拓
い
た
「
超
越
論
的
感
性
論
」
も
、
唯
一
度
、
超
越
論
的
客
観
と
い
う

語
を
載
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
こ
の
新
た
な
道
筋
を
指
し
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
物
自
体
と
同
義
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
な
が
ら
、

超
越
論
的
対
象
と
い
う
概
念
は
物
自
体
と
は
ま
っ
た
く
別
な
問
題
領
域
に
根
差

し
て
い
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
特
定
の
局
面
を
除
く
と
、
カ
ソ
ト
は
超
越
論
的
対
象
を

物
自
体
と
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
実
は
童
さ
に
こ
の
特

定
の
局
面
に
お
い
て
、
超
越
論
的
対
象
の
概
念
は
、
今
指
摘
し
た
よ
う
な
特
質

を
十
全
に
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
特
定
の
局
面
と
は
、
第
一
版
の
い
わ
ゆ
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
演
緯
論
の
部
分
と
、
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ソ
と

ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
に
区
別
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
（
以
下
、
「
区
別
」

の
章
と
略
記
）
と
で
あ
る
。
一
ご
」
に
お
い
て
は
も
は
や
、
超
越
論
的
対
象
と
物

自
体
と
は
互
い
に
載
然
と
区
別
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
当
該
章
に
関
し
て
ま
ず
顧
慮
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な

い
の
は
、
両
者
が
第
二
版
に
お
い
て
大
幅
に
改
訂
さ
れ
、
超
越
論
的
対
象
及
び

超
越
論
的
客
観
と
い
う
語
が
ま
っ
た
く
削
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

N
．
K
・
ス
ミ
ス
は
こ
の
事
態
を
重
視
し
、
結
局
、
超
越
論
的
対
象
は
物
白
体

と
同
一
の
も
の
な
の
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
「
前
批
判
的
な
、
或
い
は
半
批

　
　
（
6
）

的
な
残
津
」
と
も
言
う
べ
き
超
越
論
的
対
象
に
関
す
る
こ
の
所
説
は
、
早
い
時

期
の
原
稿
に
依
る
も
の
だ
と
断
じ
、
自
ら
の
「
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
・
セ
オ
リ
i
」

の
有
力
た
論
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
・
」
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
H
・

J
・
ペ
イ
ト
ソ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
物
白
体
或
い
は
超
越
論
的
対
象
の

概
念
が
超
越
論
的
観
念
論
の
根
幹
に
位
置
す
る
と
い
う
事
実
を
誤
認
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

点
で
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
ま
た
ヵ
ソ
ト
は
第
二
版
で
の
書
き
換

え
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
企
図
し
て
い
る
の
は
、
論
述
の
「
難
解
さ
と
不
明
瞭
さ

と
を
で
き
る
だ
げ
除
去
す
る
」
（
ω
閃
内
×
≦
H
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
命
題

そ
の
も
の
や
そ
の
証
明
根
拠
、
計
画
の
形
式
と
完
全
性
と
に
つ
い
て
は
、
何
一

つ
変
更
す
べ
き
も
の
を
見
出
さ
な
か
っ
た
」
（
ま
臥
．
）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ソ
ト

が
一
貫
し
て
追
究
し
て
い
る
の
は
、
思
惟
の
主
観
的
制
約
が
如
何
に
し
て
客
観

的
妥
当
性
を
も
つ
か
、
つ
ま
り
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
な

る
か
」
（
ト
o
。
睾
滝
－
曽
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
う
な
ら
ぱ
、
「
総

合
的
表
象
と
そ
の
対
象
と
が
合
致
す
る
」
（
＞
竃
＼
ω
H
違
）
と
は
、
如
何
な
る

こ
と
か
を
カ
ソ
ト
は
間
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
演
緯
論
の
改
訂
は
、
ペ
イ
ト
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
同
じ
学
説
を
よ
り
明
快
に
説
明
し
よ
う
」
と
す
る

努
力
に
他
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
対
象
が
物
自
体
と
は
裁
然
と
区
別
さ
れ
る
役

割
り
を
付
与
さ
れ
て
吟
味
の
盟
上
に
載
る
の
は
、
第
一
版
に
固
有
な
部
分
に
お

い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
象
の
総
合
統
一
を
遡
求
す
る
と
い
う
カ
ソ
ト
の
基

本
的
な
意
図
は
、
書
き
換
え
を
通
じ
て
一
貫
L
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三

　
第
一
版
の
演
緯
論
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
一
」
で
超
越
論
的
対
象
と
い
う
考

え
方
は
、
直
観
的
表
象
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
を
遡
求
す
る
と
い
う
路
線
の

上
に
現
出
し
て
来
る
。
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
は
単
に
多
様
で
あ
る
。

こ
れ
の
み
で
は
対
象
は
成
立
し
な
い
。
対
象
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
多
様
が

二
つ
の
表
象
」
（
＞
竈
）
に
統
一
さ
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
で

は
、
そ
も
そ
も
表
象
が
統
一
さ
れ
る
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
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ト
の
論
述
は
こ
の
根
源
的
な
問
い
に
導
か
れ
て
、
総
合
作
用
の
探
究
へ
と
向
か

う
。
そ
し
て
、
「
直
観
に
お
げ
る
覚
知
の
総
合
」
か
ら
「
構
想
に
お
け
る
再
生

の
総
合
」
を
経
て
、
「
概
念
に
お
け
る
再
認
の
総
合
」
へ
と
進
み
、
遂
に
は
そ

れ
ら
す
べ
て
の
総
合
の
根
抵
に
作
用
す
る
二
つ
の
意
識
L
（
＞
－
農
）
に
至
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
つ
の
意
識
」
が
超
越
論
的
統
覚
（
蟹
⑦
冨
富
需
昆
竃
邑
⑦

庫
署
Φ
昌
唱
ま
8
）
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
の

可
能
た
表
象
に
一
貫
し
た
自
已
同
一
性
し
（
＞
H
崖
）
で
あ
る
。
・
」
う
L
て
、

表
象
の
統
一
の
「
根
源
的
且
つ
超
越
論
的
な
条
件
」
（
》
H
8
）
は
求
め
ら
れ

た
。
だ
が
カ
ソ
ト
は
直
ち
に
問
い
を
重
ね
る
。
「
表
象
の
対
象
と
い
う
表
現
に

お
い
て
、
い
っ
た
い
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
」
（
＞
H
寝
）
と
。
お
よ
そ
認

識
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
一
つ
の
対
象
に
関
係
す
べ
き
し
（
ま
匙
。
）
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
」
て
カ
ソ
ト
は
、
「
表
象
の
対
象
」
に
つ
い
て
一
」
う
述
べ
て
い
る
。

「
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
象
そ
の
も
の
は
感
性
的
表
象
に
他
な
ら
ず
、
ま
た

こ
の
感
性
的
表
象
は
、
そ
の
ま
ま
の
在
り
方
の
そ
れ
自
体
と
し
て
は
（
表
象
能

力
の
外
に
あ
る
）
対
象
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
、
認
識
に

対
応
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
認
識
か
ら
区
別
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
述
べ
る
場

合
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
対
象
が
或
る
も
の

一
般
（
①
尋
窃
撃
q
副
轟
什
）
・
×
と
し
て
の
み
思
惟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
容
易
に
洞
察
さ
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の

認
識
の
外
に
は
、
こ
の
認
識
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
対
置
し
得
る
よ
う
な
も

の
を
、
何
も
も
っ
て
は
い
た
い
か
ら
で
あ
る
」
（
ま
匝
・
傍
点
引
用
者
）
。

　
要
す
る
に
「
表
象
の
対
象
」
と
は
、
「
認
識
に
対
応
」
し
な
が
ら
、
コ
認
識
か

ら
区
別
さ
れ
た
」
対
象
で
あ
り
、
「
或
る
も
の
一
般
・
内
し
と
」
か
言
い
よ
う
の

な
い
も
の
で
あ
る
。
婁
言
す
る
な
ら
ぼ
、
「
表
象
能
力
の
外
」
に
あ
り
、
「
あ
ら

ゆ
る
表
象
と
異
な
っ
た
或
る
も
の
」
（
声
H
8
）
に
遇
ぎ
た
い
。
表
象
の
多
様
に

の
み
関
係
す
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
無
」
（
婁
則
・
）
で
あ
る
。
カ

ソ
ト
は
こ
の
よ
う
な
規
定
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
を
目
論
ん
で
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
の
部
分
は
、
そ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。
「
今
や
わ
れ
わ
れ

は
ま
た
、
対
象
一
般
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
概
念
を
よ
り
正
し
く
規
定
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
表
象
で
あ
る
以
上
、
そ
の
対
象
を
有
し
、
そ
れ
自

身
が
ま
た
他
の
表
象
の
対
象
た
り
得
る
。
現
象
は
わ
れ
わ
れ
に
直
接
与
え
ら
れ

得
る
唯
一
の
対
象
で
あ
り
、
現
象
に
お
い
て
対
象
と
直
接
に
関
係
す
る
も
の
が
、

直
観
と
呼
ぼ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
現
象
は
物
自
体
で
は
な
く
、

そ
れ
自
身
単
に
表
象
で
あ
っ
て
、
表
象
は
ま
た
自
ら
の
対
象
を
有
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
一
」
の
対
象
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
は
直
観
さ
れ
得
な
い
。
し
た

が
っ
て
そ
れ
は
非
経
験
的
す
な
わ
ち
超
越
論
的
対
象
H
×
と
名
付
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
」
（
＞
旨
o
。
｛
）
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ソ
ト
が
こ
一
」
で
間
題
と
し
て

い
る
の
は
、
も
は
や
個
々
の
物
自
体
で
は
な
い
。
検
討
の
的
は
、
「
超
越
論
的

意
味
」
へ
と
高
め
ら
れ
、
「
対
象
一
般
」
と
し
て
把
握
し
直
さ
れ
た
対
象
の
概

念
で
あ
る
。
「
表
象
能
力
の
外
」
に
あ
る
も
の
と
L
て
「
非
経
験
的
」
な
以
上
、

具
体
的
な
直
観
の
内
容
は
そ
こ
か
ら
ま
っ
た
く
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
統
一
さ
れ

た
わ
た
し
の
表
象
が
成
立
す
る
場
面
を
追
究
す
る
と
い
う
超
越
論
的
な
問
題
設

定
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
対
象
は
、
個
々
の
直
観
に
対
応
す
る
個
々
の
諾

物
自
体
で
は
た
く
、
も
は
や
無
規
定
た
「
対
象
一
般
」
「
或
る
も
の
一
般
」
と

し
か
言
表
し
よ
う
が
な
い
も
の
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
そ
れ
を
、
超
越
論
的
対
象

と
称
す
る
。

　
繰
り
返
し
指
摘
し
て
来
た
よ
う
に
、
カ
ソ
ト
の
根
本
的
た
関
心
は
、
超
越
論

的
観
念
論
の
枠
内
に
お
い
て
「
総
合
的
表
象
と
そ
の
対
象
と
が
合
致
す
る
」
と
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は
如
何
な
る
こ
と
か
を
見
究
め
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
表
象
の
統
一
は
超

越
論
的
統
覚
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
。
総
合
的
表
象
の
根
低
に
は
、
そ
れ
を
わ

た
し
の
表
象
と
し
て
意
識
す
る
自
已
の
同
一
性
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
超
越
論

的
対
象
は
、
こ
の
よ
う
な
表
象
の
対
象
と
し
て
論
述
の
中
に
導
入
さ
れ
る
。
こ

の
時
カ
ソ
ト
は
当
然
、
超
越
論
的
対
象
を
超
越
論
的
統
覚
の
総
合
的
統
一
と
の

明
確
た
対
比
に
お
い
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ

ー
の
客
観
的
妥
当
性
つ
ま
り
認
識
の
客
観
性
（
表
象
と
対
象
と
の
合
致
）
が
保

証
さ
れ
る
と
い
う
見
通
し
を
、
カ
ソ
ト
は
も
っ
て
い
る
。
「
こ
の
超
越
論
的
対

象
（
そ
れ
は
実
際
は
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
お
い
て
常
に
同
一
の
も
の

1
－
×
で
あ
る
）
と
い
う
純
粋
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
概
念
一

般
に
対
し
て
、
対
象
と
の
関
係
つ
ま
り
客
観
的
実
在
性
を
与
え
得
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
概
念
は
明
瞭
な
直
観
を
ま
っ
た
く
含
み
得
な
い
。
」
た
が
っ
て
そ
れ

は
、
認
識
の
多
様
が
対
象
と
関
係
す
る
隈
り
、
そ
の
多
様
の
内
に
見
出
さ
れ
ね

ぼ
な
ら
ね
ぼ
な
ら
な
い
よ
う
た
統
一
に
関
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
L
多
様
と
対
象
と
の
こ
の
関
係
は
、
意
識
の
必
然
的
統
一
に
他
な
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
重
た
、
多
様
を
一
つ
の
表
象
に
結
合
す
る
と
い
う
心
の
共
通
な
機

能
に
よ
る
多
様
の
総
合
に
他
な
ら
な
い
L
（
＞
曽
P
傍
点
引
用
者
）
。

　
カ
ソ
ト
の
目
論
見
は
、
超
越
論
的
統
覚
と
超
越
論
的
対
象
と
を
両
極
に
掘
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
象
に
統
一
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

超
越
論
的
対
象
は
、
す
ぐ
れ
て
認
識
論
的
な
機
能
を
果
た
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
対
象
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
お
い

て
常
に
同
一
の
も
の
」
で
あ
っ
て
、
各
々
の
現
象
に
つ
い
て
ま
さ
に
「
現
象
す

る
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
物
自
体
の
概
念
と
は
、
本
来
的
に
そ
の
立
ち
現

わ
れ
る
べ
き
局
面
を
異
に
L
て
い
る
。

　
第
二
版
に
お
い
て
カ
ソ
ト
は
、
超
越
論
的
対
象
及
び
超
越
論
的
客
観
と
い
う

語
を
演
緯
論
か
ら
削
除
す
る
。
そ
し
て
更
に
、
第
一
版
と
は
叙
述
の
順
序
を
改

め
、
根
源
的
統
覚
（
黒
①
■
易
肩
巨
α
q
亭
汗
》
毫
⑦
H
8
呈
8
）
或
い
は
純
粋
統
覚

（
段
⑭
置
屋
》
電
竃
③
呂
g
）
か
ら
直
観
的
形
像
に
進
む
と
い
う
方
法
を
採
っ

　
（
9
）

て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
表
象
の
総
合
的
統
一
に
お
け
る
根
源
的
統
覚
の

意
義
に
つ
い
て
カ
ン
ト
の
理
解
が
更
に
進
み
、
純
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
二

版
の
演
緯
論
は
、
「
〈
わ
た
し
は
考
え
る
〉
は
、
す
べ
て
の
わ
た
し
の
表
象
に
伴

い
得
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
（
｝
冨
－
）
と
い
う
命
題
を
、
考
察
の
起
点
と
し
て

い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ぱ
、
一
」
の
・
」
と
は
、
超
越
論
的
対
象
の
役
割
り
が
結
局

は
超
越
論
的
統
覚
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
様
の
事
態
は
、
次
に
論
じ
る
「
区
別
」
の
章
に
お

い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
区
別
し
の
章
は
、
ま
ず
「
超
越
論
的
分
析
論
し
の
成
果
に
つ
い
て
「
総
括

的
概
観
」
（
＞
轟
①
＼
困
轟
㎝
）
を
施
す
こ
と
か
ら
始
め
、
こ
の
部
分
は
両
版
と
も

共
通
し
て
い
る
。
そ
の
際
の
カ
ソ
ト
の
意
図
は
、
端
的
に
は
概
念
の
超
越
論
的

使
用
と
経
験
的
使
用
と
の
区
別
を
確
認
し
、
前
者
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
思
惟
と
は
「
与
え
ら
れ
た
直
観
を
一
つ
の
対
象
に
関
係
せ
し
め
る
と
い

う
働
き
で
あ
る
」
（
＞
農
べ
＼
霧
農
）
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
可
能
的
経
験
の
一

般
的
条
件
で
あ
る
感
官
の
対
象
に
の
み
関
係
し
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
の
感
性
的
直
観
と
い
う
制
約
を
顧
慮
せ
ず
、
「
物
一
般
及
び
物
自
体
」
（
》

～
轟
＼
団
心
鵠
）
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
感
性
の
形

式
的
条
件
を
欠
い
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
確
か
に
「
超
越
論
的
意
味
」
（
》
違
・
。
＼
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固
ω
◎
㎝
）
を
有
し
は
す
る
が
、
決
し
て
「
超
越
論
的
使
用
の
内
に
は
な
い
」

（
ま
～
・
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
を
確
認
し
て
、
カ
ソ
ト
は
論
述
を
展
開

す
る
。
つ
ま
り
、
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ソ
と
ヌ
i
メ
ノ
ソ
と

に
区
別
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
の
間
い
が
、
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

区
別
は
超
越
論
的
観
念
論
の
基
幹
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
れ

を
批
判
的
立
場
か
ら
認
容
さ
れ
得
る
も
の
と
L
て
擁
護
L
よ
う
と
す
る
。
し
か

し
こ
こ
で
留
意
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
、
E
。
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
「
区
別
」
の
章
は
「
超
越
的
た
も
の
の
現
実
的
存
在
に
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
た
く
、
認
識
の
確
実
性
と
射
程
と
に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
た
間
い
の
所
在
を
見
損
う
時
、
カ
ン
ト
が
第
二
版
で
書
き
換
え

を
行
な
い
、
超
越
論
的
対
象
を
削
除
し
た
理
由
は
不
分
明
な
ま
ま
に
留
ま
る
。

　
今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
区
別
」
の
章
に
お
い
て
も
、
超
越
論
的
対
象

（
超
越
論
的
客
観
）
は
第
一
版
特
有
の
思
想
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

事
態
は
演
緯
論
の
場
含
と
対
応
L
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
表
象
は
す
べ
て
、
実
際
、
悟
性
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
客
観
に
関

係
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
現
象
と
は
表
象
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
悟
性
は
現
象
を
感
性
的
直
観
の
対
象
と
し
て
の
或
る
も
の
（
卑
養
ω
）

に
関
係
付
け
る
。
し
か
し
こ
の
或
る
も
の
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
単
に
超

越
論
的
客
観
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
或
る
も
の
H
s
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
つ
い
て
何
も
知
っ
て
い
な
い
」
、
一
般
に
（
わ

れ
わ
れ
の
悟
性
の
今
の
機
構
に
よ
っ
て
は
）
何
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
む

L
ろ
こ
の
或
る
も
の
は
、
悟
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
の
多
様
を
一
つ
の
対
象

の
概
念
に
ま
と
め
る
統
覚
の
統
一
の
相
関
者
（
①
ぎ
O
◎
罵
一
算
■
冒
）
と
し
て
、
感

性
的
直
観
の
多
様
の
統
一
に
役
立
つ
の
み
で
あ
る
」
（
＞
爵
9
傍
点
引
用
者
）
。

傍
点
部
分
は
、
超
越
論
的
客
観
に
付
与
さ
れ
た
機
能
を
、
明
瞭
に
説
き
明
か
し

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
総
合
的
統
一
の
根
低
に
お
い
て
働
く
統
覚
は
、
今
や
そ
の

「
統
一
の
相
関
者
」
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
と
の
相
関
関
係
の
内
に
も
た
ら
さ

れ
る
。
そ
し
て
超
越
論
的
対
象
は
、
対
象
認
識
の
成
立
に
関
し
て
、
重
要
な
意

味
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
超
越
論
的
対
象
は
特
定
の
対
象
で
は
た
く
、
対
象
一
般
で
あ
っ
て
、
こ
の
概

念
は
経
験
の
個
々
の
諾
対
象
を
抽
象
し
尽
し
た
所
で
得
ら
れ
る
。
し
か
も
超
越

論
的
対
象
は
表
象
と
の
因
果
関
係
に
お
い
て
想
定
さ
れ
、
統
一
の
根
拠
と
し
て

感
性
的
与
件
に
即
し
て
機
能
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ソ
ト

は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
こ
の
超
越
論
的
客
観
は
感
性
的
与
件
と
は
ま
っ
た

く
切
り
離
さ
れ
得
な
い
。
切
り
離
さ
れ
れ
ぼ
、
超
越
論
的
客
観
が
そ
れ
を
通
じ

て
思
准
さ
れ
る
も
の
が
、
何
も
残
ら
な
い
こ
と
に
た
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
客
観
は
、
認
識
の
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
一
般
と
い
う
概

念
の
下
で
の
諸
現
象
の
表
象
で
あ
る
に
遇
ぎ
な
い
」
（
＞
爵
H
）
。
超
越
論
的
対

象
は
そ
の
本
性
上
、
感
性
的
与
件
を
離
れ
て
は
何
ら
の
意
義
も
有
し
得
な
い
。

L
か
し
対
象
性
一
般
の
概
念
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
は
、
「
或
る
も
の
一
般
と

い
う
ま
っ
た
く
無
規
定
な
思
想
し
（
》
畠
ω
）
と
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
対

し
て
同
一
」
（
ま
～
．
）
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
ソ
ト
は
演
緯
論
の
意
味
に
立
ち
戻
っ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
を
徹

底
す
る
形
で
超
越
論
的
対
象
の
概
念
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
「
区
別
」
の
章

の
主
題
は
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ソ
と
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
の
区
別
を
根
拠
付
げ
る
こ
と
、
就

中
、
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
意
義
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
る
筈
だ
。
論
旨
を
錯
綜
さ
せ

る
と
い
う
困
難
に
陥
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
敢
え
て
超
越
論
的
対
象
の
間
題
を
挿

入
す
る
こ
と
で
、
カ
ソ
ト
は
何
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
カ
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ソ
ト
自
身
が
明
白
に
述
べ
て
い
る
。
超
越
論
的
対
象
は
「
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
は
言

え
た
い
」
（
＞
爵
c
。
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ソ
ト
は
、
超
越
論
的
対
象
と
い
う

「
ま
っ
た
く
無
規
定
な
思
想
し
と
の
対
比
に
も
た
ら
す
こ
と
で
、
ヌ
ー
メ
ノ
ソ

が
指
し
示
す
領
野
を
際
立
た
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
だ
。
カ
ン
ト
は
ヌ
ー
メ

ノ
ソ
に
つ
い
て
、
一
」
う
述
べ
て
い
る
。
「
も
し
も
わ
た
し
が
物
を
単
に
悟
性
の

対
象
で
あ
る
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
感
性
的
直
観
で
は
な
い
或

る
種
の
直
観
に
対
し
て
（
す
た
わ
ち
知
的
直
観
に
対
し
て
）
対
象
と
し
て
与
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
想
定
す
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
物
は
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
呼
ぽ
れ

る
」
（
＞
農
P
傍
点
引
用
者
）
。
こ
の
定
義
に
関
し
て
は
、
G
・
マ
ル
テ
ィ
ソ
が
、

現
象
の
相
関
者
（
駐
ω
肉
◎
冒
犀
）
と
さ
れ
た
も
の
が
直
ち
に
非
感
性
的
直
観

の
対
象
と
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
そ
う
L
た
推
論
の
正
当
性

　
　
　
　
　
（
1
1
）

を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ソ
ト
は
こ
こ
で
「
知
的
直
観

に
対
」
て
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
」
よ
う
な
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
を
考
え
、
そ
れ
を

超
越
論
的
対
象
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
そ
の
よ
う
な
ヌ
ー
メ

ノ
ソ
の
概
念
は
「
決
し
て
積
極
的
な
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
物
に
つ
い
て

の
規
定
的
認
識
で
も
な
い
」
（
＞
ト
o
S
）
。
し
か
し
H
・
E
・
ア
リ
ソ
ソ
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
概
念
が
「
豊
か
な
意
味
に
お
い
て
解
さ
れ
る
」

べ
き
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
超
越
論
的
対
象
の
概
念
か
ら
は
「
区
別
さ
れ

　
　
　
　
（
皿
）

ね
ぼ
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
第
二
版
に
お
い
て
カ
ソ
ト
は
、
超
越
論
的
対
象
の
概
念
を
削
除
L
、
代
わ
り

に
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
規
定
を
精
密
に
行
な
っ
て
い
る
。
「
も
」
も
わ
れ
わ
れ
が
ヌ

i
メ
ノ
ソ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
物
を
直
観
す
る
わ
れ
わ
れ
の
仕
方
を
捨
象

し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
直
観
の
対
象
で
な
い
物
を
理
解
す
る
た
ら
ば
、
こ

れ
は
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
で
あ
る
。
L
か
し
こ
れ
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
が
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
非
感
性
的
直
観
の
対
象
を

理
解
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
或
る
特
殊
な
直
観
様
式
、
す
な
わ
ち
、

決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
も
の
た
り
得
ず
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
は
そ
の
可
能
性
を
洞

察
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
知
的
直
観
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
で
あ
る
L

（
耐
ω
o
べ
）
。
　
カ
ソ
ト
は
こ
の
区
別
を
承
け
て
、
「
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
ヌ
ー
メ

ノ
ソ
と
名
付
げ
ら
れ
得
る
も
の
」
（
Φ
ω
8
）
は
、
た
だ
消
極
的
な
意
味
に
お
け

る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
み
だ
と
結
論
付
け
る
。
・
」
れ
が
「
感
性
的
認
識
の
客
観
的
妥

当
性
を
制
隈
」
（
＞
寓
史
ω
胃
O
）
し
、
「
感
性
の
専
横
」
（
》
旨
①
＼
ω
ω
旨
）
を

抑
え
る
た
め
の
「
隈
界
概
念
」
（
ト
曽
①
＼
籟
曽
畠
）
と
呼
ぼ
れ
る
こ
と
は
、
周

　
　
　
　
　
（
1
3
）

知
の
通
り
で
あ
る
。
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
を
「
隈
界
概
念
」

と
し
て
蓋
然
的
に
承
認
す
る
と
い
う
意
図
は
、
既
に
第
一
版
に
も
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
ア
リ
ソ
ソ
は
こ
の
点
を
鋭
敏
に
見
究
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
版
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
超
越
論
的
対
象
と
の
区
別
が
、
第
二
版
に
お
げ

る
二
つ
の
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
区
別
へ
と
展
開
し
た
、
と
ア
リ
ソ
ン
は
考
え
る
の
で

（
1
4
）

あ
る
。
・
」
の
見
解
は
承
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
対
象
一
般
と
い
う
無
規
定

な
思
想
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
は
、
統
覚
と
共
に
表
象
の
総
合
的
統
一
の
源
泉

を
た
L
は
す
る
が
、
ま
さ
に
無
規
定
だ
と
い
う
そ
の
点
で
、
消
極
的
意
味
に
お

け
る
ヌ
i
メ
ノ
ソ
の
蓋
然
的
評
価
と
異
な
ら
な
い
。
「
確
か
に
こ
う
し
た
対
象

に
対
し
て
余
地
を
与
え
る
蓋
然
的
思
考
も
、
た
だ
空
虚
な
空
問
（
⑦
序
酊
曇

肉
竃
§
）
と
同
じ
よ
う
に
、
経
験
的
原
則
を
制
限
す
る
こ
と
に
の
み
役
立
つ
」

（
》
爵
⑩
＼
ω
巳
。
崖
）
。

　
「
区
別
」
の
章
に
お
い
て
、
超
越
論
的
対
象
は
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
の
対
比
で
論

究
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
的
内
容
は
演
緯
論
の
場
合
と
変
わ
ら
な
い
。
カ
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ソ
ト
は
超
越
論
的
対
象
を
無
規
定
な
対
象
一
般
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
貫

し
て
表
象
の
統
一
と
い
う
も
の
を
探
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

に
よ
っ
て
同
時
に
超
越
論
的
対
象
は
、
消
極
的
意
味
に
お
げ
る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と

等
置
さ
れ
る
よ
う
な
、
限
界
概
念
と
し
て
の
役
割
り
も
果
た
す
。
具
体
的
な
直

観
の
内
容
を
す
べ
て
捨
象
し
て
、
対
象
性
を
つ
き
つ
め
た
所
に
成
立
す
る
の
が
、

超
越
論
的
対
象
の
概
念
で
あ
っ
た
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ソ
ト
は
超
越
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

的
対
象
の
概
念
を
、
そ
の
「
蓋
然
的
評
価
を
実
践
理
性
の
側
か
ら
拡
張
」
さ
れ

得
る
よ
う
な
（
積
極
的
な
意
味
に
お
げ
る
）
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
は
、
明
確
に
区
別

し
て
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

　
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
来
る
と
、
物
自
体
と
超
越
論
的
対
象
と
は
、
決
し
て

安
易
に
同
一
視
さ
れ
得
な
い
。
確
か
に
本
稿
が
採
り
上
げ
た
二
つ
の
特
定
の
場

面
以
外
で
は
、
超
越
論
的
対
象
は
物
自
体
と
ほ
ぽ
同
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
に
間
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
象
の
根
拠
。
原
因
を
求
め
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
超
越
論
的
対
象
と
は
飽
く
玄
で
も
、
対
象
一
般
或
い
は

物
一
般
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
個
々
の
現
象
に
関
し
て
そ
の
根

拠
に
想
定
さ
れ
る
諾
物
自
体
と
は
判
然
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
物
自
体
の

概
念
は
極
め
て
形
而
上
学
的
な
性
格
を
有
し
て
お
り
、
触
発
は
認
識
に
お
け
る

原
初
的
事
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
L
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
観
念
論

は
こ
の
こ
と
を
前
提
し
な
げ
れ
ば
、
学
説
と
し
て
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

超
越
論
的
観
念
論
が
わ
れ
わ
れ
に
認
識
の
領
野
と
し
て
確
定
す
る
現
象
は
、

「
わ
れ
わ
れ
の
感
官
が
こ
の
未
知
な
る
或
る
も
の
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕

方
」
（
暑
・
曽
亀
）
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
悟
性
は
、
「
現

象
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
物
自
体
の
現
実
的
存
在
（
g
ω
⑦
ε
を

も
承
認
す
る
L
（
冒
一
ω
旨
）
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
超
越
論
的
対
象
は
、
当
初
か
ら
す
ぐ
れ
て
認
識
論
的
な
意
義

を
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
そ
こ
に
は
、
対
象
を
「
超
越
論
的
意
味
」
に

高
め
る
と
い
う
超
越
論
的
反
省
が
介
在
し
て
い
る
。
カ
ソ
ト
は
物
自
体
を
超
越

論
的
対
象
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
超
越
論
的
観
念
論
が
孕
む
困
難
を

新
た
な
認
識
の
地
平
で
解
消
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
だ
。
超
越
論
的
観
念
論

の
困
難
の
根
は
挙
げ
て
物
自
体
概
念
に
由
来
す
る
。
し
か
も
カ
ソ
ト
は
決
し
て
、

自
ら
の
思
索
か
ら
物
自
体
概
念
を
払
拭
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ソ

ト
は
物
自
体
を
超
越
論
的
対
象
と
言
い
換
え
ね
ぱ
た
ら
な
い
。
ア
デ
ィ
ッ
ケ

ス
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
的
を
得
て
い
る
。
「
超
越
論
的
対
象
の
概
念
は
、
著

し
く
形
而
上
学
的
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
物
自
体
の
概
念
と
は
決
」
て
同
一
で

は
た
く
、
純
粋
に
認
識
論
的
な
領
域
に
お
い
て
、
或
る
程
度
そ
の
代
用
品
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
は
代
役
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
」
。

　
し
か
し
カ
ソ
ト
の
試
み
は
挫
折
し
、
経
験
の
可
能
性
の
間
題
に
関
わ
る
超
越

論
的
対
象
の
役
割
り
は
、
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
に
敢
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
対
象
の
間
題
は
カ
ソ
ト
の
物
自
体
説
に
お
い
て
重
要

な
意
味
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
固
有

の
思
想
と
し
て
消
え
去
っ
て
L
ま
う
。
カ
ソ
ト
に
そ
の
よ
う
な
試
み
を
強
い
た

も
の
は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
成
立
根
拠
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
存
立

を
脅
か
し
も
す
る
と
い
う
物
自
体
の
根
源
的
両
義
性
に
他
た
ら
た
い
。
そ
し
て

そ
の
困
難
さ
は
、
カ
ソ
ト
に
超
越
論
的
対
象
の
概
念
を
重
要
な
局
面
で
撤
回
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
程
に
、
深
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
カ
ソ
ト

は
、
超
越
論
的
観
念
論
の
学
と
し
て
の
閉
塞
と
い
う
こ
う
し
た
事
態
に
、
如
何

33　カソトにおける超越論的対象の間題



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

に
立
ち
向
か
っ
て
行
く
の
か
。
存
在
論
と
し
て
の
超
越
論
的
哲
学
が
ま
ず
、
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
w
）

而
上
学
の
可
能
性
を
確
立
す
べ
き
だ
と
い
う
見
通
し
を
カ
ソ
ト
は
棄
て
た
い
。

形
而
上
学
に
関
す
る
カ
ソ
ト
の
構
想
は
、
超
越
論
的
哲
学
の
成
否
に
掛
か
っ
て

い
る
の
だ
。
し
か
し
そ
の
経
緯
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
他
日
を
期
さ
ね
ぼ
な
ら

た
い
。　

　
　
注

（
1
）
　
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
版
を

　
A
、
第
二
版
を
B
と
し
、
頁
数
を
本
文
中
に
割
註
で
示
す
。
カ
ソ
ト
の
そ

　
の
他
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数

　
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
と
を
、
本
文
中
に
割
註
で

　
示
す
。

（
2
）
く
σ
q
一
－
宰
ω
竃
‘

（
3
）
く
σ
q
一
．
・
1
甲
甲
O
o
雰
貝
き
§
§
§
“
§
§
ぎ
§
§
§
N
き
ミ
・

　
苧
ま
細
～
雫
ミ
～
§
ミ
く
§
§
ミ
“
一
H
8
■
巨
一
薫
「
需
ω
中
介
オ
8
ぽ
－

　
串
暮
汗
尉
『
ド
實
く
胃
ぎ
宗
H
叶
蟹
＞
艮
二
繧
巳
窃
尉
ぎ
一
H
⑩
寓
一
ω
1
曽
申
∴

　
オ
．
オ
一
庄
①
亭
竃
戸
ζ
訂
H
出
①
く
③
H
8
堅
乱
8
9
厚
鶴
9
宗
H
肉
竃
け
一
ω
庄
9

　
〔
臣
8
く
O
冒
嘗
謁
－
竃
よ
川
争
一
畠
ミ
一
｛
三
ミ
§
“
ξ
S
亨
§
い
〔
亨
＄
さ
、

　
S
ぎ
．
掌
“
N
S
冬
ミ
“
ト
り
審
心
㍉

（
4
）
　
県
■
乞
ー
ヨ
昆
厨
き
崇
ミ
§
“
き
“
字
§
魯
§
き
ミ
良
◎
膏
q
ー

　
ト
尋
『
§
§
§
導
津
ミ
ぎ
○
落
◎
具
H
畠
ガ
署
」
ム
．

（
5
）
ρ
串
竃
㎝
ω
一
肉
葛
・
ざ
ぎ
§
的
霞
§
呉
向
ぎ
ぎ
§
§
亭
二
一
事
、

　
“
宗
～
§
ミ
ぎ
§
く
§
§
ミ
、
、
一
耐
巴
貝
畠
曽
．
ω
．
實
｛
．
＜
σ
q
－
．
臼
津
9

　
5
註
§
“
～
§
ま
ミ
雨
§
～
§
b
ぎ
的
“
§
包
事
L
－
く
曾
げ
窃
器
箒
⑦
声
艮
－

　
ぽ
σ
q
9
困
◎
昌
一
畠
ミ
一
ω
．
轟
申

（
6
）
字
肉
．
ω
艮
員
ト
9
§
§
ミ
s
ミ
ざ
内
§
“
、
向
、
9
“
鳶
§
県

　
峯
ミ
肉
雨
§
§
一
い
o
乱
◎
p
H
竃
o
。
一
亀
昌
二
お
お
．
p
8
卜

（
7
）
円
■
思
δ
P
竃
ミ
、
・
峯
ざ
喜
言
、
く
肉
怠
ミ
§
・
“
ま
～

　
く
〇
一
8
ピ
◎
己
畠
一
H
竃
9
毫
竃
．
一
畠
ぎ
．
き
一
－
戸
甲
亀
O
甲

（
8
）
曇
～
1
P
§
㎝
．
8
箒
卜

（
9
）
　
く
σ
q
一
・
ω
H
竃
．
「
わ
た
し
は
考
え
る
」
と
い
う
意
識
を
、
カ
ソ
ト
は

　
も
は
や
超
越
論
的
統
覚
と
は
呼
ぼ
な
い
。

（
加
）
　
甲
声
康
o
肝
y
5
ミ
§
～
～
§
b
“
ミ
的
§
気
き
一
ω
巴
貝
お
震
一

　
乞
8
臣
冒
O
τ
霞
5
①
昏
臥
貝
｝
署
べ
．
ω
．
8
．

（
u
）
　
Ω
．
竃
弩
け
貝
　
ぎ
§
§
§
N
5
慧
．
◎
ミ
O
N
亀
汀
　
§
～
　
嚢
旨
§
－

　
曽
ぎ
さ
急
ぎ
§
ぎ
ト
ト
民
－
．
一
固
邑
ぎ
岩
8
．
ω
．
崖
c
o
．

（
1
2
）
　
声
内
．
≧
房
◎
P
夢
ミ
、
向
宇
§
竃
§
亭
ミ
良
良
§
婁
§
．
奉
ミ
§
－

　
箒
意
ミ
ぎ
迂
§
§
～
b
害
§
“
一
老
⑦
幸
饒
舅
g
一
畠
o
o
o
o
‘
p
違
α
．

（
！
3
）
　
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ソ
ト
は
、
「
感
性
は
諾
対
象
を
、
そ
れ
が
現
象
す

　
る
が
ま
ま
に
示
し
、
こ
れ
に
対
し
て
悟
性
は
諸
対
象
を
、
そ
れ
が
あ
る
が

　
ま
ま
に
示
す
」
（
＞
爵
・
。
＼
ω
賢
ω
）
と
い
う
一
七
七
〇
年
の
『
就
職
論
文
』

　
の
立
場
を
改
め
て
破
棄
し
て
い
る
。

（
1
4
）
　
声
甲
と
扉
o
タ
内
§
“
、
向
『
、
§
竃
§
き
ミ
良
ミ
§
茅
§
勺
．
違
べ
．

（
1
5
）
　
Ω
．
竃
實
戌
貝
ト
§
§
s
ミ
ミ
匙
き
ミ
ー
o
o
．
墨
黒
．
こ
こ
で
マ
ル
テ
ィ
ソ

　
は
、
物
自
体
或
い
は
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
に
対
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
蓋
然

　
的
評
価
が
、
単
に
超
越
論
的
観
念
論
の
「
方
法
論
的
視
点
」
（
①
歓
冒
①
臣
9

　
堅
ω
O
ぼ
『
望
竃
告
富
ぎ
）
に
依
拠
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

　
力
説
し
て
い
る
。
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（
1
6
）
　
固
．
声
康
o
庁
蟹
｝
穴
8
§
“
ミ
ミ
～
、
s
h
b
～
ミ
的
s
ミ
包
〔
ぎ
ω
．
H
o
◎
ー
ア
デ
イ

　
ッ
ケ
ス
の
次
の
よ
う
な
見
解
は
よ
り
明
瞭
に
、
物
自
体
と
超
越
論
的
対
象

　
と
の
関
係
を
捉
え
て
い
る
。
「
物
自
体
の
概
念
は
形
而
上
学
的
な
傾
向
を

　
有
し
、
そ
の
課
題
は
ま
っ
た
く
超
越
的
た
も
の
の
領
域
に
あ
る
。
そ
れ
に

　
対
し
て
、
物
自
体
の
認
識
論
的
代
用
物
は
、
経
験
の
可
能
性
の
問
題
に
関

　
し
て
新
造
さ
れ
た
の
だ
。
こ
の
代
用
物
は
、
試
み
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
た
経

　
験
の
諸
前
提
の
系
列
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
の
で
、
〃
趨
越
論
的
”
と
い
う

　
尊
称
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
ち
ま
ち
無
用
の
も
の
と
認
定
さ

　
れ
、
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
」
（
ω
・
H
O
H
）
。

（
1
7
）
　
く
α
q
一
．
ヒ
d
山
．
N
く
．
ω
．
ミ
P
耐
P
内
×
．
ω
．
8
①
1

（
き
む
ら
・
か
つ
ひ
こ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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