
本
論
考
の
課
題
 
 

『
事
象
的
現
象
を
想
像
的
現
象
か
ら
区
別
す
る
仕
方
に
つ
い
て
』
 
（
以
 
 

下
、
『
区
別
』
 
と
略
記
）
 
と
い
う
こ
の
著
作
は
、
従
来
、
「
現
象
の
事
象
 
 

性
」
 
の
 
「
標
示
」
が
呈
示
さ
れ
る
第
三
段
落
を
中
心
に
し
て
解
釈
が
試
 
 

み
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
段
落
の
議
論
に
基
づ
い
て
、
 
 

「
現
象
」
 
に
つ
い
て
の
整
合
説
的
な
認
識
論
と
い
う
傾
向
が
指
摘
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
第
三
段
落
は
、
こ
の
著
作
の
最
終
段
落
で
も
、
 
 

結
論
部
で
も
な
い
。
こ
の
段
落
は
、
な
る
ほ
ど
、
積
み
重
ね
ら
れ
る
議
 
 

論
の
重
要
な
一
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
落
は
、
こ
の
著
作
全
 
 

体
の
文
脈
に
照
ら
し
て
、
一
度
は
精
確
に
測
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
「
現
象
」
 
 

お
よ
び
「
事
象
性
」
を
め
ぐ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
見
解
を
誤
っ
て
受
け
 
 

取
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
 
 
 

本
論
考
が
提
出
す
る
解
釈
の
、
そ
の
大
枠
を
こ
こ
に
短
く
示
せ
ば
、
 
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
 
『
区
別
』
 
に
お
け
る
 
 

「
事
象
的
現
象
」
 
と
 
「
実
在
」
 
に
つ
い
て
 
 

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
第
三
段
落
の
議
論
は
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
 
 

お
ら
ず
、
そ
こ
で
は
解
決
さ
れ
な
い
不
安
定
さ
を
、
そ
の
内
に
抱
え
込
 
 

ん
で
い
る
。
こ
の
動
揺
の
解
消
に
、
第
二
段
落
の
問
題
を
引
き
継
ぐ
第
 
 

五
段
落
が
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
事
象
的
現
象
」
 
の
 
 

「
最
－
も
し
っ
か
り
と
し
た
標
示
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
（
第
三
段
落
）
、
 
 

「
わ
れ
わ
れ
」
と
 
「
現
象
」
と
の
い
わ
ば
閉
鎖
状
態
の
内
に
 
「
わ
れ
わ
 
 

れ
」
は
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
「
現
象
の
原
因
」
は
 
 

何
か
と
問
わ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
閉
鎖
の
外
へ
 
「
わ
れ
わ
れ
」
 
は
推
論
 
 

T
l
－
 
 

を
介
し
て
連
れ
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
 
（
第
五
段
落
）
。
 
 

（
1
）
 
第
一
お
よ
び
第
二
段
落
に
お
け
る
問
題
の
絞
り
込
み
 
 
 

『
区
分
』
 
論
文
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
の
著
述
に
従
っ
て
、
二
つ
 
 

の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
」
 
 

の
議
論
 
（
第
二
か
ら
第
四
段
落
）
 
と
、
「
現
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
現
 
 

わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
推
論
さ
れ
う
る
も
の
に
つ
い
て
」
 
の
議
論
 
（
第
 
 

五
段
落
）
 
と
に
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
あ
る
い
は
文
脈
の
中
で
各
 
 

清
 
水
 
洋
 
貴
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段
落
が
果
た
す
役
割
が
見
極
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

第
一
段
落
で
は
、
「
エ
ン
ス
」
を
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
認
識
す
る
」
 
 

二
つ
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 
 

「
エ
ン
ス
」
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
概
念
把
握
さ
れ
る
も
の
」
で
 
 

あ
る
。
「
エ
ン
ス
」
は
、
「
概
念
把
握
」
（
c
O
n
C
i
p
e
r
e
）
と
い
う
仕
方
で
、
 
 

「
わ
れ
わ
れ
」
に
い
わ
ば
出
合
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
 
 

資
格
を
「
概
念
」
は
自
ら
の
内
に
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
概
 
 

（
ワ
ニ
 
 

念
」
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
る
。
 
 
 

「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
「
概
念
把
握
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
エ
ン
 
 

ス
」
に
つ
い
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
側
で
「
認
識
」
が
成
立
す
る
の
は
、
つ
 
 

ぎ
の
二
つ
の
場
合
で
あ
る
。
第
一
に
は
、
「
概
念
」
 
（
c
O
n
C
e
p
ど
s
）
が
、
 
 

「
完
全
に
、
外
に
折
り
込
み
が
開
か
れ
て
（
s
i
t
p
e
r
訂
c
t
e
e
眉
－
i
c
a
ど
s
）
、
 
 

錯
然
と
し
た
も
の
を
内
合
し
な
い
と
き
」
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
「
事
 
 

物
が
す
で
に
現
実
に
実
在
し
て
い
る
と
き
」
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
に
 
 

関
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
補
足
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
実
在
す
 
 

る
も
の
」
（
q
u
O
d
e
数
量
は
、
「
確
か
に
エ
ン
ス
で
在
る
、
あ
る
い
は
、
 
 

可
能
的
で
在
る
」
。
「
実
在
す
る
も
の
」
、
「
エ
ン
ス
」
、
「
可
能
的
」
の
こ
 
 

び
「
実
在
」
 
（
e
詠
t
e
n
許
）
が
語
り
出
さ
れ
る
基
底
と
し
て
、
受
け
入
 
 

の
三
つ
の
項
を
め
ぐ
る
、
こ
う
し
た
繋
が
り
は
、
「
存
在
」
（
e
n
s
）
お
よ
 
 

れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
段
落
以
降
で
は
、
「
事
物
が
す
で
に
現
 
 

実
に
実
在
し
て
い
る
と
き
」
と
い
う
第
二
の
場
合
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
 
 

展
開
さ
れ
る
。
 
 
 

つ
づ
く
第
二
段
落
で
は
、
「
多
様
な
も
の
を
思
考
す
る
私
」
の
実
在
と
、
 
 

「
私
の
精
神
の
中
に
実
在
す
る
多
様
な
現
象
」
の
実
在
と
が
、
「
他
の
 
 

一
切
の
介
在
な
し
に
表
象
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
、
「
証
明
」
 
 

を
要
せ
ず
に
、
承
認
さ
れ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
こ
の
段
落
で
は
、
第
一
段
落
の
二
つ
の
場
合
わ
け
を
下
敷
き
 
 

■
●
●
■
 
 

に
し
て
、
「
エ
ン
ス
」
は
「
判
明
な
概
念
に
よ
っ
て
」
、
「
エ
ク
シ
ス
テ
 
 

ン
ス
」
昂
詠
t
e
n
s
）
は
「
判
明
な
表
象
に
よ
っ
て
」
、
「
外
に
折
り
込
み
 
 

が
開
か
れ
る
」
（
e
眉
許
a
t
u
r
）
す
な
わ
ち
説
明
さ
れ
る
、
と
敷
術
さ
れ
る
。
 
 

エ
ン
ス
が
折
り
込
ん
で
い
る
も
の
は
、
概
念
の
判
明
さ
と
い
う
度
合
 
 

い
で
も
っ
て
、
外
へ
と
、
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
」
 
へ
と
開
か
れ
る
。
言
 
 

い
換
え
れ
ば
、
判
明
さ
と
い
う
度
合
い
で
「
概
念
」
に
お
い
て
外
へ
と
 
 

開
か
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、
「
エ
ン
ス
」
、
す
な
わ
ち
「
存
在
し
て
 
 

い
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
存
在
し
て
い
る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
、
「
わ
 
 

れ
わ
れ
」
に
お
け
る
「
認
識
」
の
成
立
な
の
で
あ
る
。
「
エ
ン
ス
」
は
、
 
 

「
概
念
」
を
通
じ
て
「
わ
れ
わ
れ
」
へ
と
開
か
れ
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
 
 

し
て
、
「
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
」
が
折
り
込
ん
で
い
る
も
の
は
、
「
表
象
」
 
 

に
お
い
て
、
そ
の
「
判
明
」
と
い
う
度
合
い
で
も
っ
て
、
外
へ
と
開
か
 
 

れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
訣
e
詠
t
e
r
e
、
㌫
現
在
分
詞
形
あ
る
い
は
名
詞
形
で
 
 

あ
る
と
こ
ろ
の
「
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
」
 
（
「
実
在
者
」
な
い
し
は
「
実
在
 
 

し
て
い
る
こ
と
」
）
を
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
告
げ
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
 
 

●
●
●
■
●
 
 

し
た
が
っ
て
、
エ
ン
ス
に
つ
い
て
の
概
念
と
か
、
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
に
 
 

つ
い
て
の
表
象
と
い
う
言
い
回
し
は
不
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
エ
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ン
ス
」
は
「
概
念
」
の
、
「
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
」
は
「
表
象
」
の
、
外
へ
の
 
 

折
り
込
み
の
開
か
れ
（
e
巧
p
詳
a
許
）
を
通
じ
て
以
外
に
は
、
「
わ
れ
わ
 
 

れ
」
に
「
認
識
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
概
 
 

念
」
や
「
表
象
」
 
に
は
、
こ
う
し
た
文
脈
的
な
負
荷
が
か
か
っ
て
い
る
 
 

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
存
在
と
概
念
と
の
繋
が
り
に
対
し
て
、
実
在
 
 

と
表
象
と
の
繋
が
り
が
対
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
整
理
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
の
用
語
の
見
取
り
図
が
確
認
さ
れ
た
う
え
で
、
つ
ぎ
に
、
議
 
 

論
の
焦
点
が
絞
り
込
ま
れ
て
い
く
。
 
 

「
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
い
っ
そ
う
よ
く
知
解
す
る
た
め
に
 
 

は
、
い
か
な
る
仕
方
で
実
在
が
証
明
さ
れ
る
か
 
（
q
u
i
b
u
s
m
O
d
i
s
 
 
 

e
軋
s
t
e
邑
a
p
r
O
b
e
ど
r
）
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
 
 
 

「
エ
ン
ス
」
の
「
認
識
」
成
立
の
第
一
の
場
合
、
つ
ま
り
、
「
概
念
」
 
 

が
 
「
完
全
に
説
明
さ
れ
る
」
と
い
う
場
合
は
、
こ
の
著
作
で
は
、
こ
れ
 
 

以
上
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
第
二
の
場
合
、
つ
ま
り
「
事
物
」
 
 

が
「
実
在
す
る
」
と
き
、
そ
の
 
「
エ
ク
シ
ス
テ
ン
ス
」
が
「
表
象
」
を
 
 

通
じ
て
「
説
明
さ
れ
る
」
と
い
う
、
こ
の
場
合
が
詳
し
く
取
り
上
げ
ら
 
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
流
れ
の
な
か
で
、
「
証
明
を
し
な
く
て
も
」
 
「
実
在
す
る
」
と
 
 
 

「
私
が
判
断
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
。
 
 

そ
れ
が
、
「
多
様
な
も
の
を
思
考
し
て
い
る
私
」
と
、
「
私
の
精
神
の
な
 
 か

に
実
在
す
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
諸
現
象
な
い
し
現
わ
れ
 
 

（
a
p
p
鼠
許
ロ
e
S
）
 
そ
の
も
の
」
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
主
張
に
関
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
つ
ぎ
の
一
文
で
あ
る
。
「
単
 
 

純
な
表
象
な
い
し
は
経
験
か
ら
、
実
在
す
る
、
と
私
は
判
断
す
る
 
（
e
舛
 
 

s
ぎ
p
許
i
p
e
r
c
e
p
ぎ
n
e
s
許
e
眉
e
計
n
許
e
敷
t
e
r
e
j
u
d
i
c
O
）
」
。
こ
の
一
 
 

文
は
、
二
様
の
読
み
方
を
許
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
「
単
 
 

純
な
表
象
な
い
し
は
経
験
か
ら
実
在
す
る
」
と
「
私
は
判
断
す
る
」
、
 
 

と
解
釈
さ
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
㌔
軋
｝
を
「
か
ら
」
 
と
読
ん
で
、
「
実
在
 
 

す
る
」
と
結
び
つ
け
て
読
む
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
実
在
す
る
」
こ
 
 

T
エ
 
 

と
（
e
舛
＋
s
i
s
t
e
r
e
）
す
な
わ
ち
「
か
ら
出
て
く
る
」
こ
と
の
、
そ
の
出
所
 
 

な
い
し
は
由
来
を
｛
．
e
舛
｝
．
は
表
示
す
る
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
 
 

に
対
し
て
、
第
二
の
解
釈
と
し
て
は
、
宍
e
舛
－
－
を
、
「
に
基
づ
い
て
」
と
 
 

読
ん
で
、
「
私
が
判
断
す
る
」
こ
と
の
基
礎
な
い
し
は
論
拠
を
示
し
て
い
 
 

る
、
と
読
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
実
在
す
る
」
、
と
「
単
純
な
表
象
な
 
 

い
し
は
経
験
に
基
づ
い
て
判
断
す
る
」
、
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
著
作
に
お
い
て
、
こ
の
二
つ
の
読
み
方
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
一
 
 

つ
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
つ
ぎ
の
第
三
の
解
 
 

釈
が
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
の
読
み
方
は
、
 
 

相
互
に
排
除
し
あ
う
こ
と
な
く
、
同
時
に
並
存
し
一
致
す
る
、
と
。
こ
 
 

の
第
三
の
解
釈
に
従
え
ば
、
先
の
一
文
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
「
単
純
な
表
象
な
い
し
は
経
験
」
 
に
由
来
 
（
e
邑
 
し
、
か
 
 

つ
、
そ
れ
は
 
「
判
断
」
 
の
い
わ
ば
論
拠
と
い
う
役
割
 
（
に
基
づ
い
て
）
 
 45 ライプニッツ『区別』における「事象的現象」と「実在」について   



を
担
い
つ
つ
、
表
象
な
い
し
経
験
「
か
ら
」
 
（
e
む
、
そ
の
 
「
外
へ
」
 
 

T
ユ
 
 

（
e
む
 
「
立
つ
」
 
（
s
i
s
t
e
r
e
）
 
と
私
に
よ
っ
て
「
判
断
」
さ
れ
た
も
の
、
 
 

そ
れ
が
 
「
実
在
」
 
（
e
軋
s
t
e
n
許
）
 
な
の
だ
、
と
。
「
判
断
」
 
の
成
立
と
 
 

「
実
在
」
の
成
立
と
が
一
致
す
る
、
い
わ
ば
そ
う
し
た
境
地
に
お
い
て
、
 
 

T
⊥
 
 

議
論
は
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
五
段
 
 

落
の
議
論
ま
で
辿
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
次
の
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
実
在
」
 
の
こ
こ
で
の
存
立
 
 

は
、
「
私
」
な
い
し
は
「
私
が
判
断
す
る
」
こ
と
の
内
で
い
わ
ば
完
結
 
 

的
に
承
認
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
単
純
な
 
 

表
象
な
い
し
は
経
験
」
を
、
「
私
の
中
で
」
、
「
私
は
意
識
す
る
」
（
q
u
O
r
u
m
 
 

i
n
キ
a
m
e
c
O
n
S
C
i
u
s
s
u
m
）
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
多
様
 
 

な
も
の
を
思
考
し
て
い
る
私
」
お
よ
び
「
私
の
精
神
の
な
か
に
実
在
す
 
 

る
多
様
な
現
象
な
い
し
現
わ
れ
」
が
み
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
議
 
 

論
の
流
れ
か
ら
し
て
、
「
表
象
か
ら
」
、
あ
る
い
は
、
「
表
象
に
基
づ
い
 
 

て
」
 
「
実
在
す
る
」
、
と
「
判
断
」
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
 
 

る
。
と
い
う
の
は
、
エ
ン
ス
と
概
念
と
対
比
さ
れ
た
、
実
在
と
表
象
と
 
 

の
結
び
つ
き
が
、
布
石
と
し
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

こ
こ
で
、
こ
う
し
た
「
表
象
」
に
、
二
つ
の
限
定
が
付
加
さ
れ
る
。
第
 
 

一
に
、
も
は
や
そ
れ
以
上
開
か
れ
得
な
い
 
「
一
つ
折
り
」
と
い
う
意
味
 
 

の
「
単
純
な
」
と
い
う
形
容
詞
が
付
加
さ
れ
る
。
第
二
に
、
「
私
の
精
 
 

神
に
よ
っ
て
、
他
の
一
切
の
介
在
な
し
に
直
接
に
表
象
さ
れ
る
」
（
c
u
m
 
 

i
ヨ
m
e
d
i
a
訂
a
m
e
n
訂
p
e
r
c
i
p
i
巴
已
ヒ
r
ロ
u
E
u
s
巴
t
e
旨
s
i
n
t
e
r
完
n
邑
、
と
 
 

言
い
換
え
ら
れ
る
な
か
で
、
「
単
純
な
」
と
い
う
こ
と
が
「
直
接
的
」
と
解
 
 

さ
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
の
限
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
お
よ
び
 
 

「
現
象
な
い
し
現
わ
れ
」
の
「
実
在
」
は
、
単
純
な
い
し
は
無
媒
介
的
 
 

な
「
表
象
」
を
由
来
あ
る
い
は
論
拠
と
す
る
こ
と
で
、
「
完
全
に
証
明
 
 

さ
れ
う
る
」
（
c
O
m
p
r
O
b
a
ユ
p
O
S
S
u
n
t
）
、
と
論
は
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

結
局
の
と
こ
ろ
、
「
私
」
お
よ
び
「
現
象
」
が
「
実
在
す
る
」
と
い
う
 
 

事
態
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ケ
ン
タ
 
 

ウ
ル
ス
が
私
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
（
c
e
n
｛
巨
r
u
m
m
i
h
i
a
p
p
胃
e
r
e
）
 
 

は
確
か
で
在
る
」
と
い
う
、
こ
の
一
事
の
う
ち
に
、
「
思
考
し
て
い
る
私
」
 
 

の
実
在
と
、
「
多
様
な
現
象
」
 
の
実
在
と
は
「
含
ま
れ
て
い
る
」
 
の
だ
、
 
 

と
。
Ⅹ
と
い
う
「
現
象
」
 
（
た
と
え
ば
「
ケ
ン
タ
ウ
ル
ス
」
）
 
が
「
私
に
 
 

現
わ
れ
る
」
こ
と
は
「
確
実
で
在
る
」
と
い
う
事
態
は
、
「
私
」
お
よ
 
 

び
Ⅹ
と
い
う
「
現
象
な
い
し
現
わ
れ
」
の
実
在
を
含
み
込
ん
で
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
流
れ
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
「
事
物
」
 
 

が
「
現
実
に
実
在
す
る
」
と
い
う
場
合
（
第
一
段
落
）
 
は
、
第
二
段
落
 
 

で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
内
実
が
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
お
よ
 
 

び
「
現
象
」
と
い
う
「
事
物
」
が
「
実
在
す
る
」
こ
と
は
、
「
単
純
な
 
 

表
象
」
を
由
来
あ
る
い
は
論
拠
と
す
る
、
と
い
う
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
 
 

の
で
あ
る
。
 
 

（
2
）
第
二
か
ら
第
三
段
落
へ
の
問
題
構
成
の
変
化
 
 
 

「
現
象
」
の
「
実
在
」
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
第
三
段
落
で
は
、
ど
 
 

の
「
現
象
」
が
「
事
象
的
」
で
在
る
か
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
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れ
」
 
が
 
「
認
識
」
す
る
と
こ
ろ
の
 
「
標
示
」
が
示
さ
れ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
前
段
落
の
問
題
構
成
と
の
遠
い
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
前
段
 
 

落
で
は
、
「
私
」
お
よ
び
「
現
象
」
の
「
実
在
」
は
、
「
私
」
だ
け
で
、
 
 

い
わ
ば
完
結
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
段
落
で
 
 

は
、
論
じ
ら
れ
る
対
象
が
「
現
象
」
に
絞
ら
れ
、
そ
の
 
「
事
象
性
」
な
 
 

い
し
は
 
「
事
象
的
」
 
で
在
る
こ
と
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
資
格
に
 
 

お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
。
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
前
段
落
と
の
差
異
と
 
 

は
、
第
一
に
は
、
い
ま
見
た
よ
う
に
、
現
象
の
事
象
性
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

を
共
有
し
、
か
つ
、
そ
こ
で
同
時
に
自
身
も
検
討
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
 
 

と
こ
ろ
の
、
主
語
な
い
し
主
体
が
、
「
私
」
 
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
」
 
へ
と
 
 

拡
張
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
や
、
ど
の
現
象
が
事
象
 
 

的
で
あ
る
の
か
を
「
認
識
す
る
」
 
の
も
、
「
検
討
す
る
」
 
の
も
、
「
わ
れ
 
 

わ
れ
」
な
の
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
「
現
象
」
を
め
ぐ
る
問
い
の
変
化
 
 

で
あ
る
。
前
段
落
で
は
、
現
象
の
 
「
実
在
す
る
」
 
こ
と
、
す
な
わ
ち
 
 

「
が
在
る
」
、
「
か
ら
出
て
く
る
」
、
「
外
へ
立
つ
」
 
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
 
 

議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
段
落
で
は
、
現
象
 
 

の
「
事
象
性
」
、
な
い
し
は
、
現
象
が
「
事
象
的
」
で
在
る
こ
と
の
「
標
 
 

示
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
単
に
 
「
想
像
的
」
 
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
に
 
 

と
っ
て
異
に
受
け
る
べ
き
リ
ア
ル
な
「
現
象
」
 
の
 
「
標
示
」
が
問
わ
れ
 
 

て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
問
題
の
二
つ
の
変
化
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
 
 

第
三
段
落
は
読
み
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

で
は
、
検
討
に
入
っ
て
い
こ
う
。
現
象
が
事
象
的
で
在
る
と
い
う
こ
 
 

と
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
標
示
」
 
 

は
、
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
。
 
 
 

第
一
の
「
標
示
」
で
は
、
ひ
と
つ
の
「
現
象
」
に
基
づ
い
て
、
ひ
と
 
 

つ
の
 
「
現
象
」
が
事
象
的
で
在
る
、
と
「
わ
れ
わ
れ
は
判
断
す
る
」
。
 
 

こ
の
場
合
の
 
「
標
示
」
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
 
「
現
象
」
が
「
生
き
生
き
 
 

と
し
て
い
る
」
 
（
5
．
≦
．
d
u
m
）
 
か
、
「
重
畳
的
 
（
m
已
昏
－
e
軋
 
で
あ
る
」
 
 

か
、
「
適
合
的
（
c
O
ロ
g
r
u
亡
m
）
 
で
あ
る
」
か
、
を
内
容
と
す
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
基
準
な
い
し
は
 
「
第
二
の
検
討
の
項
目
」
 
 

で
は
、
ひ
と
つ
の
現
象
が
、
「
先
行
す
る
諸
現
象
と
後
続
す
る
諸
現
象
 
 

と
に
基
づ
い
て
」
 
「
事
象
的
」
 
で
在
る
、
と
 
「
わ
れ
わ
れ
」
 
に
よ
っ
て
 
 

判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
大
別
さ
れ
た
二
つ
の
 
「
標
示
」
に
つ
い
て
、
詳
細
に
踏
 
 

み
込
む
こ
と
は
し
な
い
。
前
段
落
と
こ
の
段
落
の
問
題
構
成
の
二
つ
の
 
 

変
化
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
間
題
設
定
 
 

の
変
化
が
な
に
を
も
た
ら
す
の
か
、
こ
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
見
届
け
 
 

る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

第
一
の
 
「
標
示
」
 
に
お
い
て
、
現
象
が
事
象
的
で
在
る
と
 
「
わ
れ
わ
 
 

れ
が
判
断
す
る
」
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
段
落
に
お
け
る
議
論
、
 
 

す
な
わ
ち
、
「
実
在
す
る
」
と
 
「
私
が
判
断
す
る
」
と
い
う
実
在
に
つ
 
 

い
て
の
判
断
が
 
「
私
」
 
に
お
い
て
完
結
し
て
い
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
 
 

な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
 
「
わ
れ
わ
れ
が
判
断
す
る
」
 
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

こ
の
意
味
で
は
、
い
わ
ば
「
判
断
す
る
」
主
体
の
範
囲
は
拡
が
っ
て
い
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る
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
人
が
、
「
私
の
中
」
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の
 
 

「
現
象
」
を
「
事
象
的
」
で
在
る
、
と
「
判
断
す
る
」
と
い
う
状
況
を
、
 
 

い
ま
だ
抜
け
出
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
、
こ
う
 
 

し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
な
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
か
ら
明
ら
 
 

か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
の
 
「
標
示
」
の
開
示
に
お
い
て
、
次
の
 
 

よ
う
な
問
題
に
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
 
 

「
だ
が
、
お
そ
ら
く
最
も
し
っ
か
り
し
た
標
示
は
、
生
活
の
全
系
 
 
 

列
と
の
合
致
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
当
の
現
象
が
、
他
の
多
く
の
 
 
 

人
々
の
現
象
と
も
適
合
す
る
こ
と
を
、
彼
ら
が
国
定
す
る
と
い
う
 
 
 

場
合
に
は
、
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
と
似
た
他
 
 
 

の
実
体
が
実
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
蓋
然
的
で
あ
る
の
み
 
 
 

な
ら
ず
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
確
実
で
在
る
か
ら
だ
」
。
 
 
 

こ
の
引
用
の
要
点
は
、
ひ
と
つ
の
「
現
象
」
の
、
「
生
活
の
全
系
列
と
 
 

の
合
致
」
、
す
な
わ
ち
「
他
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
の
現
象
と
も
適
 
 

合
す
る
こ
と
」
を
、
他
の
人
々
が
「
腎
定
す
る
」
、
と
い
う
こ
と
が
「
最
 
 

も
し
っ
か
り
し
た
標
示
」
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
、
「
標
示
」
の
問
題
は
、
新
た
な
場
面
へ
と
踏
み
出
し
て
い
 
 

●
●
●
●
●
●
●
●
■
－
●
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
「
他
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
の
現
象
」
と
の
「
適
 
 

合
」
と
い
う
問
題
が
、
浮
か
び
上
が
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
他
 
 

の
多
く
の
人
々
の
現
象
」
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
と
似
た
 
 

他
の
実
体
が
葵
在
す
る
こ
と
」
が
主
題
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
 
 

り
、
各
人
が
「
事
象
的
な
現
象
」
を
「
判
断
す
る
」
よ
う
な
「
わ
れ
わ
 
 

れ
」
と
い
う
枠
組
み
、
つ
ま
り
第
一
の
「
標
示
」
の
枠
組
み
の
外
に
出
 
 

て
、
「
わ
れ
わ
れ
と
似
た
実
体
」
が
「
実
在
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
 
 

「
外
に
立
っ
て
い
る
」
こ
と
が
、
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

か
く
し
て
、
後
に
も
う
一
度
、
「
実
在
」
の
問
題
へ
と
立
ち
帰
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
実
在
の
こ
の
証
示
に
よ
っ
て
、
「
私
」
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
」
 
 

へ
の
其
の
拡
張
は
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
「
標
示
」
の
第
二
の
基
準
は
、
こ
こ
で
は
結
局
、
い
か
 
 

な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
の
か
。
 
 
 

「
現
象
」
が
「
事
象
的
」
で
在
る
こ
と
の
「
標
示
」
の
最
終
段
階
は
、
 
 

「
現
象
」
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
生
」
や
「
目
に
見
え
 
 

る
世
界
」
に
よ
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
が
欺
か
れ
る
」
か
否
か
、
と
い
う
問
 
 

題
へ
と
行
き
着
く
。
つ
ま
り
、
「
敢
も
強
力
で
こ
れ
だ
け
で
も
充
分
で
 
 

あ
る
標
示
」
（
p
O
訝
s
ぎ
亡
巨
r
e
巴
許
江
s
p
b
a
e
n
O
m
e
n
O
r
声
⊇
〓
臼
．
象
c
i
仁
m
 
 

q
u
O
d
邑
s
O
－
已
h
ロ
S
已
賢
t
）
が
剥
き
出
し
に
し
た
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
 
 

ツ
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
根
本
態
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
現
象
」
の
す
 
 

べ
て
が
「
夢
」
で
あ
れ
「
幻
影
」
で
あ
れ
、
「
も
し
十
分
に
理
性
を
用
 
 

い
て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
欺
か
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
 
 

け
れ
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
が
夢
あ
る
い
は
幻
影
で
あ
ろ
う
と
、
十
分
に
 
 

師
範
的
だ
と
私
は
言
お
う
」
。
こ
の
こ
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
い
推
 
 

●
●
■
 
 

え
ら
れ
よ
う
。
「
規
範
の
事
象
性
」
の
「
標
示
」
は
、
「
理
性
」
の
行
使
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に
よ
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
け
が
確
保
し
う
る
の
だ
、
と
。
つ
ま
り
、
 
 

或
る
現
象
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
夷
に
受
け
る
べ
き
リ
ア
ル
な
も
の
 
 

で
在
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
判
断
」
し
て
い
く
 
 

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
、
「
現
象
」
 
に
つ
い
て
の
ラ
 
 

シ
オ
ナ
リ
ス
ム
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
「
標
示
」
 
の
最
終
段
階
に
お
 
 

い
て
、
こ
う
し
た
立
場
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
「
標
示
」
が
示
さ
れ
終
え
た
こ
の
地
点
が
そ
の
外
 
 

か
ら
親
ら
れ
る
な
ら
ば
、
つ
ぎ
の
こ
と
に
思
い
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 

す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
こ
と
が
ど
こ
ま
で
考
慮
さ
れ
た
な
ら
ば
、
事
象
 
 

的
現
象
の
 
「
標
示
」
は
確
定
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
か
、
と
。
さ
き
ほ
ど
指
 
 

摘
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
、
お
よ
び
、
私
の
中
の
「
現
象
」
の
「
実
在
」
 
 

だ
け
で
話
は
も
は
や
済
ま
さ
れ
え
な
い
、
そ
う
い
う
地
点
に
立
っ
て
い
 
 

る
。
「
私
」
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
「
私
」
の
禎
数
形
で
あ
る
「
わ
れ
 
 

わ
れ
」
の
構
え
の
外
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
と
似
た
 
 

実
体
」
の
実
在
が
問
題
と
な
る
の
だ
。
「
わ
れ
わ
れ
」
の
外
な
る
視
点
、
 
 

し
た
が
っ
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
取
り
巻
く
、
い
わ
ば
存
在
論
的
な
環
 
 

境
を
観
る
こ
と
が
で
普
る
視
点
が
開
示
さ
れ
、
据
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
 
 

け
れ
ば
、
「
お
そ
ら
く
最
も
し
っ
か
り
し
た
標
示
」
も
、
「
最
も
強
力
で
 
 

こ
れ
だ
け
で
も
充
分
で
あ
る
標
示
」
も
危
う
さ
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
る
。
 
 

そ
う
し
た
地
点
に
ま
で
議
論
は
到
り
着
い
た
の
で
あ
る
。
「
現
象
」
 
の
 
 
 

「
事
象
性
」
の
「
標
示
」
の
抱
え
る
動
揺
は
、
「
現
象
の
原
因
」
が
示
 
 

さ
れ
る
第
五
段
落
の
な
か
で
鎮
め
ら
れ
る
。
そ
の
前
に
、
第
四
段
落
で
 
 

「
神
」
は
「
欺
瞞
者
」
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
「
わ
れ
わ
れ
は
自
 
 

ら
の
判
断
に
よ
っ
て
欺
か
れ
る
」
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
 
 

（
3
）
 
「
神
が
作
出
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
 
（
第
四
段
落
）
 
 
 

第
四
段
落
で
は
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
た
「
標
示
」
が
す
べ
て
集
め
ら
 
 

れ
た
と
し
て
も
、
「
現
象
」
に
つ
い
て
は
、
「
形
而
上
学
的
確
実
性
」
は
 
 

認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
神
 
 

は
「
欺
瞞
者
」
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
に
 
 

対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
神
は
欺
瞞
者
で
は
な
い
と
応
答
し
、
弁
 
 

神
論
的
議
論
を
展
開
し
て
み
せ
る
。
 
 
 

こ
の
段
落
に
関
し
て
、
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細
な
検
討
は
割
愛
せ
ぎ
 
 

る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
次
の
第
五
段
落
に
つ
な
が
る
要
点
の
抽
出
 
 

と
検
討
に
留
め
る
。
そ
の
論
点
と
は
、
次
の
よ
う
な
想
定
と
、
そ
れ
へ
 
 

の
応
答
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
（
n
a
ど
r
a
ロ
O
S
冒
a
）
 
 

が
ひ
ょ
っ
と
し
て
事
象
的
な
現
象
を
受
け
容
れ
な
い
も
の
だ
と
し
た
 
 

ら
」
、
と
い
う
想
定
で
あ
る
。
た
と
え
、
こ
の
よ
う
に
想
定
さ
れ
た
と
し
て
 
 

も
、
神
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
感
謝
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
 
 

だ
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
応
答
に
注
目
し
た
い
。
 
 

「
な
ぜ
な
ら
、
諸
現
象
が
、
事
象
的
で
在
り
得
な
く
て
も
、
少
な
 
 

く
と
も
そ
れ
が
一
貫
し
た
も
の
で
在
り
、
全
生
活
の
実
用
に
お
い
 
 

て
諸
現
象
を
事
象
的
と
同
価
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
 
 

の
ま
え
に
示
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
こ
と
は
、
神
が
作
り
出
し
て
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い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
 
（
e
宗
c
i
e
n
d
O
u
t
）
」
。
 
 

「
事
象
的
な
」
現
象
を
「
受
け
容
れ
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
「
本
性
」
で
 
 

あ
る
と
し
て
も
、
生
活
に
お
い
て
 
「
諸
現
象
」
を
「
事
象
的
」
と
同
価
 
 

と
み
な
す
と
い
う
状
況
が
、
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
に
成
立
す
る
。
こ
の
 
 

こ
と
は
「
神
が
作
り
出
し
て
い
る
」
の
だ
、
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
言
う
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
「
現
象
」
が
現
に
「
事
象
的
」
 
で
在
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
 
 

「
事
象
的
」
 
で
在
る
と
わ
れ
わ
れ
が
生
活
の
実
用
に
お
い
て
み
な
す
と
 
 

い
う
こ
と
へ
、
確
保
さ
れ
る
べ
き
防
衛
線
は
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 

し
か
し
な
が
ら
、
生
活
の
実
用
に
お
け
る
事
象
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
 
 

う
こ
と
だ
け
で
も
、
神
は
感
謝
さ
れ
る
に
十
分
値
す
る
、
と
い
う
の
だ
。
 
 
 

こ
こ
で
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
「
事
象
的
な
」
現
象
を
「
受
 
 

け
容
れ
る
」
 
こ
と
が
で
き
な
い
 
「
本
性
」
 
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
生
活
 
 

に
お
い
て
 
「
諸
現
象
」
を
「
事
象
的
」
と
同
価
と
み
な
す
と
い
う
状
況
 
 

が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
成
立
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
「
神
が
作
り
出
し
て
 
 

い
る
」
、
と
い
う
こ
の
点
で
あ
る
。
い
わ
ば
異
に
事
象
的
な
現
象
を
受
 
 

け
容
れ
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
に
は
本
性
的
に
で
き
な
い
、
と
想
定
さ
れ
 
 

て
も
、
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
な
り
の
仕
方
で
、
現
象
 
 

を
、
「
事
象
的
」
あ
る
い
は
 
「
想
像
的
」
 
に
分
け
よ
う
と
し
、
現
に
分
 
 

け
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。
「
本
性
」
 
の
受
容
内
容
の
如
何
を
超
え
 
 

て
成
立
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
こ
の
事
態
を
「
神
」
が
 
「
作
り
出
し
て
 
 

い
る
」
。
逆
に
言
え
ば
、
神
の
作
出
性
に
根
底
で
支
え
ら
れ
て
い
る
「
わ
 
 

れ
わ
れ
」
 
に
と
っ
て
の
、
「
現
象
の
事
象
性
」
だ
け
が
問
題
な
の
だ
。
 
 

か
く
し
て
、
次
の
段
落
で
は
、
「
作
出
す
る
」
神
が
、
「
原
因
」
と
し
て
 
 

掴
ま
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
4
）
再
び
「
実
在
」
 
へ
 
（
第
五
段
落
）
 
 
 

第
五
段
落
で
は
、
い
よ
い
よ
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
推
論
さ
 
 

れ
う
る
も
の
に
つ
い
て
」
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
 
 

は
、
「
現
象
の
原
因
」
は
 
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
う
ち
に
在
る
」
 
 

か
否
か
、
で
あ
る
。
こ
の
「
原
因
」
は
そ
う
し
た
「
本
性
」
 
の
う
ち
に
 
 

は
な
い
。
こ
の
道
が
選
択
さ
れ
て
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
推
論
 
 

さ
れ
う
る
も
の
」
 
の
領
域
が
開
示
さ
れ
る
。
「
現
れ
て
い
る
も
の
か
ら
」
 
 

（
e
邑
 
「
推
論
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
の
 
「
現
れ
て
い
な
い
も
の
」
が
検
討
 
 

さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
現
象
」
 
か
ら
推
論
を
介
 
 

し
て
、
「
現
象
」
 
の
外
へ
、
す
な
わ
ち
現
象
し
て
い
な
い
も
の
へ
と
外
 
 

に
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
「
実
在
は
ど
の
よ
う
に
証
明
さ
れ
る
の
か
」
、
 
 

と
す
で
に
第
二
段
落
で
問
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
「
証
明
な
し
に
」
 
 

「
実
在
す
る
」
と
「
私
が
判
断
す
る
」
と
い
う
場
合
が
明
示
さ
れ
て
い
 
 

た
。
で
は
、
「
実
在
」
を
掴
ま
え
る
別
の
道
、
な
ん
ら
か
の
「
証
明
」
 
 

を
通
じ
て
 
「
実
在
す
る
」
と
「
判
断
」
さ
れ
る
場
合
は
、
あ
り
え
な
い
 
 

の
か
。
現
象
に
つ
い
て
推
論
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
現
象
の
 
「
外
へ
立
つ
」
 
 

も
の
、
す
な
わ
ち
「
推
論
」
を
介
し
て
現
象
の
外
な
る
、
な
い
し
は
、
 
 

現
象
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
 
（
e
む
 
「
実
在
」
を
観
て
い
こ
う
、
と
段
 
 

50   



T
エ
 
 

落
の
冒
頭
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
二
つ
の
確
認
が
な
さ
れ
る
。
第
一
に
、
「
す
べ
て
の
現
象
」
 
 

が
「
な
ん
ら
か
の
原
因
」
を
有
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
原
因
は
 
 

「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
」
の
う
ち
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
議
論
を
主
導
す
る
の
は
、
第
二
の
確
認
で
あ
る
。
「
現
象
の
原
因
」
 
 

は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
う
ち
に
あ
る
」
と
考
え
れ
ば
、
そ
 
 

れ
で
す
べ
て
う
ま
く
い
く
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
 
 

こ
う
し
た
立
場
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
満
足
し
な
い
。
こ
う
し
た
立
場
で
 
 

（
7
）
 
 

は
「
真
理
」
が
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
の
定
式
化
の
ど
こ
に
問
題
 
 

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
定
式
自
体
が
、
実
は
禎
経
で
 
 

あ
る
。
こ
の
間
題
の
箇
所
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
 
 

ら
な
い
。
 
 

「
諸
現
象
の
原
因
が
、
そ
の
諸
現
象
が
内
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
 
 

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
う
ち
に
在
る
、
と
言
う
人
が
い
る
と
 
 
 

す
る
と
 
［
…
］
、
お
よ
そ
其
理
を
ま
っ
た
く
述
べ
て
い
な
い
こ
と
 
 

に
も
な
る
」
。
 
 
 

こ
の
一
文
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
精
 
 

神
の
本
性
」
の
う
ち
に
、
「
諸
現
象
が
内
在
し
て
い
る
 
（
p
h
a
e
ロ
O
m
e
n
a
 
 

i
n
s
u
n
t
）
」
と
い
う
、
こ
の
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
「
諸
 
 

現
象
の
原
因
」
が
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
内
に
在
る
」
と
い
う
 
 

部
分
で
あ
る
、
と
。
前
者
の
部
分
に
で
は
な
く
、
後
者
に
問
題
の
核
心
 
 

が
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
こ
の
段
落
全
体
を
見
届
け
る
こ
と
 
 

で
、
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
現
時
点
で
つ
ぎ
の
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
 
 

の
精
神
の
中
に
実
在
し
て
い
る
多
様
な
現
象
な
い
し
は
現
わ
れ
」
（
第
二
 
 

段
落
）
 
は
、
こ
こ
で
も
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
現
象
」
 
 

は
「
精
神
の
中
に
」
「
実
在
す
る
」
、
あ
る
い
は
、
「
諸
現
象
」
は
「
わ
 
 

れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
に
」
 
「
内
在
す
る
」
 
（
i
n
e
s
s
e
）
 
と
い
う
こ
の
連
 
 

関
は
、
こ
こ
で
も
損
な
わ
れ
て
は
お
ら
ず
、
手
放
さ
れ
て
は
い
な
い
の
 
 

だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
連
関
は
、
維
持
さ
れ
た
ま
ま
、
現
象
の
 
「
原
 
 

因
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
」
の
内
に
は
な
い
、
と
主
張
さ
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
実
在
す
る
」
と
か
 
「
内
在
す
る
」
と
 
 

い
う
こ
と
と
、
「
原
因
」
な
い
し
は
引
き
起
こ
す
こ
と
と
が
、
引
き
離
 
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

続
き
を
見
て
い
こ
う
。
こ
の
定
式
に
満
足
で
き
な
い
 
「
理
由
」
が
、
 
 

つ
ぎ
に
二
つ
示
さ
れ
る
。
第
一
の
「
理
由
」
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

「
と
い
う
の
も
第
一
に
、
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
は
、
存
在
し
な
 
 

い
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
存
在
し
て
い
る
の
か
 
（
c
u
r
n
O
S
i
p
s
i
 
 
 

s
i
m
u
s
p
O
旨
s
q
u
P
m
n
O
n
S
ぎ
宏
）
、
と
い
う
こ
と
の
理
由
が
在
 
 

る
、
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
た
と
え
、
永
遠
の
苦
か
ら
 
 

存
在
し
て
き
た
と
わ
れ
わ
れ
が
措
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
 
 

51ライプニッツ『区別における「事象的現象」と「実在」について   



も
し
か
し
、
そ
の
永
遠
な
る
実
在
の
理
由
が
見
い
だ
さ
れ
ね
ば
な
 
 

ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
質
の
内
か
、
あ
 
 

る
い
は
そ
の
外
か
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
 
 

い
か
な
る
不
満
が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
。
「
現
象
の
原
因
」
は
、
「
わ
 
 

れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
う
ち
に
在
る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、
「
現
象
」
 
 

と
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
」
と
だ
け
で
、
立
論
は
、
い
わ
ば
内
聞
 
 

し
、
完
結
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
事
態
で
は
満
足
で
き
な
い
。
な
ぜ
 
 

な
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
」
こ
と
に
は
「
理
由
」
が
在
り
、
こ
 
 

の
「
理
由
」
が
閉
鎖
の
外
へ
と
問
い
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
わ
 
 

れ
わ
れ
」
が
「
永
遠
の
苦
か
ら
存
在
し
て
き
た
」
と
い
う
想
定
が
な
さ
 
 

れ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
け
で
自
閉
す
る
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
の
永
遠
な
る
実
在
の
理
由
」
が
求
め
ら
 
 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
も
し
「
わ
れ
わ
れ
」
 
 

が
「
永
遠
な
る
実
在
」
で
在
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
本
質
 
 

の
内
に
」
、
「
そ
の
理
由
」
は
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
 
 

こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
 
「
本
性
」
と
「
現
象
」
と
の
閉
鎖
状
態
の
外
、
 
 

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
「
本
質
」
と
「
永
遠
の
実
在
」
と
い
う
場
に
、
 
 

丁
ご
 
 

「
実
在
」
の
「
理
由
」
の
連
鎖
は
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
「
現
れ
 
 

て
い
る
も
の
」
か
ら
「
推
論
さ
れ
る
」
こ
と
を
介
し
た
、
「
現
れ
て
い
 
 

な
い
も
の
」
の
、
い
わ
ば
開
け
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

先
の
定
式
に
満
足
で
き
な
い
第
二
の
「
理
由
」
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
 
 

で
あ
る
。
 
 

「
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
同
等
に
、
他
の
無
数
の
諸
精
神
が
 
 
 

実
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
な
に
も
妨
げ
は
し
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
 
 
 

て
、
可
能
的
な
諸
精
神
の
す
べ
て
が
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
 
 
 

●
●
●
●
●
■
●
●
●
●
 
 

「
可
能
的
な
諸
精
神
が
す
べ
て
実
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
こ
の
こ
と
 
 

か
ら
分
か
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
」
や
「
他
の
無
数
の
諸
精
神
」
 
 

は
、
現
実
的
で
あ
り
「
実
在
す
る
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
 
 

と
か
ら
、
「
可
能
的
」
な
ま
ま
に
留
ま
る
こ
と
と
、
現
実
的
で
あ
る
こ
 
 

と
と
を
分
か
つ
 
「
理
由
」
が
在
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
論
点
が
導
き
 
 

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
不
満
は
、
こ
う
し
た
「
理
由
」
の
探
求
可
能
性
 
 

を
、
「
現
象
の
原
因
」
を
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
」
の
う
ち
に
見
 
 

る
立
場
は
放
棄
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
 
 
 

つ
ぎ
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
」
と
同
等
に
「
他
の
無
数
の
諸
精
神
」
 
 

は
「
実
在
す
る
」
が
、
「
可
能
的
な
諸
精
神
の
す
べ
て
が
実
在
す
る
わ
 
 

け
で
は
な
い
」
と
い
う
、
こ
の
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
。
 
 

「
こ
の
こ
と
を
、
す
べ
て
の
実
在
が
互
い
に
交
渉
を
有
す
る
、
と
 
 

い
う
こ
と
か
ら
、
私
は
論
証
す
る
。
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
の
と
は
 
 
 

適
っ
た
本
性
を
も
つ
精
神
も
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
と
の
交
渉
を
有
 
 

す
る
、
と
知
解
さ
れ
う
る
。
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
実
在
が
相
互
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に
交
渉
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
こ
と
か
ら
論
証
さ
れ
 
 

る
。
第
一
に
、
も
し
相
互
の
交
渉
が
な
い
と
す
る
と
、
い
ま
何
か
 
 

或
る
も
の
が
実
在
の
う
ち
に
起
き
て
い
る
の
か
否
か
を
言
う
こ
と
 
 

が
で
き
な
く
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
命
題
に
其
偽
が
与
え
 
 

ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
不
合
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
 
 

外
的
な
規
定
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
 
 

他
の
無
数
の
精
神
が
実
在
し
、
可
能
的
精
神
が
実
在
し
な
い
と
い
う
こ
 
 

と
は
、
「
す
べ
て
の
実
在
が
互
い
に
交
渉
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
」
か
 
 

ら
 
（
e
邑
 
「
論
証
」
さ
れ
る
。
さ
ら
に
間
髪
入
れ
ず
に
、
こ
の
相
互
交
 
 

渉
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
二
つ
の
こ
と
か
ら
 
（
e
軋
 
「
論
証
さ
れ
 
 

る
」
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
相
互
交
渉
が
仮
定
さ
れ
な
い
と
、
「
何
か
 
 

或
る
も
の
」
が
「
実
在
」
に
お
い
て
「
い
ま
起
き
て
い
る
」
（
c
O
n
許
g
a
t
 
 

n
仁
n
C
）
 
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
く
な
り
、
「
こ
う
し
た
命
題
に
真
偽
が
 
 

与
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
何
か
或
る
も
の
」
 
 

（
巴
i
q
u
i
d
）
、
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
「
実
在
」
に
と
っ
て
「
他
」
を
示
 
 

一
り
）
 
 

す
も
の
は
、
実
在
相
互
の
交
渉
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
、
「
他
」
と
い
 
 

う
意
味
を
獲
得
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
交
渉
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
 
 

「
実
在
」
に
「
起
き
て
い
る
」
事
柄
は
、
外
か
ら
、
す
な
わ
ち
他
の
実
 
 

●
●
●
●
■
■
■
■
●
■
■
■
 
 

在
か
ら
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
交
渉
」
と
 
 

い
う
仮
定
の
う
え
に
、
他
の
 
「
精
神
」
 
の
中
に
「
実
在
す
る
」
と
こ
ろ
 
 

の
「
現
象
」
は
言
及
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
「
現
象
の
事
象
性
」
の
 
 

第
二
の
 
「
標
示
」
は
安
定
を
得
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
 
「
論
証
」
 
の
第
二
の
論
拠
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
 
 

「
実
在
」
 
の
相
互
交
渉
の
外
に
あ
る
「
規
定
」
 
（
d
e
n
O
m
i
n
鼠
0
）
 
は
、
 
 

や
は
り
知
ら
れ
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
外
的
規
定
は
、
「
交
渉
」
 
の
 
 

な
か
に
入
っ
て
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
も
の
に
つ
い
て
 
「
わ
 
 

れ
わ
れ
」
は
 
「
認
識
」
を
有
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
文
脈
の
以
上
の
検
討
か
ら
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
 
 

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
 
「
か
ら
」
 
（
e
軋
 
は
、
「
論
証
」
 
の
論
拠
を
示
す
 
 

と
と
も
に
、
論
証
さ
れ
る
も
の
が
そ
こ
 
「
か
ら
」
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
 
 

由
来
な
い
し
は
源
泉
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
〝
e
㌘
に
よ
っ
て
、
 
 

論
拠
の
明
示
と
と
も
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
」
を
取
り
巻
く
、
い
わ
 
 

ば
存
在
論
的
な
環
境
が
開
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

で
は
、
最
後
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
。
こ
う
し
た
 
「
交
渉
」
 
の
 
「
原
 
 

因
」
と
は
何
な
の
か
。
 
 

「
つ
ぎ
に
、
す
べ
て
の
実
在
が
交
渉
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
 
 

必
然
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
交
渉
の
原
因
が
在
る
、
と
い
う
こ
 
 

と
は
必
然
で
あ
る
。
実
際
、
す
べ
て
の
実
在
は
、
同
じ
本
性
を
、
 
 

だ
が
異
な
る
仕
方
で
表
出
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ
る
」
。
 
 

「
す
べ
て
の
実
在
が
交
渉
を
有
す
る
」
 
こ
と
か
ら
、
「
そ
の
交
渉
の
原
 
 

因
が
在
る
」
 
こ
と
へ
、
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
、
「
す
べ
て
の
実
在
は
、
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同
じ
本
性
を
、
だ
が
異
な
る
仕
方
で
、
表
出
す
る
」
こ
と
へ
、
必
然
性
 
 

の
連
鎖
が
辿
ら
れ
て
い
る
。
精
神
と
い
う
「
実
在
」
は
、
「
交
渉
」
の
 
 

中
に
、
つ
ま
り
他
の
精
神
と
い
う
「
実
在
」
と
の
関
係
の
中
に
折
り
込
 
 

ま
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 
「
実
在
」
が
 
「
同
じ
本
性
」
を
「
異
 
 

な
る
仕
方
で
表
出
す
る
」
。
「
交
渉
」
と
は
、
「
実
在
」
 
の
あ
い
だ
で
成
 
 

り
立
つ
連
関
な
の
だ
。
で
は
、
「
交
渉
の
原
因
」
は
何
な
の
か
。
 
 

「
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
精
神
が
、
交
渉
を
有
し
、
あ
る
い
は
同
 
 

じ
も
の
を
表
出
し
、
そ
れ
ゆ
え
実
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
 
 

に
よ
っ
て
生
じ
る
と
こ
ろ
の
原
因
は
、
宇
宙
を
完
全
に
表
出
す
る
 
 

と
こ
ろ
の
原
因
で
在
り
、
す
な
わ
ち
、
神
で
在
る
。
か
か
る
原
因
 
 

は
、
原
因
を
有
し
て
お
ら
ず
、
唯
一
で
在
る
」
。
 
 
 

「
す
べ
て
の
精
神
」
が
「
交
渉
を
有
す
る
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 
 

「
同
じ
も
の
を
表
出
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
実
 
 

在
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
す
べ
て
の
精
神
」
 
 

が
「
交
渉
」
を
有
す
る
と
は
、
「
精
神
」
は
す
べ
て
、
同
一
の
「
交
渉
」
 
 

の
な
か
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
 

各
々
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
「
同
じ
も
の
」
を
「
外
へ
絞
り
出
す
」
、
す
 
 

な
わ
ち
「
表
出
す
る
」
 
（
e
門
p
ユ
m
e
r
e
）
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 

「
異
な
る
仕
方
で
」
表
出
す
る
「
精
神
」
は
す
べ
て
、
一
つ
の
「
交
渉
」
 
 

の
な
か
に
入
っ
て
い
な
が
ら
、
他
の
 
「
精
神
」
 
の
 
「
外
に
立
つ
」
 
（
e
巧
 
 

s
i
s
t
e
r
e
）
、
す
な
わ
ち
「
実
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
す
べ
て
の
精
神
」
が
 
「
交
渉
を
有
し
」
、
「
同
じ
も
の
を
表
出
し
」
、
 
 

「
実
在
す
る
」
と
い
う
繋
が
り
、
あ
る
い
は
、
㌔
軋
－
に
よ
っ
て
示
さ
れ
 
 

る
由
来
あ
る
い
は
論
拠
の
連
鎖
は
、
始
原
的
な
極
点
か
ら
発
し
て
い
る
。
 
 

●
●
●
＿
＿
●
●
 
 

こ
う
し
た
繋
が
り
あ
る
い
は
連
鎖
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
も
の
が
在
 
 

る
。
そ
れ
が
、
こ
れ
ら
の
繋
が
り
が
「
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
と
こ
 
 

ろ
の
「
原
因
」
、
す
な
わ
ち
「
宇
宙
を
完
全
に
表
出
す
る
と
こ
ろ
の
原
因
」
、
 
 

す
な
わ
ち
「
神
」
で
在
る
。
こ
の
「
原
因
」
は
、
唯
一
で
あ
り
、
さ
ら
 
 

な
る
「
原
因
」
を
必
要
と
し
な
い
。
別
の
著
作
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
 
（
川
）
 
 

「
事
象
的
な
原
因
」
、
あ
る
い
は
、
「
最
終
理
由
」
な
の
だ
。
 
 
 

そ
れ
で
は
、
「
現
象
の
原
因
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
う
 
 

ち
に
在
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
結
局
、
ど
の
よ
う
に
否
定
さ
れ
た
の
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
の
こ
と
は
、
す
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
 
 

ち
、
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
」
と
同
等
に
「
無
数
の
他
の
精
神
」
が
「
実
 
 

在
し
」
、
「
わ
れ
わ
れ
の
と
は
適
っ
た
本
性
を
も
つ
精
神
も
、
わ
れ
わ
れ
 
 

の
精
神
と
の
交
渉
を
有
す
る
」
、
と
。
「
現
象
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
 
 

の
本
性
に
「
内
在
す
る
」
の
に
対
し
て
、
「
交
渉
」
は
、
異
な
る
本
性
 
 

を
も
つ
精
神
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
。
「
交
渉
」
は
、
精
神
の
本
性
の
 
 

●
●
■
●
●
●
■
■
●
 
 

■
●
●
●
●
●
 
 

差
異
を
超
え
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
と
い
う
実
在
の
間
に
成
立
す
る
。
 
 

こ
こ
に
、
「
交
渉
」
と
い
う
語
の
固
有
の
意
味
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
精
 
 

神
と
い
う
実
在
の
間
に
交
渉
を
成
立
せ
し
め
る
の
が
、
神
と
い
う
原
因
 
 

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
象
も
ま
た
私
の
中
に
実
在
す
る
（
第
二
段
落
）
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の
だ
か
ら
、
現
象
が
実
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
す
な
 
 

わ
ち
、
私
の
中
の
現
象
の
由
来
と
論
拠
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
面
 
 

に
お
い
て
、
現
象
の
原
因
は
、
現
象
を
超
え
て
な
い
し
は
外
に
立
っ
て
 
 

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

結
 
語
 
 

こ
れ
ま
で
の
論
考
の
要
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
 
 

（
1
）
 
「
現
象
」
は
、
私
と
い
う
実
在
の
中
の
 
「
現
わ
れ
」
 
で
在
る
の
 
 

に
対
し
て
、
「
交
渉
」
 
は
、
「
宇
宙
を
完
全
に
表
出
す
る
」
と
こ
ろ
の
 
 

「
神
」
を
「
原
因
」
と
す
る
、
実
在
相
互
の
交
わ
り
な
の
で
あ
る
。
「
現
 
 

象
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
に
 
「
内
在
す
る
」
が
、
「
交
渉
」
 
 

は
、
「
本
性
」
を
異
に
す
る
「
精
神
」
 
と
の
あ
い
だ
に
も
、
神
に
よ
っ
 
 

て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
現
象
」
 
と
 
「
交
渉
」
 
と
は
異
 
 

な
る
の
で
あ
る
。
現
象
の
原
因
は
 
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
」
 
の
内
 
 

に
は
な
く
、
原
因
の
究
明
は
 
「
交
渉
」
お
よ
び
 
「
実
在
」
 
の
場
へ
移
さ
 
 

れ
、
こ
れ
ら
の
原
因
が
「
神
」
で
あ
る
、
と
特
定
さ
れ
る
 
（
第
五
段
蒋
）
。
 
 
 

（
2
）
 
「
わ
れ
わ
れ
」
 
に
と
っ
て
 
「
事
象
的
な
現
象
」
 
の
標
示
を
め
ぐ
 
 

る
問
題
 
（
現
象
に
対
す
る
ラ
シ
オ
ナ
リ
ス
ム
）
 
は
、
「
実
在
」
 
の
 
「
理
 
 

由
」
 
や
、
「
交
渉
」
 
の
 
「
原
因
」
 
の
探
求
と
い
う
問
題
系
 
（
起
源
を
め
 
 

ぐ
る
ラ
シ
オ
ナ
リ
ス
ム
）
に
包
括
さ
れ
て
い
る
が
（
第
二
、
第
五
段
落
）
、
 
 

そ
れ
自
体
、
嶋
立
し
て
い
る
 
（
第
三
段
落
）
。
 
 

〝 
（
3
）
 
こ
こ
で
の
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
「
事
象
的
」
な
現
象
、
 
 

な
い
し
は
こ
れ
と
換
言
可
能
な
、
現
象
の
 
「
事
象
性
」
に
、
「
度
合
い
」
 
 

（
雫
a
d
u
s
）
を
読
み
込
む
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
 
 

を
、
三
点
、
挙
げ
よ
う
。
第
一
に
、
「
度
合
い
」
や
こ
れ
に
焦
す
る
語
 
 

は
、
こ
の
著
作
に
登
場
し
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
著
作
の
主
題
は
、
「
わ
 
 

れ
わ
れ
」
が
直
面
す
べ
き
リ
ア
ル
な
 
「
現
象
」
と
、
そ
う
で
な
い
 
「
現
 
 

象
」
と
を
「
区
別
」
し
、
そ
の
 
「
仕
方
」
を
「
標
示
」
と
し
て
示
す
こ
 
 

と
で
あ
る
。
「
標
示
」
 
に
よ
っ
て
、
「
ど
の
現
象
が
事
象
的
で
在
る
」
 
の
 
 

か
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
「
現
象
」
が
ど
の
く
ら
い
リ
ア
ル
で
在
 
 

る
の
か
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
度
合
い
を
許
容
す
る
の
は
、
 
 

「
お
そ
ら
く
最
も
し
っ
か
り
し
た
標
示
」
 
や
 
「
現
象
の
事
象
性
の
、
最
 
 

も
強
力
で
、
こ
れ
だ
け
で
も
充
分
で
あ
る
よ
う
な
標
示
」
と
い
う
よ
う
 
 

に
、
「
現
象
」
 
で
は
な
く
、
「
標
示
」
 
で
あ
る
。
 
 

（
4
）
 
『
区
別
』
 
は
、
「
現
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
」
 
の
議
論
 
（
第
 
 

二
か
ら
第
四
段
落
）
 
と
、
「
現
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
現
わ
れ
て
い
る
 
 

も
の
か
ら
推
論
さ
れ
う
る
も
の
に
つ
い
て
」
 
の
議
論
 
（
第
五
段
落
）
 
と
 
 

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
で
は
、
後
者
の
議
論
は
、
存
在
論
的
に
は
、
 
 

い
か
な
る
資
格
を
有
す
る
の
か
。
「
現
わ
れ
」
を
超
え
た
単
な
る
推
論
 
 

で
し
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
実
在
」
と
 
「
理
由
」
 
の
、
す
な
わ
ち
、
 
 

賃
″
に
よ
る
由
来
と
論
拠
の
、
明
示
と
遡
行
と
い
う
枠
組
み
は
、
「
現
 
 

象
」
 
の
内
と
外
と
に
浸
透
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
で
は
 
 

な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
前
者
の
議
論
が
推
論
で
は
な
い
と
い
う
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こ
と
が
、
根
本
的
に
は
、
こ
の
浸
透
の
お
か
げ
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
本
性
」
や
「
現
象
」
を
問
題
化
し
、
そ
の
内
実
 
 

と
範
囲
を
見
定
め
る
た
め
に
は
、
実
在
と
理
由
を
辿
り
な
が
ら
、
わ
れ
 
 

わ
れ
と
は
異
な
る
「
本
性
」
や
、
現
象
の
「
原
因
」
へ
と
立
ち
返
っ
て
、
 
 

つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
外
か
ら
、
考
察
が
開
始
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
 
 

い
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
本
稿
に
つ
づ
く
課
題
は
、
「
実
 
 

在
」
と
「
理
由
」
の
源
泉
た
る
「
神
」
が
語
り
出
さ
れ
る
、
そ
の
枠
組
 
 

み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

注
 
 
 

原
興
は
、
b
叫
怠
註
Q
h
各
村
冴
へ
ぎ
逮
哲
計
嵐
曹
講
書
達
G
．
茸
卜
註
逮
首
遥
d
e
・
H
r
s
g
・
く
昌
 
 

G
e
r
b
胃
声
≦
i
．
∽
－
？
N
N
を
用
い
た
。
引
用
は
段
落
で
示
す
。
翻
訳
に
際
し
、
下
村
他
 
 

監
修
、
ヲ
ィ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
第
八
巻
』
、
工
作
舎
、
一
九
九
〇
年
を
参
照
さ
せ
て
 
 

頂
い
た
。
た
だ
し
、
訳
を
変
更
し
た
箇
所
が
あ
る
。
 
 

T
）
第
六
お
よ
び
第
七
段
落
が
後
続
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
段
落
に
つ
い
て
は
、
本
 
 

論
文
で
は
扱
わ
な
い
。
訳
者
解
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
段
落
が
「
付
 
 

け
足
し
的
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
下
村
他
、
前
掲
酋
、
七
〇
頁
）
。
 
 

（
2
）
「
概
念
」
は
「
観
念
」
を
背
景
に
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
 
 

つ
い
て
は
、
拙
論
、
「
前
期
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
「
観
念
」
に
つ
い
て
」
、
 
 

『
哲
学
・
思
想
論
叢
第
2
3
号
』
、
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
、
二
〇
〇
五
年
、
 
 

四
五
・
五
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
3
）
㍉
げ
已
s
訂
r
苛
㌔
e
舛
軋
s
t
e
r
e
｝
、
は
、
「
他
の
も
の
か
ら
出
た
存
在
」
で
あ
り
、
「
存
 
 

在
理
由
か
ら
出
た
限
り
に
お
け
る
存
在
」
で
あ
る
、
と
ジ
ル
ソ
ン
は
指
摘
す
 
 

る
声
G
i
訂
0
ロ
ー
ト
喪
⊇
m
こ
訂
芸
C
♪
J
．
責
n
L
笥
N
（
て
芦
－
宗
N
）
一
p
．
N
呈
。
 
 

こ
の
語
は
、
語
源
的
に
、
「
現
わ
れ
る
」
、
「
自
ら
を
示
す
」
、
「
か
ら
出
る
」
（
s
O
r
賢
 
 

d
e
）
を
意
味
す
る
S
象
．
p
．
邑
。
ジ
ル
ソ
ン
は
、
こ
う
し
た
「
実
在
」
を
、
 
 

ト
ミ
ス
ト
に
お
け
る
㌔
s
s
e
．
、
の
存
在
論
か
ら
鋭
く
区
別
し
、
対
立
さ
せ
る
。
 
 

（
4
）
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
、
「
実
在
」
は
、
「
事
物
が
原
因
と
無
と
の
外
に
立
っ
 
 

て
い
る
こ
と
」
と
解
釈
さ
れ
る
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
指
摘
す
る
（
『
現
象
学
 
 

の
根
本
諸
問
題
』
、
浦
口
他
訳
、
創
文
社
、
p
J
N
？
巴
。
 
 

（
5
）
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
何
か
に
つ
い
て
、
「
実
在
す
る
」
と
 
 

「
私
」
が
「
判
断
」
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
実
在
」
し
始
め
る
と
か
、
現
に
「
実
 
 

在
す
る
」
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
実
在
」
の
語
ら
れ
方
が
決
ま
る
こ
と
、
 
 

つ
ま
り
「
実
在
」
に
由
来
あ
る
い
は
論
拠
が
在
る
こ
と
と
、
判
断
の
成
立
の
 
 

仕
方
が
決
ま
る
こ
と
と
は
、
等
根
源
的
で
同
時
的
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
 
 

あ
る
。
 
 

（
6
）
「
推
論
」
を
介
し
て
、
「
現
象
」
か
ら
の
超
出
が
企
図
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
「
現
 
 

象
」
と
い
う
「
事
物
」
を
「
観
る
」
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
 
 

「
観
念
」
で
あ
る
。
「
観
念
」
と
、
「
現
象
」
あ
る
い
は
「
表
象
」
と
の
関
係
 
 

に
つ
い
て
は
、
拙
論
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
『
形
而
上
学
叙
説
』
に
お
け
る
観
念
 
 

と
思
考
に
つ
い
て
」
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
第
1
1
豊
、
日
仏
哲
学
会
、
 
 
 

一
二
七
－
言
一
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
7
）
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
に
お
い
て
、
「
現
象
」
は
「
精
神
」
を
 
 

「
原
因
」
と
し
て
産
出
さ
れ
る
と
い
っ
た
解
釈
は
、
誤
り
で
あ
る
、
あ
る
い
 
 

は
少
な
く
と
も
、
過
度
の
単
純
化
の
諦
り
を
免
れ
な
い
。
 
 

（
8
）
 
『
区
別
』
に
お
い
て
、
「
本
性
」
 
（
n
a
冒
a
）
と
「
本
質
」
 
（
e
s
s
e
n
許
）
と
の
相
 
 

通
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
相
通
を
こ
の
箇
所
に
読
む
こ
と
は
、
ひ
と
 
 

つ
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
論
、
「
前
期
ラ
イ
プ
ニ
ッ
 
 

ツ
に
お
け
る
「
観
念
」
に
つ
い
て
」
、
五
〇
－
五
二
頁
を
傍
証
と
し
て
示
す
。
 
 

（
9
）
盛
q
u
i
d
モ
が
「
他
」
を
含
意
す
る
と
い
う
点
は
、
下
村
他
、
前
掲
苫
、
四
六
 
 

頁
、
注
1
を
参
照
。
 
 

（
1
0
）
G
．
5
i
．
N
0
0
追
、
お
よ
び
、
G
．
≦
H
．
∽
○
∽
を
参
照
。
 
 

（
シ
ミ
ズ
・
ヒ
ロ
キ
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
哲
学
・
思
想
専
攻
）
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