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１
．
導
入
と
概
要

ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン
（
１
９
２
４ 
― 
１
９
８
９
）
の
哲
学
は
、
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
と
カ
ン
ギ
レ
ム
の
科
学
認
識
論
の
影
響
の
な
か
で
形
成
さ
れ

た
彼
特
有
の
個
体
化
論
と
技
術
論
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
や
ラ
ト
ゥ
ー
ル
を
介
し
て
近
年

の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
シ
モ

ン
ド
ン
の
哲
学
を
科
学
認
識
論
的
な
観
点
か
ら
見
た
な
ら
、
特
に
物
理
学
（
宇
宙
物

理
、
量
子
物
理
含
む
）、
機
械
学
、
電
子
工
学
、
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
ク
ス
、
生
命
科
学
、

認
知
科
学
に
つ
い
て
の
認
識
論
的
研
究
を
多
く
残
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

特
に
そ
の
文
体
は
極
め
て
認
識
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
科
学
技
術
と
い
う
対
象
に
つ

い
て
の
（
人
類
学
者
の
ギ
ア
ー
ツ
風
に
言
え
ば
）「
厚
い
記
述
」
の
な
か
に
、
間
欠

的
に
認
識
論
的
な
メ
タ
分
析
が
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
一
体
と
な
っ
て
著
作
の
な
か

に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
主
著
『
形
態
と
情
報
の
概
念
か
ら
み
る
個
体

化
』（
１
９
５
８
年
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
シ
モ
ン
ド
ン
の
国
家
博
士
論
文
。
こ
の

う
ち
の
第
一
部
が
１
９
６
４
年
に
『
個
体
と
そ
の
物
理
生
物
学
的
発
生
』
と
し
て
フ

ラ
ン
ス
大
学
出
版
局
よ
り
公
刊
さ
れ
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
参
照
す
る
の
は
主
に
こ
の

版
）
で
は
、
科
学
の
歴
史
を
扱
う
と
い
う
よ
り
も
、「
宇
宙
発
生
論
」（
コ
ス
モ
ゴ
ニ

ア
）
的
観
点
か
ら1

、
物
理
的
な
も
の
、
生
物
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
、
集
団

的
な
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
体
化
」
を
通
し
て
順
次
構
成
的
に
発
生
し
て
い
く

（
つ
ま
り
階
層
を
創
発
し
て
い
く
）
過
程
が
描
か
れ
る2

。
本
稿
で
用
い
る
「
宇
宙
発

生
論
」（
的
）
と
い
う
語
の
意
味
の
広
が
り
は
、
そ
れ
ほ
ど
確
定
的
な
も
の
で
は
な

い
が
、
そ
の
語
が
適
用
さ
れ
る
範
例
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
の
記

述
を
含
む
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
い
。現
代
風
の
言
い
方
と
比
較
す
れ
ば
、

あ
る
意
味
で
は

0

0

0

0

0

0

英
語
圏
に
お
け
る
「
自
然
主
義
」naturalism

 

と
い
う
語
の
使
用
と

重
な
る
部
分
も
少
な
く
な
い
（
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
根
本
的
な
差
異
は
、

「
宇
宙
霊
魂
」（
プ
シ
ュ
ケ
ー
・
コ
ス
ム
ー
）
の
議
論
を
含
む
か
ど
う
か
に
あ
る
と
思

わ
れ
る3

）。

1 

シ
モ
ン
ド
ン
の
個
体
化
論
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
自
然
哲
学
的
な
伝
統
と
宇
宙
発
生

論
的
な
神
話
の
文
脈
に
お
い
て
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
﹇
廣
川

１
９
９
７
の
付
録
「
自
然
に
つ
い
て
」（
旧
版
の
二
章
に
相
当
）
を
参
照
。
本
稿
の
コ

ス
モ
ゴ
ニ
ア
と
い
う
用
語
も
こ
れ
に
よ
る
﹈。
宇
宙
発
生
論
的
と
言
っ
て
も
、
現
代
の

宇
宙
形
成
史
の
よ
う
に
ビ
ッ
ク
バ
ン
前
後
か
ら
宇
宙
の
膨
張
と
分
裂
そ
し
て
熱
冷
却
に

始
ま
る
過
程
を
描
く
わ
け
で
は
な
い
。
描
か
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
存
在
者
の
階
層
的

発
生
の
論
理
的
秩
序
で
あ
っ
て
、
シ
モ
ン
ド
ン
は
そ
れ
を
発
生
の
歴
史
的
秩
序
と
は
厳

密
に
一
致
さ
せ
て
い
な
い
。

2 

こ
れ
に
対
し
て
『
技
術
的
対
象
の
存
在
様
態
』﹇A

ubier, 1969

﹈
の
ほ
う
で
は
、
比
較

的
新
し
い
技
術
的
対
象
（
内
燃
機
関
、
ガ
ソ
リ
ン
エ
ン
ジ
ン
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン

な
ど
）
の
「
絶
対
的
起
源
」
と
い
う
節
題
の
も
と
に
、
系
譜
学
的
研
究
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
﹇
中
村
２
０
１
１
﹈。
た
だ
し
、
そ
の
観
点
は
歴
史
的
観
点
と
い
う
よ
り
も
、
正

し
く
系
譜
学
的
、
系
統
分
類
学
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
。

3 

「
宇
宙
霊
魂
論
」
と
「
コ
ス
モ
ゴ
ニ
ア
」（
＝
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」）
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
藤
沢
２
０
１
４
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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二

シ
モ
ン
ド
ン
の
記
述
に
お
い
て
は
、
当
の
過
程
を
統
一
的
に
見
る
こ
と
を
可
能
に

す
る「
ト
ラ
ン
ス
デ
ュ
ク
シ
ョ
ン
」「
情
報
」「
個
体
化
」「
内
的
共
鳴
」「
準
安
定
性
」「
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
」
と
い
う
メ
タ
的
な
（
記
述
的
な
）
諸
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
実
際
に
も

ち
い
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
記
述
を
読
む
も
の
の
目
に
そ
の
よ
う
な
認
識
論

的
な
諸
概
念
と
し
て
実
際
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
モ
ン
ド
ン
の

記
述
が
も
つ
科
学
認
識
論
の
文
脈
に
お
け
る
固
有
性
は
、
こ
の
階
層
創
発
的
な
「
宇

宙
発
生
論
」
の
視
点
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
シ
モ
ン
ド
ン
の
個
体
化
論
に
お
け

る
形
相
‐
質
料
図
式
へ
の
批
判
の
起
源
（
形
相
‐
質
料
図
式
は
、
根
本
的
に
は
形
態

分
類
学
の
発
想
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
に
お
い
て
発
生
学
的
、
系
統
学
的
発
想
は
う
ま

く
機
能
し
な
い
）
は
、
こ
の
視
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
理
解
し
な
け
れ

ば
、
そ
の
批
判
の
意
味
も
な
さ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
逆
に
科
学
認
識
論
が
も
っ
て
い
る
、
学
知
固
有
の
内
的
生
成
の

線
的
あ
る
い
は
面
的
な
歴
史
を
記
述
す
る
と
い
う
側
面
は
、他
の
科
学
認
識
論
者（
た

と
え
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
、
カ
ン
ギ
レ
ム
、
フ
ー
コ
ー
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
、
シ
ナ
ス
ー

ル
ら
）
の
記
述
と
比
べ
て
幾
分
弱
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い4

。
た
だ
、「
宇
宙
発
生

論
」
的
視
点
と
、
学
知
固
有
の
内
的
生
成
の
視
点
を
ど
う
や
っ
て
連
絡
さ
せ
る
の

か
、
と
い
う
問
題
意
識
は
、（
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
に
お
い
て
は
い
ま
だ
潜
伏
的

で
あ
っ
た
が
）、
次
世
代
の
ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
や
ア
ル
ベ
ー
ル
・
ロ
ト
マ
ン

4 

『
技
術
的
対
象
の
存
在
様
態
』
に
お
い
て
は
、
技
術
の
系
譜
学
が
試
み
ら
れ
る
が
、
そ

の
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
、
技
術
に
関
す
る
学
知
あ
る
い
は
そ
の
理
論
的
概
念
の
歴
史

内
的
な
生
成
過
程
で
は
な
く
、
個
体
と
し
て
の
技
術
的
対
象
そ
れ
自
体
の
発
生
的
系
譜

学
に
あ
り
、
ひ
い
て
は
こ
こ
で
論
じ
る
よ
う
に
「
宇
宙
発
生
論
的
」
な
視
線
に
導
く
も

の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
異
同
は
繊
細
な
問
題
を
含
む
こ
と
に

な
る
が
、
こ
こ
で
は
展
開
し
な
い
で
お
く
。

の
記
述
に
は
す
で
に
垣
間
見
ら
れ
る5

。
特
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け

つ
つ
、
ま
た
シ
モ
ン
ド
ン
に
対
し
て
指
導
教
員
と
し
て
強
い
影
響
を
与
え
た
ジ
ョ
ル

ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
の
論
文
１
９
６
６
年
の
「
概
念
と
生
命
」（『
科
学
史
・
科
学
哲

学
研
究
』﹇
ヴ
ラ
ン
社
１
９
６
８
年
刊
﹈
所
収
）
に
も
そ
れ
は
比
較
的
は
っ
き
り
と

見
ら
れ
る6

。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
で
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
固
有
性
は
、
科
学
認

識
論
の
研
究
文
脈
に
伏
し
て
あ
っ
た
問
題
意
識
を
、
一
つ
の
方
向
に
明
確
に
分
化
さ

せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
哲
学
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ジ

ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
シ
モ
ン
ド
ン
哲
学
の
使
用
に
問
題
を
限
定
し
て
論
じ
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
本
稿
中
頃
に
付
さ
れ
た
資
料
１
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る

シ
モ
ン
ド
ン
へ
の
明
示
的
言
及
を
列
挙
し
て
配
列
し
た
。
最
初
に
こ
の
資
料
１
か
ら

5 

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
宇
宙
発
生
論
的
観
点
に
つ
い
て
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
２
０
１
３
， 

40 

― 

41
を
参
照
。
ロ
ト
マ
ン
に
つ
い
て
は Lautm

an1947 

の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
へ

の
言
及
お
よ
び Lautm

an1938 

結
論
に
お
け
る
イ
デ
ア
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、

あ
る
意
味
で
は
文
脈
が
異
な
る
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
コ
イ
レ
の
『
コ
ス
モ
ス
の
崩

壊
―
―
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
か
ら
無
限
宇
宙
へ
』
な
ど
の
仕
事
も
そ
の
文
脈
で
と
ら
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、こ
の
観
点
に
た
い
し
て
、フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
哲
学
の
受
容
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
若
く
し
て
失

わ
れ
た
ジ
ャ
ン
・
ニ
コ
の
業
績
と
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
哲
学
の
紹
介

に
よ
っ
て
１
９
３
０
年
代
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
哲
学
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
た
。

6 
こ
の
論
文
自
体
の
発
表
は
、
１
９
５
８
年
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
シ
モ
ン
ド
ン
の
博
士

論
文
よ
り
も
時
間
的
に
後
に
な
る
。
た
だ
し
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
こ
の
論
文
で
暗
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
問
題
意
識
そ
の
も
の
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
概
念
の
哲
学
」
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
シ
モ
ン
ド
ン
が
カ
ン
ギ
レ
ム
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
、
と
い
う

問
題
を
確
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
根
拠
は
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。



ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
を
い
か
に
理
解
し
使
用
し
た
か

三

わ
か
る
こ
と
を
簡
単
に
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
論
じ
る
シ
モ
ン
ド

ン
と
シ
モ
ン
ド
ン
自
身
の
差
異
に
つ
い
て
論
じ
る
。
最
後
に
、
よ
り
大
き
な
視
点
か

ら
（
特
に
宇
宙
発
生
論
的
視
点
か
ら
）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
シ
モ
ン
ド
ン
の
共
通
性
、
あ

る
い
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
シ
モ
ン
ド
ン
を
貫
い
て
そ
の
外
に
見
て
い
る
忠
実
さ
と
過
剰

さ
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
　

２
．
資
料
か
ら
わ
か
る
こ
と

１
．
シ
モ
ン
ド
ン
へ
の
言
及
箇
所
を
類
別
す
る
と
、
大
き
く
三
つ
の
部
分
と
そ
れ
以

外
に
分
け
ら
れ
る
。

I
．
強
度
的
な
内
的
共
鳴
シ
ス
テ
ム（『
個
体
と
そ
の
物
理
生
物
的
発
生
』20
以
下
：

つ
ま
り
「
序
論
」
に
相
当
）

II
．
質
料
形
相
図
式
批
判
、
煉
瓦
造
り
、
木
の
ひ
き
割
り
、
冶
金
術
（
28 

― 

60
：

つ
ま
り
第
一
部
第
一
章7

「
形
相
と
質
料
」
に
相
当
）

III
．
生
体
膜
、
内
と
外
、
脳
、
位
相
幾
何
（
２
６
０ 

― 

２
６
５
：
第
二
部
第
二

章
第
二
節
「
情
報
と
個
体
発
生
」
特
に
そ
の
な
か
の
「
５
．
ト
ポ
ロ
ジ
ー
と

個
体
発
生
」
に
相
当
）

IV
．
そ
れ
以
外
（
ホ
ド
ロ
ジ
ー
空
間
批
判
、『
技
術
的
対
象
の
存
在
様
態
』
第
一

部
第
一
章
第
四
節
「
あ
る
技
術
系
統
の
絶
対
的
起
源
」
へ
の
参
照
）

２
． type I 

に
属
す
る
シ
モ
ン
ド
ン
の
強
度
的
な
内
的
共
鳴
シ
ス
テ
ム
は
、『
差
異

と
反
復
』
の
主
題
で
あ
っ
た
が
、『
意
味
の
論
理
学
』
の
第
15
セ
リ
ー
以
降
、

明
示
的
に
は
登
場
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
第
15
セ
リ
ー
で
は
、『
差
異
と
反
復
』

で
特
異
点
の
理
論
家
と
し
て
登
場
す
る
ロ
ト
マ
ン
と
並
置
さ
れ
て
い
る
が
、

7 

章
立
て
は
『
形
態
と
情
報
の
概
念
か
ら
み
る
個
体
化
』
に
従
う
。

「
膜
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
付
加
さ
れ
、
参
照
箇
所
も
序
論
で
は
な
くtype III

に
向
け
ら
れ
て
い
る
（type I 

の
言
及
先
で
あ
る
「
序
論
」
に
は
「
膜
」
の
議

論
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
）。

３
． 

第
28
セ
リ
ー
以
降
、type III 

に
属
す
る
表
面
、
内
部
と
外
部
の
境
界
、
位
相

空
間
、脳
と
い
う
主
題
が
明
確
に
せ
り
あ
が
っ
て
く
る
。こ
れ
は
、『
シ
ネ
マ
２
』、

『
哲
学
と
は
何
か
』
で
重
要
な
主
題
と
し
て
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

『
シ
ネ
マ
２
』
で
同
個
所
の
参
照
は
あ
る
が
、『
哲
学
と
は
何
か
』
で
は
脳
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
箇
所
な
ど
、
あ
り
そ
う
な
場
所
は
多
数
あ
る
が
実
際
に
は
参

照
さ
れ
て
い
な
い
。

４
． 

表
面
、
内
部
と
外
部
の
境
界
は
、
そ
の
ま
ま type II

『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
に

お
け
る
「
中
間
的
媒
介
」
の
議
論
に
つ
な
が
る
。
中
間
的
媒
介
の
議
論
は
、
シ

モ
ン
ド
ン
の
質
料
形
相
図
式
批
判
と
関
連
付
け
て
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
中
心

的
に
論
じ
ら
れ
る
。
特
に
、こ
れ
が
「
物
質
の
流
れ
」、「
機
械
状
系
統
流
」、「
冶

金
術
」（「
マ
イ
ナ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
」）
と
関
連
付
け
ら
れ
る
点
で
、『
千
の
プ
ラ

ト
ー
』
で
は
『
差
異
と
反
復
』
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
シ
モ
ン
ド
ン
が
前
景
化

さ
れ
て
い
る
。

５
． 

し
か
も
、
シ
モ
ン
ド
ン
を
フ
ッ
サ
ー
ル
と
併
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
も
ち
い
る
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
内
実
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
で

あ
る（『
意
味
の
論
理
学
』で
は
暗
に
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』で
は
明
示
的
に
、『
フ
ー

コ
ー
』
で
も
暗
に
）。

６
． 
『
意
味
の
論
理
学
』
第
15
セ
リ
ー
以
前
ま
で
は
特
異
点
の
思
想
家
だ
っ
た
シ
モ

ン
ド
ン
だ
が
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
は
「
此
性
」
と
し
て
の
特
異
性
の
理
論

家
と
い
う
仕
方
で
、復
活
し
て
い
る
。
し
か
し
、理
論
的
な
問
題
と
し
て
は
、『
千

の
プ
ラ
ト
ー
』
の
「
此
性
」
と
関
連
付
け
ら
れ
た
「
特
異
性
」
の
議
論
が
、
ど
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こ
ま
で
実
質
的
に『
差
異
と
反
復
』な
ど
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た「
特
異
性
」（「
特

異
点
」）
の
議
論
と
一
致
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

７
． 
鋳
造
と
変
調
と
い
う
主
題
は
、type II 

に
属
し
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
な
か

に
す
で
に
表
れ
て
い
る
が
、
主
題
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
『
感

覚
の
論
理
』
以
降
で
前
景
化
し
、『
シ
ネ
マ
１
』、『
襞
』
で
繰
り
返
し
論
じ
ら

れ
る
。

８
． 

時
間
系
列
で
み
れ
ば
、「
強
度
的
な
内
的
共
鳴
シ
ス
テ
ム
」
↓
「
膜
あ
る
い
は

表
面
」
↓
「
脳
（
大
脳
新
皮
質
）
＝
形
而
上
学
的
表
面
」
↓
「
中
間
的
媒
介
」

↓
「
機
械
状
系
統
流
＝
物
質
の
流
れ
」
↓
「
鋳
造
と
変
調
に
よ
る
対
象
の
連
続

的
規
定
」
と
進
ん
で
い
る
。

９
． type I 

で
論
じ
ら
れ
る
内
的
共
鳴
が
生
じ
る
「
場
」m

ilieu 

と
、type II 

の
「
中

間
的
媒
介
」
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
に
と
っ
て
は
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

が
、
生
物
に
お
い
て
は type III 

で
論
じ
ら
れ
る
「
膜
」
あ
る
い
は
「
脳
表
面
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

10
． 

そ
の
意
味
で
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
参
照
は
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ニ
ュ

ア
ン
ス
の
置
き
所
が
、
シ
ス
テ
ム
論
的
な
と
こ
ろ
か
ら
、
内
在
的
な
と
こ
ろ
へ

と
移
っ
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
原
理
的
な
も
の
か
ら
、
中
間
的
な
も
の
、

媒
介
的
な
も
の
、膜
、表
面
的
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
る
。こ
の
移
行
は
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
「『
意
味
の
論
理
学
』
イ
タ
リ
ア
語
版
へ
の
覚
え
書
き
」（『
狂
人
の

二
つ
の
体
制　

１
９
７
５ 

― 

１
９
８
２
』
所
収
）
で
書
い
て
い
る
ド
ゥ
ル
ー

ズ
自
身
の
関
心
の
遷
移
（「
高
所
」
と
「
深
層
」
の
対
か
ら
「
表
面
」
へ
の
移
行
）

と
お
お
よ
そ
一
致
し
て
い
る
。

　

　

３
．
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
の
差
異

シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
そ
れ
自
体
は
、
徹
底
的
に
階
層
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
よ
り
も
分
析
系
科
学
哲
学
の
議
論
に
あ
る
物
理
主
義
＋
創
発
的

階
層
の
議
論
の
ほ
う
に
む
し
ろ
近
い
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
る8

。
最
も
基
礎
的
な

分
子
的
な
も
の
か
ら
順
に
、
大
き
な
物
体
が
形
成
さ
れ
、
生
物
が
形
成
さ
れ
、
生
物

集
団
と
心
理
的
な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。そ
の
際
、常
に
下
位
の
階
層
の
余
剰（
こ

れ
が
シ
モ
ン
ド
ン
の
い
う
情
報
の
根
本
で
あ
る
）
が
異
な
る
ス
ケ
ー
ル
を
も
つ
次
の

階
層
の
組
織
化
を
促
し
（
そ
の
と
き
、
下
位
の
階
層
の
余
剰
は
上
位
階
層
に
と
っ
て

の
問
題
と
し
て
現
れ
る
）、
そ
れ
が
次
々
と
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
シ

モ
ン
ド
ン
の
議
論
そ
れ
自
体
は
、
万
物
の
生
成
を
論
じ
つ
く
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
に
と
っ
て
、
こ
の
「
階
層
性
」（
階
梯
性
）

échelles 

と
「
ス
ケ
ー
ル
」 ordres de grandeur 

の
存
在
、
よ
り
正
確
に
は
線
形
的
な

「
階
層
性
」
と
「
ス
ケ
ー
ル
」
の
も
つ
整
列
性9

は
極
め
て
不
都
合
で
あ
る
。『
差
異

8 

た
だ
し
、
そ
れ
が
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
な
ど
の
典
型
的
な
物
理
主
義
と
異
な
る
の
は
、「
情

報
」
概
念
が
す
べ
て
の
個
体
化
を
つ
な
ぐ
軸
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、橘
﹇
２
０
１
２
﹈
が
論
じ
て
い
る
こ
と
は
正
し
く
、ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
ス
ム
」（
霊
魂
論
）
を
介
し
て
、
本
稿
で
論
じ
て
い
る
「
宇
宙
霊
魂
論
」
を
含
む

「
宇
宙
発
生
論
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
が
物

理
主
義
と
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
の
本
性
的
に
相
い
れ
な
い
点
で
あ
る
。
ま
た
階
層
性
と

ス
ケ
ー
ル
の
有
無
は
、「
宇
宙
霊
魂
論
」
を
認
め
る
か
否
か
と
は
独
立
で
あ
る
。
こ
れ

の
展
開
で
あ
る
中
世
の
天
使
論
と
「
階
層
性
」
の
本
性
上
の
結
び
つ
き
を
想
起
す
る
必

要
が
あ
る
。

9 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
も
、
強
度
的
差
異
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
齟
齬
や
、
高
低
差
を
認
め
て

い
る
以
上
、
局
所
的
な
階
層
関
係
ま
で
を
も
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
局
所
的
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と
反
復
』
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
繰
り
返
し
、
こ
の
よ
う
な
線
形
的
な
「
ス
ケ
ー
ル
」

と
「
階
層
性
」
の
も
つ
整
列
性
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
、
シ
モ

ン
ド
ン
の
議
論
に
お
い
て
「
階
層
性
」
と
「
ス
ケ
ー
ル
」
が
線
形
性
と
整
列
性
を
も

つ
と
い
う
一
点
だ
け
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
の
う
ち
に
取
り
込
ま
れ
る
と
き
に
意

図
的
に
退
け
ら
れ
て
い
る
。そ
の
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
以
下
の
個
所
で
あ
る
。

「
異
質
な
あ
る
い
は
齟
齬
す
る
諸
セ
リ
ー
そ
れ
自
身
を
関
係
＝
比
の
状
態
に

置
く
よ
う
な
二
階
の
即
自
的
差
異
、
つ
ま
り
暗
き
先
触
れ
を
、
わ
た
し
た
ち
は

齟
齬
を
き
た
す
も
の
と
呼
ぼ
う
。
関
係
＝
比
の
状
態
に
置
か
れ
た
差
異
の
相
対

的
な
大
き
さ
を
決
定
す
る
の
は
、
ど
の
事
例
に
お
い
て
も
差
異
の
置
き
換
え
空

間
と
そ
の
偽
装
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
あ
る
い
く
つ
か
の
事
例
に
お
い
て
は
（
つ

ま
り
あ
る
い
く
つ
か
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
）
活
動
状
態
に
あ
る
差
異
の
差

異
は
、『
き
わ
め
て
大
き
く
』
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
別
の
シ
ス
テ
ム
で
は
「
き

わ
め
て
小
さ
く
」
な
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
周
知
の
事
実
で
あ

る
25
。」
１
８
９
（
旧
版
邦
訳
頁
数
。
一
部
訳
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

「
齟
齬
す
る
諸
セ
リ
ー
と
そ
れ
ら
の
内
的
な
共
鳴
が
、
シ
ス
テ
ム
の
構
成
に

お
い
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン

『
個
体
と
個
体
の
物
理
的
・
生
物
的
発
生
』
p
．20
を
参
照
さ
れ
た
い
（
た
だ
し

シ
モ
ン
ド
ン
は
諸
セ
リ
ー
間
の
類
似
の
要
請
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
作
動
す
る
諸

な
階
層
性
ま
で
も
否
定
し
て
し
ま
っ
て
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
シ
モ
ン
ド
ン
か
ら
何
も
受

け
継
い
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
シ
モ
ン
ド
ン
哲

学
の
受
容
は
、
局
所
化
さ
れ
、
か
つ
線
形
化
さ
れ
え
な
い
階
層
性
と
ス
ケ
ー
ル
に
こ
そ

あ
る
と
も
言
え
る
。

差
異
の
小
さ
さ
の
要
請
が
条
件
と
な
る
と
主
張
し
て
い
る
）。」（
第
二
章
原
注

25
， 

p
．４
６
４
）

「
し
か
し
、
後
者
の
事
例
に
、
類
似
を
事
前
に
要
請
す
る
こ
と
の
純
粋
な
表

現
が
あ
る
と
み
な
し
、
こ
の
類
似
は
、
前
者
の
事
例
で
は
た
だ
ひ
た
す
ら
ゆ
る

ん
で
、
地
球
的
な
規
模
で
広
が
る
の
だ
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
齟
齬
す
る
セ
リ
ー
に
ほ
ぼ
似
て
い
る
と
い
う
必
要
性
、
振
動

数
は
隣
接
し
て
い
る
（
ω
が
ω0

と
隣
接
し
て
い
る
）
と
い
う
必
要
性
、
要
す
る

に
差
異
は
小
さ
い
と
い
う
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
正
確
に
は
、

も
ろ
も
ろ
の
異
な
る
も
の
を
連
絡
の
状
態
に
お
く
作
用
者
の
同
一
性
を
前
提
す

る
場
合
、
た
と
え
地
球
的
な
規
模
で
あ
っ
て
も
「
小
さ
い
」
差
異
な
ど
存
在
し

な
い
。
小
と
大
は
、
わ
た
し
た
ち
が
す
で
に
み
た
よ
う
に
、《
同
じ
》
も
の
と

似
て
い
る
も
の
と
の
基
準
に
即
し
て
差
異
を
左
右
す
る
以
上
、
そ
の
差
異
に
対

し
て
は
、
到
底
う
ま
く
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
・
・
・
」
１
８
９
（
下

線
に
よ
る
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。）

以
上
の
シ
モ
ン
ド
ン
に
対
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
批
判
を
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
特
有
の「
プ

ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転
倒
」
の
観
点
か
ら
読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転

倒
」
と
い
っ
て
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
全
否
定
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
む
し

ろ
後
期
プ
ラ
ト
ン
が
行
き
つ
く
先
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
含
み
持
っ
て
い
た
も
の
と
し

て
の
「
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
転
倒
」
を
こ
そ
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
肯
定
す
る
。
同
一
性
、
類

似
性
だ
け
で
議
論
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
く
、
差
異
が
、
つ
ま
り
〈
異
〉10

の
類
が
不

10 

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
と
の
可
能
な
比
較
の
た
め
に
は
〈
他
〉
と
訳
し
た
ほ
う
が
良
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
翻
訳
の
文
脈
に
従
う
。
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七

可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
あ
ら
ぬ
」（
異 

― 

有
）
が
あ
る
と
い
う
議
論
を

展
開
し
た
の
が
、
後
期
プ
ラ
ト
ン
の
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
で
あ
り
、
こ
の
「
あ
ら
ぬ
」

を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、「
あ
る
」
も
の
の
模
倣
で
あ
る
「
似
像
」（
＝
エ
イ
コ
ー
ン
）

か
ら
区
別
さ
れ
た
、「
あ
ら
ぬ
」
も
の
の
模
倣
と
し
て
の
「
見
か
け
だ
け
の
像
」（
＝

パ
ン
タ
ス
マ
）
が
措
定
さ
れ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
、
こ
の
「
見
か
け
だ
け
の
像
」
を

「
物
真
似
」
に
よ
っ
て
提
示
す
る
技
術
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
定
義
さ
れ
る
。
そ
し

て
、こ
の
「
見
か
け
だ
け
の
像
」
こ
そ
が
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
コ
ピ
ー
」（
＝
「
似
像
」）

か
ら
区
別
さ
れ
た「
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ル
」と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。「
階
層
性
」は
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』「
第
11
章
」
や
「
内
在
性
の
浜
辺
」（『
狂
人
の

二
つ
の
体
制　

１
９
８
３ 

― 

１
９
９
５
』
所
収
）
で
論
じ
て
い
る
よ
う
に11

、
類
似

性
、
コ
ピ
ー
と
モ
デ
ル
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
差
異
と
反

復
』
の
論
理
は
、
徹
底
し
て
「
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ル
」
の
論
理
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ
う

な
「
階
層
性
」
を
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
シ
モ
ン

ド
ン
が
非
常
に
重
視
し
た
「
ス
ケ
ー
ル
」
と
「
階
層
性
」
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
も
つ

線
形
性
と
い
う
特
徴
を
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
徹
底
し
て
排
除
し
た
う
え
で
、
自
身
の
議

論
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
そ
こ
で
反
論
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
小
と
大
の
批
判
に
つ
い
て
も
、

後
期
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』﹇
１
５
４
Ｂ 

― 

１
５
５
Ｄ
﹈
に
お
け
る
プ
ラ

ト
ン
自
身
に
よ
る
批
判
と
同
型
の
も
の
と
み
な
し
う
る
。
要
す
る
に
、
基
準
が
な
け

れ
ば
、
大
も
小
も
な
い
が
、
基
準
と
は
そ
も
そ
も
「
同
一
性
」
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、

差
異
が
そ
う
で
な
い
以
上
、
大
と
小
を
、
差
異
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
プ
ラ
ト
ン
自
身
に
よ
る
小
と
大
の
批
判
に
つ
い
て
は
、﹇
藤

11 

こ
の
二
つ
の
参
照
は
と
も
に
モ
ー
リ
ス
・
ド
ガ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
よ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
に
つ
い
て
の
業
績
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。

澤
２
０
１
４
：
１
３
０ 

― 

１
５
２
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

こ
の
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
か
ら
の
「
ス
ケ
ー
ル
」
と
「
階
層
性
」
の
も
つ
線
形
性

と
整
列
性
の
排
除
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、『
差
異
と
反
復
』
以
降
で
も
維
持
さ
れ

て
お
り
、
特
に
、「
リ
ゾ
ー
ム
」
と
「
機
械
状
系
統
流
」
と
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
と

の
関
係
が
明
示
的
に
な
る
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
は
、
こ
の
前
提
抜
き
に
は
シ
モ
ン

ド
ン
を
参
照
す
る
議
論
は
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
シ
モ
ン

ド
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
言
う
よ
う
な
「
ス
ケ
ー
ル
」
と
「
階
層

性
」
が
線
形
性
と
整
列
性
を
も
つ
と
い
う
条
件
の
排
除
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
を

本
当
に
無
傷
な
も
の
に
残
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
返
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の

点
で
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
シ
モ
ン
ド
ン
の
技
術
論
な
い
し
個
体
化
論
は
、
安
易
に
同

一
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

４
．
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
過
剰
な
る
忠
実
さ

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
議
論
は
、
マ
ヌ
エ
ル
・
デ
ラ
ン
ダ
が
印
象

的
に
描
き
な
お
し
て
い
る
よ
う
に
﹇D

eLanda2000

﹈、
一
つ
の
現
代
的
な
「
宇
宙

発
生
論
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
地
球
生
物
の
進

化
史
の
観
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
（
こ
れ
に
対
し
て
デ

ラ
ン
ダ
自
身
は
、
宇
宙
進
化
史
の
観
点
と
も
そ
れ
を
は
っ
き
り
接
続
さ
せ
て
い
る
）。

そ
れ
が
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』「
12　

戦
争
機
械
と
遊
牧
論
」
で
展
開
さ
れ
る
「
機
械

状
系
統
流
」
と
「
冶
金
術
」
の
問
題
で
あ
る
。「
宇
宙
発
生
論
」
的
な
視
点
を
介
在

さ
せ
て
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
を
読
む
こ
と
で
理
解
可
能
に
な
る
の
は
、
シ
モ
ン
ド
ン

と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
共
有
す
る
技
術
論
の
文
脈
が
、
な
ぜ
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
（
技
術

批
判
の
た
め
の
技
術
論
）
と
大
き
く
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

八

る
。
プ
ラ
ト
ン
が
か
つ
て
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
宇
宙
と
自
然
と
生
物
を
生
み
出
す
神

の
技
術
は
、
人
間
の
技
術
と
類
比
的
（
比
例
論
的
）
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
人
間
の
技
術
は
、神
の
（
つ
ま
り
自
然
を
生
み
出
す
自
然
の
）
技
術
の
「
似
像
」

あ
る
い
は
「
模
倣
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
比
例
論
的
に
は
、
人
間
的
技
術
は
、
自
然

的
技
術
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
人
間
的
技
術
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
自
然
的
技

術
を
前
提
し
、
そ
れ
に
従
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
モ
ン
ド
ン
が
描
き
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
参
照
す
る
「
木
の
ひ
き
割
り
」
の
例
は
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

「
た
と
え
ば
、
木
の
ひ
き
割
り
と
い
う
操
作
が
木
の
繊
維
の
波
状
の
変
化
や

歪
み
と
い
っ
た
変
化
に
合
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
。
他
方
で
は
、
形
相
的

本
質
か
ら
導
か
れ
物
質
に
実
現
さ
れ
る
本
質
的
諸
特
性
に
、
あ
る
と
き
は
操
作

の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
、
あ
る
と
き
は
反
対
に
操
作
を
可
能
に
す
る
、
強
度
の

可
変
的
情
動
を
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
た
と
え
ば
、
木
材
の
多
孔

質
の
程
度
や
弾
性
や
抵
抗
力
の
程
度
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
要
な
の
は
、
木
に

随
う
こ
と
で
あ
り
、
質
料
に
形
相
を
押
し
つ
け
る
代
わ
り
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
操

作
と
木
の
物
質
性
を
連
結
し
な
が
ら
木
そ
の
も
の
に
随
う
こ
と
で
あ
る
―
―
法

則
に
服
従
し
た
質
料
よ
り
も
ノ
モ
ス
を
持
つ
物
質
性
に
、
質
料
に
特
性
を
伸
し

つ
け
う
る
形
相
よ
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
情
動
を
構
成
す
る
表
現
の
物
質
的
特
徴
に

し
た
が
う
こ
と
で
あ
る
。」（『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
邦
訳
旧
版
，
４
６
４
．）

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
か
ら
「
ス
ケ
ー
ル
」
と
「
階
層
性
」
が
線
形

性
と
整
列
性
を
も
つ
と
い
う
条
件
を
取
り
払
い
な
が
ら
も
、そ
の
冶
金
術
的
な
側
面
、

つ
ま
り
自
然
の
技
術
と
人
間
の
技
術
の
連
続
性
を
主
題
化
す
る
こ
と
で
、
シ
モ
ン
ド

ン
の
意
図
と
は
異
な
る
仕
方
で
、
宇
宙
発
生
論
的
な
側
面
を
取
り
出
す
こ
と
に
成
功

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宇
宙
発
生
論
的
な
議
論
の
文
脈
こ
そ
が
、
あ
る
意
味
で

は
、「
超
越
論
的
哲
学
」（
つ
ま
り
、
超
越
論
的
経
験
論
）
が
解
体
再
構
成
さ
れ
る
べ

き
場
所
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
二
度
に
わ
た
る
シ
モ
ン
ド
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の

併
記
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
な
ぜ
機
械
状
系
統
流
す
な
わ
ち
物
質
の
流
れ
は
本
質
的
に
金
属
的
な
の
か
、

あ
る
い
は
冶
金
術
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
？　

と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
た
だ
明
確
に
区
別
さ
れ
た
観
念
だ
け
が
こ
の
問
い
へ
の
答
え

を
与
え
、
移
動
生
活
と
冶
金
術
の
あ
い
だ
に
は
特
別
な
基
本
的
関
係
（
脱
領
土

化
）
が
あ
る
こ
と
を
示
し
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
シ
モ
ン
ド

ン
を
引
き
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
が
援
用
し
た
も
ろ
も
ろ
の
例
は
、
金
属
だ
け
で
な

く
木
や
粘
土
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
草
や
水
や
獣
の
群
れ
の
流

れ
も
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
系
統
流
つ
ま
り
運
動
す
る
物
質
を
形
成
す
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
？
」（
同
上
， 

４
６
６
）

宇
宙
発
生
論
的
な
文
脈
そ
れ
自
体
を
超
越
論
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
（
こ
こ

に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
後
期
哲
学
を
「
自
然
主
義
」
と
呼
び
う
る
一
つ
の
根
拠
が
あ
る
）

こ
と
で
、
シ
モ
ン
ド
ン
と
フ
ッ
サ
ー
ル
を
そ
の
中
で
癒
合
す
る
こ
と
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
意
図
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
シ
モ
ン
ド
ン
と
フ
ッ
サ
ー

ル
の
併
記
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
記
述
的
な
（
メ
タ
的
な
）
諸
概
念
を
、
元
の
意
味
で

の
超
越
論
的
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
い
っ
た
ん
認
め
な
お
し
た
う
え
で
、
技
術

的
対
象
の
個
体
化
を
現
象
学
的
に
解
釈
し
な
お
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
読
み
は
、
シ
モ
ン
ド
ン
の
意
図
と
も
一

致
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
議
論
と
も
ま
っ
た
く
一
致
し
な
い
。
む
し



ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
シ
モ
ン
ド
ン
の
議
論
を
い
か
に
理
解
し
使
用
し
た
か

九

ろ
、宇
宙
発
生
論
と
し
て
「
超
越
論
哲
学
」
つ
ま
り
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
用
語
で
言
う
「
超

越
論
的
経
験
論
」を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
う
が
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
意
図
に
そ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
「
超
越
論
哲
学
」
つ
ま
り
「
超
越
論
的
経
験

論
」
に
と
っ
て
の
最
大
の
問
題
に
な
る
の
は
、（
ラ
カ
ン
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
的
な

意
味
で
）
欠
如
あ
る
い
は
捻
じ
れ
の
位
置
と
し
て
の
主
体
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
こ
の
点
を
、「
経
験
論
」
と
い
う
彼
の
き
わ
め
て
奇
怪
な
用
語
に
よ
っ
て

考
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
モ
ン
ド
ン

と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
比
較
か
ら
何
か
を
論
じ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
シ
モ
ン
ド
ン
の
記
述
の
な
か
で
は
、
こ
の
主
体
の
欠
如
あ
る
い
は
捻
じ
れ
に

相
当
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
こ
そ
、「
ス
ケ
ー
ル
」
と
「
階

層
性
」
が
完
全
な
線
形
性
と
整
列
性
を
も
つ
と
い
う
条
件
が
成
立
可
能
な
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
こ
の
こ
と
は
、
個
体
化
の
過
程
を
記
述
す
る

シ
モ
ン
ド
ン
の
位
置
が
記
述
そ
れ
自
体
の
外
部
に
し
か
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ

て
い
る12

。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
シ
モ
ン
ド
ン
に
対
す
る
批
判
、
つ
ま
り
「
階
層
性
」
と
「
ス
ケ
ー

ル
」
が
線
形
性
と
整
列
性
を
も
つ
と
い
う
条
件
の
排
除
は
、
主
体
の
位
置
の
捻
じ
れ

が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る13

。
と
い
う
の
も
、内
在
か
ら
超
越
を
作
り
出
す（
ド
ゥ
ル
ー

12 

た
と
え
ば
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ン
ギ
レ
ム
の
「
概
念
と
生
命
」
に
お
い
て
は
こ
の
捻
じ

れ
（
概
念
を
用
い
る
私
と
、
用
い
ら
れ
る
概
念
と
し
て
の
生
命
の
捻
じ
れ
）
が
見
ら
れ

る
し
、
同
様
の
こ
と
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
、
と
く
に
そ
の
「
賭
け
」
に
つ
い
て
の

議
論
に
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

13 

加
え
て
シ
モ
ン
ド
ン
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
比
較
す
る
ラ
ト
ゥ
ー
ル
の
立
ち
位
置
や
、

ズ
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
へ
の
評
価
）
の
で
も
、
超
越
の
う
ち
に
内
在
を
位
置

づ
け
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
、と
く
に
プ
ロ
ク
ロ
ス
へ
の
評
価
）

の
で
も
（
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
階
層
性
」
と
「
ス
ケ
ー
ル
」
の
線
形
性
と
整
列
性

に
結
び
つ
く
）
な
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
る
こ
と
こ
そ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
の

内
在
性
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。こ
こ
に
こ
そ
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
シ
モ
ン
ド
ン
と
フ
ッ

サ
ー
ル
を
併
記
す
る
こ
と
の
背
後
に
潜
む
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

文
献
　

14

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
， 

ジ
ャ
ン
﹇
２
０
１
３
﹈『
構
造
と
生
成
II　

学
知
の
理
論
と
論
理

学
に
つ
い
て
』
近
藤
和
敬
訳
， 

月
曜
社
．

カ
ン
ギ
レ
ム
， 

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
﹇
１
９
９
１
﹈「
概
念
と
生
命
」『
科
学
史
・
科
学
哲
学

研
究
』
金
森
修
監
訳
， 

法
政
大
学
出
版
局
， 

３
９
０  

― 

４
２
８
．

米
虫
正
巳﹇
２
０
１
１
﹈「
個
体
化
に
立
ち
会
う
こ
と 

― 

シ
モ
ン
ド
ン
と「
第
一
哲
学
」

の
（
不
）
可
能
性
に
つ
い
て 

」『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
第
16
号 

， 

日

仏
哲
学
会
， 

３ 

― 

15
． 

橘
真
一
﹇
２
０
１
２
﹈「
ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ
ン
ド
ン
に
お
け
るinform

ation 

の
概

タ
ル
ド
と
の
対
比
も
以
上
の
文
脈
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
を
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
文
脈
に
結
び
付
け
な
が
ら
そ
れ

を
あ
え
て
、「
経
験
論
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

重
視
す
る
主
体
の
違
和
感
を
平
板
に
と
ら
え
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
そ

も
そ
も
「
シ
ミ
ュ
ラ
ク
ル
」
の
問
題
に
つ
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
参
照
を
附
し
て
い
る
の

が
、『
分
析
手
帳
』
で
『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
を
論
じ
た
精
神
分
析
家
の
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
オ
ド
ゥ

ア
ー
ル
で
あ
る
こ
と
と
の
関
連
も
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

14 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
関
す
る
も
の
は
引
用
し
た
も
の
以
外
割
愛
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
を

含
め
て
、
本
文
中
で
題
名
を
挙
げ
た
も
の
も
一
部
割
愛
し
た
。



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

一
〇

念
に
つ
い
て : 

ベ
ル
ク
ソ
ン
受
容
と
い
う
背
景
か
ら
照
ら
し
た
考
察
を
中
心

に
」『
年
報
人
間
科
学
』
大
阪
大
学
人
間
科
学
研
究
科
， 

99 

― 

１
１
３
．

ド
ゥ
ル
ー
ズ
， 

ジ
ル﹇
１
９
９
２
﹈『
差
異
と
反
復
』財
津
理
訳
， 

河
出
書
房
新
社
．（
旧

版
）

ド
ゥ
ル
ー
ズ
， 
ジ
ル
﹇
１
９
９
４
﹈『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
宇
野
邦
一
， 

小
沢
秋
宏
， 

豊

崎
光
一
， 

宮
林
寛
， 
守
中
高
明
訳
， 

河
出
書
房
新
社
．

中
村
大
介
﹇
２
０
０
５
﹈「
技
術
の
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー 

―
― 

ジ
ル
ベ
ー
ル
・
シ
モ

ン
ド
ン
の
哲
学
の
一
側
面
」『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究 

』
第
10
号
， 

日
仏

哲
学
会
， 

１
９
６ 

― 

２
０
８
．

中
村
大
介
﹇
２
０
１
１
﹈「
シ
モ
ン
ド
ン
の
技
術
論
に
お
け
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
構
想

力
」、『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
研
究
』
第
16
号
， 

日
仏
哲
学
会
， 

16 

― 

24
．

廣
川
洋
一
﹇
１
９
９
７
﹈『
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
た
ち
』
講
談
社
．

藤
澤
令
夫
﹇
２
０
１
４
﹈『
プ
ラ
ト
ン
の
認
識
論
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
―
人
間
の
世

界
解
釈
を
省
み
て
』
岩
波
書
店
．

ロ
ー
ラ
ン
， 

ス
テ
リ
ン
﹇
２
０
１
１
﹈「
シ
モ
ン
ド
ン
に
お
け
る
存
在
の
問
い
と

し
て
の
個
体
発
生
」『Vol 05 　

特
集
＝
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
』
以
文
社
， 

１
２
８ 

― 

１
３
９
．
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