
五
七

る
。
そ
こ
で
、
人
間
精
神
が
い
か
に
し
て
神
の
思
考
に
同
化
し
う
る
の
か
と
い
う
問

い
か
け
を
出
発
点
に
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
考
察
は
『
知
性
改
善
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
へ
の
真
理
論
の
展
開
を
再
構

築
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
。

　
　

１　

推
論

　

上
記
の
問
題
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
「
推
論
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
と

い
う
主
題
に
結
び
つ
く
。「
直
観
」と
い
う
至
高
の
認
識
に
対
比
さ
れ
た
と
き
、「
推
論
」

は
い
か
に
も
平
凡
で
人
間
的
で
あ
る
。
事
実
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
『
知
性
改
善
論
』
で
は

真
理
の
認
識
か
ら「
推
論
」を
除
外
し
て
い
る
。し
か
し
、『
エ
チ
カ
』に
お
い
て「
推
論
」

は「
共
通
概
念
」に
よ
る
認
識
に
生
ま
れ
変
わ
り
、真
理
の
認
識
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
推
論
」
は
人
間
精
神
と
神
の
思
考
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
天

と
地
ほ
ど
」
の
隔
た
り
を
埋
め
、
人
間
精
神
が
神
の
思
考
に
参
入
す
る
た
め
の
通
路

を
開
く
役
割
を
荷
な
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
「
推

論
」
つ
ま
り
「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
の
論
考
を
と
お
し
て
最
終
的
に
解
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

　

ス
ト
ー
リ
ー
の
概
略
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
神
が
「
直
観
」
に
よ
っ
て
認

識
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
『
知
性
改
善
論
』
に
明
確
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
主
張

の
背
景
に
は
、
真
理
の
認
識
と
は
す
で
に
存
在
す
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
思

想
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
み
が
真
理
の
認
識
と
み
な
さ
れ
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は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
で
は
、「
直
観
知
」
は
人
間
精
神
に
お
い
て
生
じ
る

認
識
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
本
来
は
「
直

観
知
」
は
神
の
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
の
「
直
観
知
」
は

人
間
精
神
が
神
の
思
考
に
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
れ
は
「
最
高
の
徳
」（5/25/P

）
と
呼
ば
れ
る
。
意
外
に
も
、
こ
の
点
は

ス
ピ
ノ
ザ
研
究
者
た
ち
か
ら
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
直
観
知
」
は
な
に

よ
り
も
ま
ず
神
の
思
考
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
直
観
知
」

と
い
う
思
想
に
い
っ
た
い
ど
ん
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
難

し
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
問
題
と
は
、
人
間
精
神
と
神
の
思
考
と
の
あ
い
だ
に
巨
大

な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
神
の
本
質
を
構
成
す
る
知
性
お
よ
び
意
志

と
わ
れ
わ
れ
の
知
性
お
よ
び
意
志
と
は
天
と
地
ほ
ど
異
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（1/17/S

）
と
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
点
を
鮮
明

に
認
識
す
る
な
ら
、
人
間
精
神
が
神
の
思
考
に
一
致
す
る
と
い
う
主
張
が
い
か
に
難

し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
は
す
で
に
明
瞭
で
あ
ろ
う
。「
直
観
知
」を
語
る
こ
と
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
一
見
し
て
不
可
能
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
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参
入
す
る
の
か
と
い
う
点
が
い
っ
さ
い
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論

の
展
開
に
と
っ
て
「
共
通
概
念
」
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
共
通
概
念
」

に
よ
っ
て
ま
さ
に
こ
の
点
が
示
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
、「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
解
釈

は
論
文
の
最
後
の
部
分
で
論
じ
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
解
釈
の
要
点

に
は
、こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
言
及
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、

「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
と
は
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
定
理
の
証
明
そ
の
も
の
で

あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、『
エ
チ
カ
』と
い
う
著
作
を
理
解
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ

て
、
人
間
精
神
は
神
の
思
考
に
接
近
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
を
納
得

の
い
く
も
の
と
し
て
提
案
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
根
拠
を
『
知

性
改
善
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
へ
の
真
理
論
の
展
開
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　
　

２　
『
知
性
改
善
論
』

　
『
知
性
改
善
論
』
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
知
識
論
は
次
の
二
点
を
前
提
し
て
い
る
。

（
１
）
真
理
の
認
識
は
現
実
に
存
在
す
る
対
象
と
は
独
立
に
知
性
の
能
力
に
よ
っ
て

与
え
ら
れ
る
。

（
２
）
真
理
の
認
識
は
現
実
に
存
在
す
る
対
象
に
一
致
す
る
。

　

こ
の
二
点
は
両
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
、
一
見
す
る

と
こ
れ
ら
は
矛
盾
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
点
が
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
も
た

て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
未
知
」
の
も
の
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
前
提
す
れ
ば
、
な
ぜ
真
理
の
認
識
が
「
直
観
」
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、「
直
観
」
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
て
い
る
の
が
「
感
覚
経
験
」
お

よ
び
「
推
論
」
と
い
う
認
識
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。「
感
覚
経
験
」

に
よ
る
認
識
は
認
識
す
べ
き
も
の
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
し
て
お

り
、
そ
の
意
味
で
真
理
た
る
資
格
を
も
た
な
い
。
こ
の
点
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
「
推
論
」
も
ま
た
真
理
の
認
識
方
法
と
し
て
は
不
適
格
な
の
で
あ
る
。「
推
論
」

と
は
規
則
に
し
た
が
っ
て
前
提
か
ら
帰
結
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
提

が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
こ
か
ら
何
が
帰
結
す
る
か
は
予
測
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

予
測
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
も
の
が
現
実
に
存
在
す
る
前
に
認
識
で
き
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
れ
は
「
未
知
」
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
本

当
に
「
未
知
」
の
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
認
識
さ
れ
た
時
点
で
現
実
に
存
在
し
は

じ
め
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
認

識
す
る
に
は
「
直
観
」
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
そ
れ
が
神
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
人
間
精
神
に
認
識
し
う
る
の
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
。

す
る
と
、
な
ぜ
人
間
精
神
に
「
直
観
知
」
が
与
え
ら
れ
う
る
か
は
ひ
と
つ
の
謎
に
な

る
。
こ
の
謎
は
『
知
性
改
善
論
』
で
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
解
明
し
た
の

が
『
エ
チ
カ
』
で
あ
る
。

　

こ
の
展
開
を
可
能
に
し
た
要
素
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
最
も
重
要
な

の
は
「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
が
『
エ
チ
カ
』
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。『
知

性
改
善
論
』
は
「
推
論
」
を
真
理
の
認
識
と
は
認
め
ず
、
た
だ
「
直
観
知
」
の
み
を

真
理
の
認
識
で
あ
る
と
し
た
に
と
ど
ま
り
、
人
間
精
神
が
い
か
に
し
て
神
の
思
考
に
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そ
の
観
念
を
、
自
然
全
体
の
根
源
お
よ
び
源
泉
を
再
現
す
る
観
念
か
ら
、
こ
の
観
念

そ
れ
自
体
が
ま
た
他
の
諸
観
念
の
源
泉
と
な
る
よ
う
な
仕
方
で
取
り
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」（§

42

）。

人
間
精
神
が
持
ち
う
る
「
真
の
観
念
」
は
、
す
べ
て
の
観
念
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る

と
こ
ろ
の
「
根
源
」
な
い
し
「
源
泉
」
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
根
源
」
な
い
し
「
源
泉
」
は
、『
エ
チ
カ
』
で
は
「
神
の
観
念
」
と

い
う
概
念
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。『
知
性
改
善
論
』
で
は
「
最
も
完
全
な
存

在
者
の
観
念
」（§

49

）
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
に
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
「
神
の
観
念
」
か
ら
演
繹
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
す
べ
て
の
観
念
が
「
神
の
観
念
」
か
ら
演
繹
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
す
べ
て
の
観
念
が
「
神
の
観
念
」
に
還
元
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。「
神
の
観
念
」
の
な
か
に
は
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら『
知

性
改
善
論
』
が
真
理
の
認
識
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
未

知
の
事
物
」（§

29, §
49

）
だ
か
ら
で
あ
る
。「
神
の
観
念
」
の
な
か
に
あ
ら
か
じ

め
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
も
の
は
「
未
知
の

事
物
」
で
は
な
い
。
神
は
そ
れ
が
現
実
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
測
で
き
た

の
だ
か
ら
。
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
知
識
論
は
一
見
す
る
と
両
立
し
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
二
つ
の
主
張
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
イ
）
真
理
は
「
神
の
観
念
」
か
ら
演
繹
さ
れ
る
。

（
ロ
）
真
理
は
「
神
の
観
念
」
に
還
元
で
き
な
い
。

ら
さ
れ
た
知
識
論
の
新
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
哲
学
史
上
の
事
実
で
あ

る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
経
験
主
義
に
も
と
づ
く
旧
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

批
判
し
、「
感
覚
経
験
」
に
よ
る
認
識
は
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
む
し

ろ
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
正
し
く
、
そ
の
上
で
知
性
に
提
示
さ
れ
る
観
念
を
考
察

す
る
と
い
う
手
段
に
訴
え
た
。
そ
し
て
、「
明
晰
・
判
明
」
な
観
念
が
現
実
に
存
在

す
る
対
象
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
の
原
因
で
あ
る
神
に
よ
っ

て
保
証
で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
（D

escartes 1996a, 17-26

）。
こ
の
よ
う

な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
踏
襲
し
て
い
る
。

　
（
１
）
の
論
点
は
「
真
の
観
念
は
そ
の
対
象
と
は
異
な
る
」（§

33

）
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
（
２
）
の
論
点
は
「
観
念
は
そ
の
形
相
的
本
質
に
完
全
に
一
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（§

42

）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
人

間
精
神
は
現
実
に
存
在
す
る
対
象
に
依
存
せ
ず
に
思
考
す
る
に
よ
っ
て
の
み
、
現
実

に
存
在
す
る
対
象
を
真
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
そ

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
は
の
ち
に
『
エ
チ
カ
』
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

　

さ
し
あ
た
り
の
問
題
は
、
現
実
に
存
在
す
る
対
象
か
ら
で
な
け
れ
ば
人
間
精
神
は

い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
真
理
の
認
識
（
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
は
「
真
の
観
念
」。
以
下
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
統
一
す
る
）
を
え
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、「
真
の
観
念
」
は
ど
う
や
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
真
の
観
念
」
の
源
泉
は
人
間
精
神
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
観

念
は
そ
の
形
相
的
本
質
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
か
ら
次
の
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。

「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
自
然
の
す
が
た
を
完
全
に
再
現
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
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六
〇

而
上
学
は
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。す
な
わ
ち
、神
の
知
性
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ

た
も
の
を
つ
ね
に
思
考
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
思
考
す
る
こ
と
が
存
在
を
生
み
出
す

こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
が
、
人
間
精
神
が
神
の
知
性
の
一
部
分
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

人
間
精
神
に
も
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
存
在
を
知
覚
」
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
思
想
で
あ
る
。
神
に
お
い
て
は
認
識
が
存
在
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、

認
識
と
そ
の
対
象
は
必
然
的
に
一
致
し
、
し
た
が
っ
て
認
識
は
つ
ね
に
真
で
あ
る
。

人
間
精
神
の
認
識
も
こ
の
思
考
に
一
致
す
る
か
ぎ
り
真
で
あ
る
。

　

で
は
、「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
」
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ

た
い
ど
う
い
う
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
が
「
直
観
」
に
よ

る
認
識
で
あ
る（
１
）。『
知
性
改
善
論
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
「
何
の
操
作
も
せ
ず
、

直
観
に
よ
っ
て
見
る
」（§

24

）
こ
と
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
」

は
既
知
の
情
報
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ピ
ノ
ザ

は
三
段
論
法
を
真
理
の
認
識
か
ら
排
除
し
て
い
る
（§

21

）。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

お
よ
そ
い
か
な
る
「
推
論
」
を
も
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
（§

19

）。
な
ぜ
な
ら
、

推
論
を
お
こ
な
う
に
は
推
論
の
規
則
が
前
提
さ
れ
る
が
、
規
則
を
適
用
す
る
と
い
う

こ
と
は
そ
こ
か
ら
何
が
出
て
く
る
か
を
現
実
に
も
の
が
存
在
す
る
以
前
に
予
測
し
う

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
本
当
に
「
未
知
」
の
も
の
を

認
識
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

神
は
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
」
を
次
々
に
認
識
し
て
い
く
。
そ
の
思

考
は
前
提
か
ら
帰
結
へ
と
進
む
諸
観
念
の
複
雑
な
連
鎖
を
作
り
出
し
て
い
る
。
人

間
精
神
が
こ
の
連
鎖
に
参
入
し
、
前
提
か
ら
帰
結
へ
の
思
考
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
真
理
の
認
識
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
を
「
十
全
」
な
認

識
と
呼
ぶ
。
こ
の
論
理
を
読
み
流
す
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
の
問
題
点
を
見
逃

す
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
精
神
と
い
う

で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
を
両
立
さ
せ
る
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
れ

ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
神
の
観
念
」
か
ら
の
演
繹
を
創
造
的
な
過
程
と
し
て
考

え
れ
ば
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、す
べ
て
が
神
か
ら
出
て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、い
っ

た
ん
出
て
き
た
も
の
を
神
に
還
元
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
と
い
う
論
理
が
成

立
す
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
知
性
改
善
論
』
に
は
次
の
よ
う
な
考
え
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　「
あ
る
人
々
が
、
事
物
を
創
造
す
る
前
の
神
の
知
性
を
考
え
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

知
性
が
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
何
ら
か
の
新
し
い
存
在
を
知
覚
し
た
と
い
う
こ

と
を
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
想
定
す
る
な
ら
ば
（
そ
の
よ
う
な
知
覚
は
確
か
に
ど
の
よ

う
な
対
象
か
ら
も
生
じ
え
な
か
っ
た
）、
ま
た
そ
の
よ
う
な
知
覚
か
ら
他
の
諸
知
覚

を
正
し
く
導
く
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
思
惟
は
す
べ
て
真
で
あ
り
、
ま

た
い
か
な
る
外
的
対
象
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
た
だ
知
性
の
能

力
と
本
性
に
の
み
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（§

71

）。

驚
く
べ
き
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
人
間
精
神
が
「
こ
れ
ま
で

知
ら
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

存
在
を
知
覚
」
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な

0

0

0

0

か
っ
た

0

0

0

存
在
を
知
覚
」
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
な
お
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
用

語
法
で
は
、「
知
覚
」と
は
現
実
に
存
在
す
る
対
象
の
認
知
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
観
念
の
認
知
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
）。
神
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に

も
の
を
認
識
す
る
な
ら
ば
、
人
間
精
神
も
同
じ
よ
う
に
も
の
を
認
識
し
う
る
と
「
想

定
」
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
は
ま
だ
「
想
定
」
で
あ
る
こ
と
を
『
エ
チ
カ
』
の
形
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六
一

「
思
考
す
る
存
在
者
」
は
つ
ね
に
「
十
全
」
に
思
考
し
て
い
る
。
で
は
「
思
考
す
る

存
在
者
の
一
部
分
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
人
間
精
神
に
お
い
て
は
そ
う
な
ら
な
い
の

は
な
ぜ
か
。
人
間
精
神
が
ま
さ
に
「
思
考
す
る
存
在
者
の
一
部
分
」
で
し
か
な
い
か

ら
で
あ
る
。
人
間
精
神
に
お
い
て
は
「
思
考
す
る
存
在
者
」
の
「
十
全
」
な
思
考
が

そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
ず
「
あ
る
も
の
は
全
体
的
に
ま
た
あ
る
も
の
は
た
だ
部
分
的
に

の
み
」
つ
ま
り
「
欠
損
」（§

73

）
を
と
も
な
っ
て
現
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
で

は
、
人
間
精
神
は
こ
の
条
件
を
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
乗
越
え
、「
欠
損
」
な
し
に

思
考
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
知
性
改
善
論
』は
こ
の
問
い
か
け
に
答
え
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
は
『
エ
チ
カ
』
が
解
決
す
べ
き
課
題
と
な
る
。

　

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
次
に
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、『
知
性
改
善
論
』
に
つ
い
て
指
摘
し
た
論
点
を
こ
こ
で
も

う
い
ち
ど
整
理
し
て
お
こ
う
。

（
イ
）
真
理
は
「
思
考
す
る
存
在
者
」
か
ら
出
て
く
る
。

（
ロ
）
真
理
は
未
知
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
点
は
す
で
に
「
神
の
観
念
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
の
用
語
法
に
よ
っ
て

言
及
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、（
イ
）（
ロ
）
を
総
合

す
る
と
神
の
思
考
の
創
造
性
と
い
う
解
釈
上
の
視
点
が
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
は
そ

の
ま
ま
『
エ
チ
カ
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
点
を
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス

ト
に
よ
っ
て
再
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
上
記
の
問

い
か
け
に
対
す
る
『
エ
チ
カ
』
の
解
答
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
の

考
察
に
移
ろ
う
。

「
有
限
知
性
」
が
神
の
思
考
で
あ
る
「
無
限
知
性
」
に
参
入
す
る
と
い
う
法
外
な
論

理
な
の
だ
か
ら
。
有
限
／
無
限
の
あ
い
だ
の
巨
大
な
隔
た
り
を
強
調
す
る
伝
統
的
な

形
而
上
学
か
ら
の
逸
脱
が
こ
こ
に
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知

識
論
に
お
い
て
は
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
創
設
し
た
デ
カ
ル
ト
で
さ
え
、
存
在
論
に

お
い
て
は
こ
の
伝
統
に
則
っ
て
哲
学
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
ス
ピ

ノ
ザ
哲
学
の
異
例
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン

は
き
わ
め
て
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。「
デ
カ
ル
ト
と
は
対
照
的
に
、（
・
・
・
）
有

限
知
性
が
事
物
の
十
全
な
認
識
に
到
達
す
る
に
は
自
ら
を
無
限
知
性
に
適
合
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
考
え
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」

（M
arion 1994, 138

）。「『
エ
チ
カ
』
が
理
性
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る

も
の
は
ま
さ
し
く
デ
カ
ル
ト
が
人
間
理
性
に
は
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
信
じ

た
も
の
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
る
」（M

arion 1994, 149
）。

　

と
こ
ろ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
を
ひ
と
こ
と
で
ま
と
め
れ
ば
、「
直
観
知
」
の
み

が
真
理
の
認
識
と
し
て
認
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
と
い
う
こ
と

は
、
も
し
神
の
思
考
に
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
人
間
精
神
の
認
識
は
す

べ
て
偽
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
不
十
全
」
な
認
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
も
し
真
の
す
な
わ
ち
十
全
な
思
考
を
形
成
す
る
こ
と
が
、
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ

う
に
、
思
考
す
る
存
在
者
の
本
性
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
不
十
全
な
観

念
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
思
考
す
る
存
在
者
の
一
部
分
で
あ
り
、
そ
の
存
在

の
思
考
の
あ
る
も
の
は
全
体
的
に
ま
た
あ
る
も
の
は
た
だ
部
分
的
に
の
み
わ
れ
わ
れ

の
精
神
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に

生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」（§

73

）。
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理
に
よ
っ
て
一
般
的
に
構
築
さ
れ
た
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
存
在
論
を
、「
思
惟
」

お
よ
び
「
延
長
」
と
い
う
二
つ
の
属
性
に
お
い
て
具
体
的
に
と
ら
え
直
し
た
上
で
知

識
論
へ
と
展
開
す
る
の
が
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
の
解
釈

に
よ
れ
ば
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
に
お
け
る
神
の
知
性
に
関
す
る
内
容
は
、『
エ
チ
カ
』

第
二
部
の
用
語
で
述
べ
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
用
語
法
で
は
「
思
惟
」
の
「
様
態
」
が
「
観
念
」
で
あ
る
。

そ
こ
で
、「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
が
神
の
思
考
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う

上
記
の
主
張
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
な
る
と
「
観
念
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て

具
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
。

「
神
の
な
か
に
は
、
神
の
本
質
の
観
念
お
よ
び
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る

す
べ
て
の
も
の
の
観
念
が
、
必
然
的
に
与
え
ら
れ
る
」（2/3/P

）。

こ
の
よ
う
に
、
神
の
「
本
質
」
つ
ま
り
「
本
性
」（
こ
れ
ら
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法

で
は
同
義
）
か
ら
も
の
が
「
帰
結
す
る
」
と
い
う
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
１
６

と
同
じ
主
張
が
、「
観
念
」
と
い
う
用
語
を
導
入
し
て
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
次
の
定
理
で
は
、「
神
の
観
念
」
か
ら
「
す
べ
て
の
も
の
の
観
念
」
が
「
帰
結
」

す
る
と
い
う
関
係
が
明
示
化
さ
れ
て
い
る
。

「
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
と
こ
ろ
の
神

の
観
念
は
、
唯
一
で
し
か
あ
り
え
な
い
」（2/4/P

）。

「
神
の
本
質
の
観
念
」
が
「
神
の
観
念
」
と
い
う
短
い
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
、
ま

た
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
１
６
の
フ
レ
ー
ズ
が

　
　

３　
『
エ
チ
カ
』

　

神
の
思
考
の
創
造
性
を
主
題
に
『
エ
チ
カ
』
を
読
解
す
る
出
発
点
と
し
て
次
の
テ

キ
ス
ト
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
無
限
に
多
く
の
も
の
が
（
す
な

わ
ち
無
限
知
性
の
下
に
生
じ
う
る(cadere possunt)

す
べ
て
の
も
の
が
）
帰
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(1/16/P)

。

「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
が
神
か
ら
出
て
く
る
と
述
べ
る
こ
の
定
理
に
お
い
て
重
要

な
点
は
、「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
と
は
「
無
限
知
性
の
下
に
生
じ
う
る
す
べ
て
の

も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
「
無

限
に
多
く
の
も
の
」
が
神
の
思
考
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
示
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
の
思
考
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
は
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
は
主
題
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が

主
題
に
な
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
思
考
な

い
し
思
惟
が
「
神
の
属
性
」
で
あ
る
こ
と
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
に
な
っ
て
は
じ
め

て
証
明
さ
れ
る
こ
と
だ
か
か
ら
で
あ
る
。「
思
惟
は
神
の
属
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

神
は
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
」（2/1/P

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
エ
チ
カ
』
第
一

部
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
平
然
と
「
知
性
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
論
点
先
取
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

存
在
の
原
因
は
思
考
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
知
性
に
言
及
す
る
こ
と
な
し
に

存
在
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
知
性
」
の
原



直
観
知
と
共
通
概
念

六
三

か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
的
確
に
述
べ
た
よ
う
に
（K

ant 1990, 660: B744

）、「
内

角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
た
し
か
に
「
三
角
形
」
の
性
質
だ
が
、

「
三
角
形
」
の
概
念
を
分
析
し
て
い
る
だ
け
で
は
決
し
て
出
て
こ
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
性
質
が
「
三
角

形
」
の
概
念
に
は
あ
ら
か
じ
め
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
む

し
ろ
、「
三
角
形
の
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
認
識
に
よ
っ
て
、「
三

角
形
」
に
関
す
る
知
識
が
拡
張
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
例
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
証
明
と
は
「
推
論
」

で
あ
る
が
、「
推
論
」
は
「
未
知
の
事
物
」
を
認
識
す
る
神
の
思
考
に
は
相
応
し
く

な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
前

提
に
論
理
的
な
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
ん
に
形
式
的
に
導
か
れ
た
帰

結
は
確
か
に
「
未
知
の
事
物
」
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
作
図
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
作
図
は
規
則
の
形
式
的
な
適
用
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
証
明
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
図
形
に
即
し
て
発
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
証
明
の
一
連
の
操
作
を
す
べ
て
「
直
観
」

に
よ
っ
て
進
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
視
点
が
成
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

多
少
論
点
を
迂
回
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
哲
学
史
的
な
考
察
を
つ
け
加
え
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
直
観
」
の
概
念
は
、
デ
カ
ル
ト
が
『
精
神
指
導

の
規
則
』
で
提
示
し
た
「
直
観
」
の
概
念
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
が
成
立
し

う
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
『
精
神
指
導
の
規
則
』
の
草
稿
を
書
き
上
げ
た
の

は
１
６
２
８
年
。
遺
稿
が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
さ
れ
た
の
は
１
６
８
４
年
で
あ
る
。
ま

た
ラ
テ
ン
語
版
の
出
版
は
１
７
０
１
年
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、
１
６
７
６

年
に
亡
く
な
っ
た
ス
ピ
ノ
ザ
が
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
著
作
を
読
む
機
会
は
な
い
。
し

か
し
、『
精
神
指
導
の
規
則
』
の
写
本
は
当
時
す
で
に
オ
ラ
ン
ダ
に
あ
っ
た
。
ま
た

再
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
三
つ
の
定
理
（1/16/P, 2/3/P, 2/4/P

）

が
同
じ
主
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
明
瞭
に
理
解
し
う
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
定
理
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「
帰
結
す
る
（sequi

）」
と
い
う
用
語

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
帰
結
す
る
」
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
る
の
は

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
な
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
点
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
数
学
を
例
に
出
す
。

「
神
の
至
高
の
力
あ
る
い
は
そ
の
無
限
の
本
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限

に
多
く
の
仕
方
で
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
必
然
的
に
流
出
し
た
こ
と

あ
る
い
は
つ
ね
に
同
一
の
必
然
性
に
よ
っ
て
帰
結
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
三
角
形

の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
が
二
直
角
に
等
し
い
こ
と
が
永
遠
か
ら
永
遠
に
帰
結
す

る
の
と
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
私
は
十
分
明
瞭
に
示

し
た
と
思
う
」(1/17/S)

。

数
学
に
お
い
て
「
三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
が
二
直
角
に
等
し
い
こ
と
が

帰
結
す
る
」
の
と
同
じ
よ
う
に
、
神
か
ら
「
無
限
に
多
く
の
も
の
が
帰
結
す
る
」
の

で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
も
と
に
「
帰
結
す
る
」
と
い
う
用
語
の
意
味
を
考
え
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
点
は
、「
三
角
形
」
を
思
考
し
な
け
れ

ば
「
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
思
考
で
き
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
三
角
形
」の
概
念
に「
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」

と
い
う
性
質
が
は
じ
め
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
い
う

の
は
、「
内
角
の
和
が
二
直
角
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
に
は
、
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
の
『
原
論
』
第
一
部
定
理
３
２
証
明
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
補
助
線

を
書
き
加
え
た
上
で
三
角
形
の
三
つ
の
角
を
直
線
上
に
移
し
か
え
る
操
作
が
必
要
だ



柴
　
　
田
　
　
健
　
　
志

六
四

こ
の
点
に
ス
ピ
ノ
ザ
固
有
の
発
想
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
以
上
の
迂
回
を
経
て
、「
帰
結
す
る
」
と
い
う
用
語
の
解
釈
を
ま
と
め

て
み
よ
う
。「
三
角
形
」
が
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
「
三
角
形
」

の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
の
で
は
な
い
も
の
が
出
て
く
る
こ
と
、し
か
も「
三

角
形
」
の
概
念
の
外
に
で
は
な
く
ま
さ
し
く
「
三
角
形
」
の
概
念
の
う
ち
に
発
現
す

る
こ
と
、
こ
れ
が
「
帰
結
す
る
」
と
い
う
用
語
の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、
神
の
思
考

が
「
前
提
」
か
ら
「
帰
結
」
へ
の
演
繹
で
あ
る
こ
と
は
、
神
の
思
考
が
「
直
観
」
に

よ
っ
て
進
む
と
い
う
点
に
何
ら
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
意
味
を
「
神
の
観
念
」
に
当
て
は
め
る
と
、
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。「
神
の
観
念
」
が
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
が
、だ
か
ら
と
い
っ
て
「
神

の
観
念
」
の
な
か
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
た
の
で
は
な
い
も
の
が
、
ま
さ
し
く
「
神

の
観
念
」
そ
の
も
の
の
う
ち
に
「
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
」
出
て
く
る
こ
と
、
こ
れ

が
神
の
思
考
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
を
「
神
の
属
性
の
変

容
（affectio

）」（1/30/P

）
と
い
う
概
念
に
集
約
し
て
い
る
。『
知
性
改
善
論
』
の

言
葉
を
使
え
ば
、神
の
う
ち
に
発
現
す
る
も
の
は
神
に
と
っ
て
さ
え
「
未
知
の
事
物
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
の
い
う
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」

と
は
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
「
未
知
の
事
物
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
神
の
思
考
は
つ
ね
に
「
直
観
」
に
よ
っ
て
進
む
創
造
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
い

う
る
の
で
あ
る
。

　
　

４　
『
知
性
改
善
論
』
か
ら
『
エ
チ
カ
』
へ
の
展
開

　

以
上
は
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
神
の
思
考
で
あ
る
。

オ
ラ
ン
ダ
語
訳
者
の
グ
ラ
ー
ツ
ェ
マ
ー
ケ
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
の
オ
ラ
ン
ダ
語

訳
者
で
も
あ
り
、
実
際
に
ス
ピ
ノ
ザ
と
交
流
が
あ
っ
た
（M

einsm
a 1983, 514

）。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
著
作
を
読
ん
だ
か
、
あ

る
い
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
と
仮
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る

（Sanchez Estop 1987, 58

）。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
神
の
思
考
は
前
提
か
ら
帰

結
へ
と
進
む
演
繹
的
な
も
の
だ
が
、
演
繹
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
は
推
論
で

は
な
く
「
直
観
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
が
デ
カ
ル

ト
に
由
来
し
て
い
る
と
仮
定
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
説
明
が
成
り
立
つ
。

　

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、「
直
観
」
は
「
推
論
」
な
い
し
「
演
繹
」
に
対
立
す
る
も

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
と
っ
て
不
可
欠
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

「
直
観
の
こ
の
よ
う
な
明
証
性
と
確
実
性
は
、
た
ん
に
命
題
に
と
っ
て
だ
け
で
な

く
、
さ
ら
に
ま
た
ど
の
よ
う
な
推
論
（discursus

）
に
と
っ
て
も
要
求
さ
れ
る
」

（D
escartes 1996b, 369

）。

す
な
わ
ち
、「
推
論
」な
い
し「
演
繹
」を
構
成
す
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が「
直

観
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、「
推
論
」
な
い
し
「
演
繹
」
の
確
実
性

を
保
証
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
直
観
と
演
繹
の
あ

い
だ
に
本
性
の
差
異
は
存
在
し
な
い
」（Brunschvicg 1993, 141

）
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ロ
ッ
ク
も
ま
た
こ
の
考
え
に
従
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
観
念
の

連
鎖
か
ら
な
る
「
論
証
的
（dem

onstrative

）」
な
認
識
に
お
い
て
も
「
直
観
な
し

に
は
真
理
と
確
実
性
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（Locke 1975, 531

）。
デ
カ

ル
ト
も
ロ
ッ
ク
も
人
間
知
性
が
お
こ
な
う
認
識
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
ス

ピ
ノ
ザ
は
神
の
思
考
に
お
い
て
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
認
識
が
成
立
す
る
と
考
え
た
。
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て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
虚
偽
」（2/35/P

）
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
に
も
と
づ
く
認
識
は
「
十

全
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
認
識
が
思
考
そ
れ
自
体
の
内

的
な
展
開
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
思
考
に
対
し
て
外
的
な
作
用
の
結
果
に
思
考

が
追
従
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
精
神
が
「
内
部
か
ら
決
定
さ

れ
」（2/29/S

）
て
お
ら
ず
、ま
っ
た
く
反
対
に
「
外
部
か
ら
決
定
さ
れ
」（2/29/S

）

て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
提
か
ら
帰
結
へ
の
演
繹
が
重
要
な
の
は
、
そ
れ

が
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
」
を
思
考
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

が
存
在
に
つ
い
て
の
真
の
思
考
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
の

相
互
作
用
の
結
果
に
追
従
す
る
こ
と
は
、
真
の
思
考
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
そ
れ
が

思
考
の
「
欠
損
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
「
感
覚
経
験
」
に
よ
る

認
識
が
真
理
の
認
識
か
ら
除
外
さ
れ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

　

し
か
し
、そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、人
間
精
神
の
認
識
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
「
十

全
」
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
も
の
を
認
識
す
る
際
に
「
感
覚
経

験
」
に
頼
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う
作
用

が
同
時
に
も
の
を
存
在
に
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
人
間
精
神

の
認
識
は
「
十
全
」
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
が
本
当
に
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ

た
も
の
」
が
存
在
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
思
考
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と

が
、
人
間
精
神
に
起
こ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
起
こ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
人
間
精

神
が
神
の
思
考
に
一
致
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
精
神
が
神
の
思
考
に
参
入
し
そ
れ
と
一
致
す
る
と
い
う
論

理
が
ど
う
や
っ
て
成
立
す
る
の
か
で
あ
る
。『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
は
掘
り
下

げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
問
い
か
け
に
『
エ
チ
カ
』
は
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
人
間
精
神
の
思
考
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
存
在
す
る
も

の
は
す
べ
て
神
の
な
か
に
存
在
す
る
」（1/15/P

）
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
性
の

哲
学
に
お
い
て
、
人
間
精
神
と
は
神
の
思
考
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
無
限
に
多

く
の
も
の
」の
ひ
と
つ
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
、人
間
精
神
は
神
に
と
っ
て
さ
え「
未

知
の
事
物
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
人
間
精
神
と

い
う
「
未
知
の
事
物
」
は
、
人
間
精
神
自
身
に
と
っ
て
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
間
精
神
は
神
の
思
考
の
一
部
分
で
あ
る
。
い
や
、
一
部
分
で
し
か
な
い
が
ゆ
え

に
人
間
精
神
の
認
識
に
は
「
欠
損
」
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
『
エ
チ
カ
』

で
は
体
系
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
言
及
し
た
「
十
全
」「
不
十
全
」
と
い

う
用
語
も
、『
知
性
改
善
論
』
で
素
描
さ
れ
た
思
想
を
立
体
的
に
表
現
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
重
要
な
点
は
、「
不
十
全
」
な
観
念
が
生
じ
る
構
造
を
解
明
す
る
理

論
的
な
道
具
立
て
と
し
て
、『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
「
身
体
の
変
容
」
と
い
う
論
理

が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。『
知
性
改
善
論
』
の
い
う
「
欠
損
」
は
こ
の
論

理
に
よ
っ
て
語
り
直
さ
れ
る
。

　

人
間
身
体
が
外
部
の
物
体
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
身
体
に

は
「
変
容
（affectio

）」（2/13/D

）
が
生
じ
る
。
こ
れ
が
「
身
体
の
変
容
」
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
感
覚
経
験
」
が
こ
う
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
間
精
神
の

な
か
に
は
「
身
体
の
変
容
」
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
身
体
の
変
容
の

観
念
」（2/19/P

）
と
呼
ば
れ
る
。「
感
覚
経
験
」
に
よ
る
認
識
の
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
人
間
精
神
が
こ
の
観
念
を
と
お
し
て
「
外
部
の
物
体
」（2/26/P

）

お
よ
び
「
人
間
身
体
」（2/27/P

）
さ
ら
に
は
「
人
間
精
神
」（2/29/P

）
を
認
識

す
る
限
り
、そ
れ
ら
の
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て「
十
全
」に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

つ
ま
り
、「
身
体
の
変
容
の
観
念
」は
神
の
思
考
に
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。し
た
が
っ
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が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
が
「
表
象
（im

aginatio

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
不

十
全
」な
認
識
で
あ
る
。
す
で
に
存
在
し
た
も
の
を「
想
起
」す
る
こ
と
も
や
は
り「
不

十
全
」
な
認
識
に
入
る
。
な
ぜ
な
ら
「
想
起
」
と
は
か
つ
て
生
じ
た
「
身
体
の
変
容
」

の
「
痕
跡
」（2/18/D

）
が
再
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
で
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
身
体
が
ま
さ
に
存
在
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
の
認
識
で
あ

れ
ば
、「
十
全
」
な
認
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
神
が
人
間
身
体
に
つ
い
て
持
っ

て
い
る
認
識
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
神
の
な
か
に
は
、
こ
の
あ
る
い
は
あ
の
人
間
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の

も
と
に
表
現
す
る
観
念
が
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」（5/22/P

）。

こ
の
テ
キ
ス
ト
に
見
出
さ
れ
る
「
こ
の
あ
る
い
は
あ
の
人
間
身
体
」
と
は
、
す
で
に

存
在
す
る
身
体
を
指
示
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
身
体
、
つ

ま
り
ま
さ
に
存
在
に
決
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
身
体
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

身
体
の
認
識
を
「
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
と
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
認
識
す
る
際
に
は
以
前
／
以
後
と
い
う
時
間

の
概
念
が
適
用
で
き
る
が
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
を
認
識
す
る
際
に
は

こ
の
概
念
は
意
味
を
な
さ
な
い
。「
永
遠
は
時
間
に
よ
っ
て
定
義
で
き
な
い
し
、
時

間
に
対
し
て
何
の
関
係
も
持
ち
え
な
い
」（5/23/S

）。
す
な
わ
ち
時
間
の
概
念
に

よ
っ
て
は
説
明
で
き
な
い
も
の
を
「
永
遠
」
と
呼
ん
で
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
「
神
の
観
念
」
の
な
か
に
「
帰
結
」
す
る
観
念
こ
そ
「
人

間
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の
も
と
に
表
現
す
る
観
念
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
観
念
が
「〔
人
間
〕
精
神
の
本
質
に
属
し
、
必
然
的
に
永
遠
で

あ
る
よ
う
な
あ
る
思
惟
の
様
態
」（5/23/S

）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は

　

と
こ
ろ
が
、『
エ
チ
カ
』
に
は
こ
の
問
い
か
け
に
た
い
す
る
明
示
的
な
解
答
は
見

出
さ
れ
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
人
間
精
神
に
と
っ
て
「
直
観
知
」
は
可
能
で
あ
る
と

い
う
論
理
が
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
を
い
く
ら
た

ど
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
そ
の
認
識
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
根

本
的
な
疑
問
は
解
消
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
精
神
が
「
直
観
知
」

に
到
達
す
る
条
件
を
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ

ザ
は
説
明
と
は
別
の
方
法
で
こ
の
条
件
を
読
者
に
伝
達
し
て
い
る
。
で
は
「
別
の
方

法
」と
は
何
か
。『
エ
チ
カ
』を
構
成
す
る
定
理
の
証
明
で
あ
る
。
つ
ま
り『
エ
チ
カ
』

を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
直
観
知
」
へ
の
通
路
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
直
観
知
」
に
関
す
る
明
示
的
な
説
明
が
以
下
の
よ
う
な
形
式

的
な
議
論
に
終
止
し
て
い
る
こ
と
は
何
ら
問
題
で
は
な
い
。『
エ
チ
カ
』
第
五
部
ま

で
を
す
で
に
理
解
し
た
読
者
に
と
っ
て
は
、「
直
観
知
」
の
た
ん
な
る
可
能
性
が
論

理
的
に
示
さ
れ
れ
ば
十
分
な
の
だ
。
こ
の
視
点
か
ら
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
テ
キ
ス

ト
を
再
構
築
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

人
間
身
体
に
「
変
容
」
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
身
体
が
す
で
に
存
在
し

持
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
精
神
が
あ
ら

ゆ
る
対
象
を
す
で
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
に
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
人
間
精
神
は
身
体
の
持
続
が
な
け
れ
ば
何
も
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
過

去
の
事
物
に
つ
い
て
何
も
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（5/21/P

）。

「
身
体
の
持
続
」
つ
ま
り
身
体
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
す
る
限
り
で
、

人
間
精
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
す
で
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
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（
１
）
の
用
法
は
実
体
（
神
）
の
本
質
か
ら
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を
指
し

て
い
る
。
実
体
（
神
）
が
「
変
容
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」

が
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
神
自
身
に
「
変
容
」
を
も
た
ら
す
の
は
神
の
思
考
で
あ
る
。

神
の
思
考
と
は
『
知
性
改
善
論
』
の
言
葉
で
い
え
ば
「
未
知
の
事
物
」
を
認
識
す
る

こ
と
な
の
で
、
つ
ね
に
「
直
観
」
に
よ
っ
て
進
む
。『
エ
チ
カ
』
の
い
う
「
人
間
身

体
の
本
質
」
と
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
対
象
と
し
て
の
人
間
身
体
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
２
）
の
用
法
は
実
体
（
神
）
の
思
考
に
よ
っ
て
す
で
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
が

外
部
か
ら
作
用
を
受
け
る
こ
と
で
生
じ
る
状
態
を
指
し
て
い
る
。
事
物
そ
れ
自
体
が

す
で
に
実
体
（
神
）
の
「
変
容
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
変
容
」
と
は
い
わ

ば
「
変
容
」
の
「
変
容
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
本
質
」
と
区
別

し
て
「
現
実
存
在
」
と
呼
ぶ
の
は
こ
の
意
味
で
の
「
変
容
」
を
被
っ
た
身
体
の
こ
と

で
あ
る
。

　

さ
て
、
重
要
な
の
は
実
体
（
神
）
の
「
変
容
」
と
し
て
の
人
間
身
体
と
外
部
か
ら

の
作
用
に
よ
っ
て
「
変
容
」
し
た
人
間
身
体
は
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
本
質
」
と
「
現
実
存
在
」
は
存
在
の
ふ
た
つ
の
次
元
を
あ
ら
わ
し
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。

　
「
現
実
存
在
」
の
次
元
と
は
人
間
身
体
が
す
で
に
他
の
事
物
と
相
互
作
用
を
お
こ

な
っ
て
い
る
次
元
で
あ
る
。
こ
の
次
元
で
は
人
間
身
体
は
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
外
部
か
ら
の
作
用
の
結
果
を
と
お
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
。
外
部
の
対
象
も
自
己
の
身
体
の
状
態
す
な
わ
ち
「
変
容
」
を
と
お
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は『
エ
チ
カ
』の
用
語
法
で
は「
表
象(im

aginatio)

」

で
あ
る
。こ
の
用
語
は『
知
性
改
善
論
』で
も
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る（§

84

）。

「
表
象
」
と
は
対
象
そ
れ
自
体
の
存
在
に
関
す
る
認
識
で
は
な
く
、
対
象
が
自
己
の

重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
思
考
の
一
部
分
で
あ
る
人
間
精
神
に
は
、
自
己
の

身
体
を
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ

れ
が
「
直
観
知
」
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
以
上
の
論
理
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、「
感
覚
経
験
」
と

「
推
論
」
の
み
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
人
間
精
神
に
と
っ
て
も
、そ
れ
ら
と
は
ま
っ

た
く
異
な
る
「
直
観
知
」
と
い
う
認
識
が
成
立
し
う
る
と
い
う
可
能
性
の
み
で
あ
る
。

そ
の
可
能
性
が
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
精
神
と
神
の
思
考
と
の
あ
い
だ
に
あ
る

「
天
と
地
ほ
ど
」
の
隔
た
り
が
埋
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
で
は
ど

う
や
っ
て
そ
れ
を
埋
め
る
の
か
と
い
う
点
は
ま
っ
た
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か

し
、私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、こ
の
点
に
関
す
る
説
明
を
期
待
す
る
こ
と
が
す
で
に
誤
っ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
説
明
す
る
か
わ
り
に
、
定
理
の
証
明
と
い
う
形

で
読
者
に
対
し
て
そ
れ
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
こ
の
解
釈
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
あ
え
て

言
及
し
て
こ
な
か
っ
た
「
共
通
概
念
」
に
眼
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

５　

共
通
概
念

　
『
エ
チ
カ
』
の
用
語
法
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、「
変
容(affectio)

」

と
い
う
用
語
が
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
１
）「
神
の
属
性
の
変
容
」
す
な
わ
ち
「
様
態
」

（
２
）「
身
体
の
変
容
」
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人
間
身
体
と
い
う
も
の
が
い
か
に
し
て
存
在
に
決
定
さ
れ
る
か
と
い
う
認
識
が
与
え

ら
れ
る
。
そ
れ
が
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
定
理
の
証
明
で
あ
る
。

　

証
明
は
「
一
般
概
念
」
で
は
な
く
実
体
（
神
）
の
本
質
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
共

通
概
念
」（2/40/S.1

）を
使
っ
て
な
さ
れ
る
。「
共
通
概
念
」と
は「
公
理
」（1/8/S.2

）

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
共
通
概
念
」
と
「
一
般
概
念
」
は
次
の
点
に
お
い
て
明
瞭

に
異
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
一
般
概
念
」
と
は
対
象
そ
れ
自
体
で
は
な

く
む
し
ろ
そ
の
意
味
を
表
示
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、「
共
通
概
念
」

と
は
あ
ら
ゆ
る
「
観
念
」
に
含
ま
れ
る
「
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
本
質
」（2/45/P

）

の
概
念
で
あ
る
。
問
題
は
こ
れ
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
神
の
思
考
に
よ
っ
て
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
な

ら
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
も
の
の
観
念
に
共
通
す
る
「
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
本
質
」

と
は
、
い
わ
ば
神
の
思
考
の
秩
序
で
あ
ろ
う
。
そ
の
秩
序
は
人
間
精
神
に
理
解
で
き

る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
本
質
」
は

「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」（2/46/D

）
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
諸
事
物
と
人
間
身

体
と
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
と
い
う
「
不
十
全
」
な
観

念
に
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
精
神
に
は

現
実
に
「
共
通
概
念
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
抽

出
し
た
も
の
が
『
エ
チ
カ
』
の
「
公
理
」
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み

に
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
公
理
は
７
個
、
第
二
部
の
公
理
は
５
個
、
第
三
部
に
は

公
理
が
な
く
（
こ
れ
は
第
三
部
の
定
理
が
第
二
部
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
）、
第
四
部
の
公
理
は
１
個
、
第
五
部
の
公
理
は
２
個
と
な
っ
て
い
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は「
共
通
概
念
」は「
十
全
」（2/38/P

）で
あ
る
と
い
う
。
と
い
う
の
は
、

「
共
通
概
念
」
と
は
神
の
思
考
の
秩
序
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
ど
ん
な
思
考
も
そ

れ
を
前
提
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
共
通
概
念
」
と
は

身
体
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
を
表
示
す
る
よ
う
な
認
識
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
よ
う
に
、そ
れ
は
「
一
般
概
念
」（2/40/S.1

）

へ
と
発
展
す
る
。「
一
般
概
念
」
と
は
同
種
の
個
体
間
の
差
異
を
捨
象
し
、
あ
ら
ゆ

る
個
体
を
同
一
性
の
な
か
に
吸
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
存
在
を
そ
の
意
味

へ
還
元
し
て
認
識
さ
せ
る
回
路
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
本
質
」
の
次
元
と
は
人
間
身
体
の
存
在
そ
の
も
の
が
認
識
さ

れ
る
次
元
で
あ
る
。
こ
の
次
元
で
人
間
身
体
を
認
識
す
る
に
は
、
他
の
事
物
と
の
相

互
作
用
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
次
元

に
お
い
て
は
「
身
体
の
変
容
」
を
前
提
せ
ず
に
人
間
身
体
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

「
精
神
は
永
遠
の
相
の
も
と
に
認
識
す
る
各
々
の
も
の
を
、
身
体
の
現
在
の
現
実
存

在
を
概
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の
も
と
に
概

念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
す
る
」（5/29/P

）。

と
こ
ろ
が
問
題
は
こ
の
先
に
あ
る
。「
現
実
存
在
」
の
次
元
は
人
間
精
神
に
よ
っ
て

認
識
で
き
る
が
、「
本
質
」
の
次
元
は
も
と
も
と
神
に
固
有
の
認
識
領
域
だ
か
ら
で

あ
る
。
人
間
精
神
が
い
っ
き
に
こ
の
認
識
領
域
に
踏
み
込
む
と
主
張
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
い
や
、
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
で
は
た
ん
な
る

神
秘
主
義
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
現
実
存
在
」
か
ら
「
本
質
」

へ
と
接
近
す
る
た
め
の
中
間
的
な
領
域
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
よ
う

な
領
域
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
と
い
う
テ

キ
ス
ト
そ
れ
自
体
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
領
域
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は

個
々
の
人
間
身
体
の
本
質
が
い
か
に
し
て
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
る
か
で
は
な
く
、
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観
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概
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「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ
り
、
ひ
と
し
く
部
分
の
な
か
に
も
全
体
の
な
か
に
も

あ
る
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
個
物
の
本
質
を
も
構
成
し
な
い
」（2/37/P

）。

し
か
し
、こ
の
延
長
線
上
に
「
直
観
」
が
あ
る
こ
と
を
テ
キ
ス
ト
が
明
言
し
て
い
る
。

「
諸
事
物
を
第
三
種
の
認
識
〔「
直
観
」〕
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
い
う
コ
ナ
ト
ゥ
ス

な
い
し
欲
望
は
、
第
一
種
の
認
識
〔「
表
象
」〕
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

第
二
種
の
認
識
〔「
共
通
概
念
」〕
か
ら
生
じ
る
こ
と
は
で
き
る
」（5/28/P

）。

こ
の
「
欲
望
」
は
い
っ
た
い
誰
に
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
エ
チ
カ
』
の
読
者
に

生
じ
る
の
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
の
証
明
を
理
解
す
る
あ
い
だ
、
人
間
精
神
は
人
間

身
体
と
い
う
も
の
が
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
思
考
に
参
入
す

る
。
こ
の
思
考
は
「
共
通
概
念
」
に
よ
る
の
だ
か
ら
特
定
の
人
間
身
体
の
存
在
に
つ

い
て
は
認
識
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
十
全
」
な
思
考
に
参
入
し
て
い

る
限
り
に
お
い
て
、
人
間
精
神
は
「
身
体
の
変
容
の
観
念
」
の
連
鎖
か
ら
な
る
「
不

十
全
」
な
思
考
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
直
観
知
」
へ
向

か
う
「
欲
望
」
は
こ
の
次
元
に
固
有
の
「
欲
望
」
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
『
知
性
改
善
論
』
の
用
語
法
で
は
「
知
性(intellectus)

」（§
84

）
と

い
う
用
語
が
「
表
象
」
に
対
立
す
る
認
識
を
指
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
知
性
」

に
は
「
直
観
」
と
「
理
性
」
が
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、『
知
性
改
善
論
』
で
は

そ
の
点
が
じ
つ
は
は
っ
き
り
し
な
い
。「
知
性
」
が
「
直
観
」
を
含
む
こ
と
は
間
違

い
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
理
性
」
を
も
含
む
か
ど
う
か
と
い
う
点
は
曖
昧

で
あ
る
。「
理
性
」
と
は
推
論
に
よ
る
認
識
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
直
観
」
の
み
を
真

理
と
み
な
す
『
知
性
改
善
論
』
の
真
理
論
の
な
か
で
は
そ
の
位
置
づ
け
が
十
分
に
な

そ
れ
が
な
け
れ
ば
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
思
考
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
の
た
め
の
例
と
し
て
、『
エ
チ
カ
』
第
１

部
公
理
１
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
他
の

も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
で
あ
る
」（1/1/A

）。

こ
の
よ
う
に
、
も
の
の
存
在
を
思
考
す
る
た
め
の
最
も
基
本
的
な
秩
序
が
「
公
理
」

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』
の
読
者
に
そ
の
「
公
理
」
が
理
解
で
き
る

と
い
う
こ
と
は
、
読
者
が
実
際
に
「
共
通
概
念
」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
『
エ
チ
カ
』
は
理
解
可
能
な
の
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
を

読
む
こ
と
で
、
読
者
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
仕
方
で
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、「
感
覚
経
験
」
に
も
「
一
般
概
念
」
に
よ
る
「
推
論
」
に
も
よ
ら

ず
に
現
実
存
在
す
る
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
人
間
身
体
が
ど
ん
な
ふ
う
に

し
て
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
る
か
が
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
の
用

語
法
で
は
こ
の
認
識
が「
理
性
」（2/40/S2

）と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、

「
共
通
概
念
」
に
よ
っ
て
認
識
す
る
と
き
、
人
間
精
神
が
神
の
思
考
と
同
じ
秩
序
に

よ
っ
て
も
の
を
認
識
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、『
エ
チ
カ
』
の
読

者
に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
と
神
の
思
考
と
の
あ
い
だ
に
認
め
ら
れ
る
「
天
と
地
ほ

ど
」
の
隔
た
り
が
、
そ
う
と
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
埋
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
は
あ
く
ま
で
人
間
精
神
の
認
識
で
あ
っ
て
神

の
思
考
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
共
通
概
念
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
は
人
間
身

体
の
「
本
質
」
と
い
う
個
別
的
な
存
在
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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人
間
精
神
の
思
考
は「
感
覚
経
験
」に
よ
っ
て
す
で
に
存
在
す
る
も
の
を
と
ら
え
、「
一

般
概
念
」
を
用
い
て
そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
推
論
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

神
の
思
考
と
人
間
精
神
の
思
考
の
間
に
は
明
ら
か
な
断
絶
が
あ
る
。
伝
統
的
な
形
而

上
学
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
精
神
の

思
考
が
神
の
思
考
に
参
入
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
思
考
こ
そ
真
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
精
神
は
「
感

覚
経
験
」
や
「
推
論
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
を
い
わ
ば
真
理
の
代
用
品
と

し
て
受
け
容
れ
る
ほ
か
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
拒
否
し
た
の
は
こ
の
よ
う
な
思
想
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
神
の
思
考
と
人
間
精
神
の
思
考
の
あ
い
だ
に
認
め
ら
れ
る
隔
た

り
を
い
か
に
し
て
埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
重

要
な
課
題
と
な
る
。

　
『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
は
こ
の
課
題
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。『
エ
チ

カ
』
は
こ
の
課
題
に
ひ
と
つ
の
解
決
を
見
出
す
。
そ
れ
が
「
共
通
概
念
」
で
あ
る
。

神
の
思
考
は
規
則
に
し
た
が
う
「
推
論
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が

神
の
思
考
に
よ
っ
て
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
の
観

念
に
も
神
の
思
考
の
秩
序
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
引
用
し
た

『
エ
チ
カ
』
の
「
公
理
」
を
も
う
い
ち
ど
引
用
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
秩
序
は
「
存
在

す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
他
の
も
の
の

う
ち
に
存
在
す
る
か
で
あ
る
」（1/1/A

）
と
い
う
よ
う
な
、
も
し
こ
れ
が
否
定
さ

れ
た
ら
存
在
に
つ
い
て
の
思
考
が
成
立
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
要
な
点
は
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
た
ん
な
る
「
感
覚
経
験
」
を
と
お
し
て
人
間
精
神
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
が
存
在
を
思
考
す
る
と
き
の
秩
序
が

人
間
精
神
に
も
そ
っ
く
り
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
神
の
思
考
の
秩
序
は
神

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
が
『
エ
チ
カ
』
で
あ
る
。

「
身
体
の
変
容
」
の
認
識
そ
れ
自
体
は
「
表
象
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
身
体
の
変
容
」

が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
に
つ
い
て
の
理
解
は
そ
う
で
は
な
い
。『
エ
チ
カ
』
の
用

語
で
い
え
ば
、『
知
性
改
善
論
』
は
「
身
体
の
変
容
」
の
認
識
と
「
身
体
の
本
質
」

の
認
識
を
区
別
し
た
だ
け
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
は
そ
の
あ
い
だ
に
「
身
体
の
本
質
」

は
説
明
で
き
な
い
が
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
十
全
」
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
の
で
き

る
認
識
（「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
）
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。「
共
通
概
念
」
に

よ
る
推
論
を
「
十
全
」
な
認
識
と
し
て
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
エ
チ
カ
』
の
真

理
論
は
あ
る
意
味
で
譲
歩
し
て
い
る
。
実
際
、
ア
ル
キ
エ
に
よ
れ
ば
「
こ
の
よ
う
な

概
念
を
規
定
す
る
ま
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
長
く
躊
躇
し
て
い
た
」（A

lquié 1981, 193

）。

し
か
し
こ
の
点
で
譲
歩
し
な
け
れ
ば
、「
直
観
」
に
よ
る
認
識
が
ど
の
よ
う
な
条
件

の
も
と
に
成
立
す
る
の
か
と
い
う
点
は
依
然
と
し
て
謎
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
人
間
精
神
が
「
直
観
知
」
に
接
近
す
る
方
法
は
『
エ
チ
カ
』
を
理

解
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
解
釈
で
き
る
。
読
者
は
そ
の
よ
う

な
説
明
を
い
っ
さ
い
与
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
『
エ
チ
カ
』
を
読
む
こ
と
そ
れ
自
体

が
神
の
認
識
領
域
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

以
上
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
神
の
思
考
は
前
提
か
ら
帰
結
へ
と
進

む
演
繹
で
あ
る
が
、
演
繹
の
あ
ら
ゆ
る
ス
テ
ッ
プ
は
「
直
観
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
神
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
の
は
「
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
」
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
を
認
識
す
る
に
は
「
直
観
」
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、



直
観
知
と
共
通
概
念

七
一

（§
72

）
が
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
の
特
徴
は
、こ
の
場
合
の
「
球

の
概
念
」
が
ま
っ
た
く
「
感
覚
経
験
」
に
も
「
一
般
概
念
」
に
も
依
存
し
て
お
ら
ず
、

た
だ
知
的
な
操
作
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ

に
こ
の
点
に
お
い
て
「
真
の
観
念
」
は
「
共
通
概
念
」
と
異
な
る
。

　
「
球
の
概
念
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
い
う
よ
う
に
「
そ
の
対
象
が
わ
れ
わ
れ
の
思

惟
能
力
に
依
存
し
て
お
り
、
自
然
の
な
か
に
何
ら
か
の
対
象
を
持
た
な
い
こ
と
を

わ
れ
わ
れ
が
き
わ
め
て
確
実
に
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
あ
る
真
の
観
念
」（§

72

）

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
共
通
概
念
」
と
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
存
在
に
決
定
す
る

神
の
思
考
の
秩
序
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
秩
序
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
る
の
は
実

在
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、「
真
の
観
念
」
か
ら
「
共
通
概
念
」
へ
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
推
測
し
て
み
る
し
か
な
い
。
─
─
『
知
性
改
善
論
』

の
時
点
で
人
間
精
神
の
な
か
に
「
真
の
観
念
」
が
あ
る
と
い
う
点
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
す

で
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、『
知
性
改
善
論
』
は
「
感
覚
経
験
」
と
「
知
性
」

を
峻
別
す
る
と
い
う
合
理
主
義
の
精
神
に
あ
ま
り
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め

「
真
の
観
念
」
が
「
感
覚
経
験
」
を
と
お
し
て
暗
黙（
２
）に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

点
ま
で
掘
り
下
げ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
真

の
観
念
」
の
内
容
は
あ
ま
り
に
表
面
的
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
真
の
観

念
」
と
は
「
共
通
概
念
の
抽
象
的
観
念
」（D

eleuze 1981, 156

）
で
あ
る
と
ド
ゥ

ル
ー
ズ
が
い
う
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
で
挫
折
し
な

か
っ
た
。「
感
覚
経
験
」
の
な
か
に
暗
黙
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
こ
そ
実
在
を
思
考

す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
見
極
め
、「
真
の
観
念
」
を
「
公
理
」

と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
エ
チ
カ
』
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
神
の
本
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
神
は
た
だ
自
己
の
本
性
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
、
な
に
も
の
に
も
強
制
さ
れ
ず
に
活

動
す
る
」（1/17/P

）。

神
の
「
本
性
の
諸
法
則
」
が
作
り
出
す
秩
序
を
「
公
理
」
と
し
て
設
定
し
、
人
間
精

神
お
よ
び
人
間
身
体
が
存
在
に
決
定
さ
れ
る
論
理
を
組
み
立
て
た
の
が
『
エ
チ
カ
』

で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
定
理
」
の
「
証
明
」
は
「
推
論
」
で
あ
り
、
神
の

思
考
は
「
直
観
」
で
あ
る
か
ら
、『
エ
チ
カ
』
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
人
間
精
神
が
神

の
思
考
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
直
観
」
に
よ
っ
て
存
在
を
理
解

す
る
こ
と
へ
の
「
欲
望
」
が
こ
こ
か
ら
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
エ

チ
カ
』
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
精
神
が
す
で
に
神
の
認
識
領
域
に
身
を
置
い
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

最
後
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
ん
な
ア
イ
デ

ア
を
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
思
い
つ
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
ア
イ
デ
ア
の

萌
芽
は
す
で
に
『
知
性
改
善
論
』
の
な
か
に
あ
る
。「
真
の
観
念
」（33
）
で
あ
る
。

た
だ
し
、こ
れ
が
「
共
通
概
念
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。『
知

性
改
善
論
』
は
人
間
精
神
に
は
「
真
の
観
念
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と

か
ら
出
発
し
て
い
る
。『
知
性
改
善
論
』
が
説
く
哲
学
の
方
法
は
「
真
の
観
念
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
」（§

37

）
す
る
こ
と
を
不
可
欠
の
手
続
き
と
し
て

含
む
。
し
た
が
っ
て
事
物
で
は
な
く
「
観
念
」
が
考
察
の
対
象
で
あ
る
。「
方
法
と

は
反
省
的
認
知
な
い
し
観
念
の
観
念
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」（§

38

）。で
は
、「
真

の
観
念
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
幾
何
学
か
ら
例

を
出
す
。「
半
円
が
中
心
の
周
り
を
回
転
す
る
」（§

72

）こ
と
に
よ
っ
て「
球
の
概
念
」
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凡
例

『
知
性
改
善
論
』（T

ractatus de Intellectus E
m

endatione

）
の
参
照
箇
所
は
節
番
号

を
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

『
エ
チ
カ
』（E

thica

）
の
参
照
箇
所
は
以
下
の
略
号
を
用
い
て
本
文
中
に
挿
入
す
る
。

公
理
→
Ａ　

定
理
→
Ｐ　

証
明
→
Ｄ　

系
→
Ｃ　

注
解
→
Ｓ　
【
例
】『
エ
チ
カ
』
第
１
部

定
理
２
５
→1/25/P

使
用
テ
キ
ス
トGebhardt(ed.) 1972, Spinoza O

pera II, H
eidelberg

　
　

注

（
１
） 「
真
理
が
「
一
致
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
前
も
っ
て
与
え
ら
れ
て
い

る
対
象
の
把
握
が
こ
の
一
致
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」。「
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
直

観
は
思
考
の
創
造
的
な
力
に
全
面
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
」（Brunschvicg 

1951: 81

）。

（
２
） 

こ
の
結
果
、『
知
性
改
善
論
』
に
お
け
る
「
真
の
観
念
」
は
非
常
に
曖
昧
な
概
念
に
な
っ

て
い
る
。『
知
性
改
善
論
』
に
お
い
て
真
理
と
認
定
さ
れ
る
の
は
「
直
観
知
」
だ
け

で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
「
真
の
観
念
」
と
は
「
直
観
」
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
説
明
は
ま
っ
た
く
与
え
ら
れ
え
て
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
そ

れ
が
「
真
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
。
こ
の
疑
問
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
答
え
て
い
な
い
。
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