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ジ
ャ
ン
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
（Jean C

availlès, 1903-1944

）
は
、
二
〇
世
紀
前
半

の
フ
ラ
ン
ス
に
生
き
た
最
も
重
要
な
数
学
の
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
彼
の
哲
学
は
、「
概
念
の
哲
学
」
と
い
う
名
の
も
と
に
、
彼
の
死
後
、

レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
盟
友
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
カ
ン
ギ
レ
ム
に
よ
っ
て
、
ま
た
カ

ン
ギ
レ
ム
の
周
辺
に
お
い
て
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
ら
に
よ
っ
て
、
構
造
主
義
の
哲
学
の
代
名
詞
と
し
て
参
照
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
詳
細
や
一
貫
し
た
体
系
の
全
貌
が
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
わ
け

で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、そ
の
解
明
の
た
め
に
、彼
自
身
や
生
前
の
彼
と
交
流
の
あ
っ

た
人
々
に
よ
っ
て
繰
り
か
え
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
ス
ピ
ノ
ザ
主

義
者 spinoziste

」
と
し
て
の
側
面
に
つ
い
て
一
つ
の
新
た
な
解
釈
を
提
示
し
た
い
。

　

以
前
、
筆
者
は
す
で
に
、『
構
造
と
生
成
Ⅰ　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
研
究
』（
近
藤

2011

）
に
お
い
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
に
た
い
す
る
一
つ
の
可
能
な
解

 1  

本
稿
は
、
科
研
費
研
究
課
題
、
基
盤
研
究
Ｂ
「
フ
ラ
ン
ス
・
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
の
伏

流
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
」（
上
野
修
代
表
）
に
お
い
て
行
わ
れ
た
第
一
回
研
究
会
（
於

大
阪
大
学
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
七
日
）
で
の
発
表
原
稿
を
、
一
部
の
語
句
の
修
正
と

現
時
点
で
の
追
記
を
加
え
た
う
え
で
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
が
上
野

修
・
米
虫
正
巳
・
近
藤
和
敬
編
『
概
念
の
倫
理
・
主
体
の
論
理
』（
以
文
社
）
で
の
拙

論
の
基
礎
的
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
。

釈
を
提
示
し
た
。
こ
の
解
釈
の
最
大
の
欠
点
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
対

応
す
る
文
献
的
根
拠
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
知
性
改
善
論
』
の
議
論
に
限
定
し
て
い
た

点
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
た
と
え
ば
、G

ranger1946 

を
は
じ
め
と
し
て
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
哲
学
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
と
結
び
つ
け
る
議
論
が
以
前

か
ら
存
在
し
て
き
た
（cf., G

ranger1946

、G
ils1993

、H
uism

an1993

）。
ま
た
、

近
年
に
な
っ
て
、
以
前
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
的
対
応
の
解
釈
に
対

し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
シ
ナ
ス
ー
ル
（Sinaceur1984

）
も
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
手

紙
の
分
析
や
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
ボ
ル
ヌ
と
の
往
復
書
簡
の
分
析
（Sinaceur2009

）
を

通
し
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
『
エ
チ
カ
』
と
の
関
係
で
解
釈
し
よ

う
と
し
て
い
る
（cf., Sinaceur2002

、Sinaceur2004

）。
た
だ
し
、
こ
の
解
釈
の
欠

点
は
、
そ
の
対
応
が Sinaceur2002 

な
ど
で
か
な
り
具
体
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
い

ま
だ
表
面
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
特
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
数
学
思
想
と

内
容
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
の
確
証
が
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

中
村
大
介
氏
は
、
中
村 2013 

等
に
お
い
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
、

特
に
彼
の
博
士
主
論
文
お
よ
び
副
論
文
に
お
け
る
抽
象
集
合
論
お
よ
び
証
明
論
形
成

史
の
分
析
の
具
体
的
な
分
析
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、「
概
念
の
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
」
と

い
う
観
点
か
ら
独
自
の
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
の
対
応
も
、
ス

ピ
ノ
ザ
の
文
献
上
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
と
い
よ
り
も
、
内
容
上
の
類
似
的
対
応
に

と
ど
ま
っ
て
お
り
、
い
ま
だ
充
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、
以
上
の
解
釈
的
状
況
に
お
い
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
特
に
晩
年
の
思

想
で
あ
る
『
論
理
学
と
学
知
の
理
論
に
つ
い
て
』（
以
下
Ｌ
Ｔ
Ｓ
と
略
記
）
に
お
け

る
「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
「
主
題
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
具
体
的
な
数
学
的
解
釈
と
整

合
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
『
エ
チ
カ
』
と
の
文

献
上
の
対
応
に
お
い
て
解
釈
す
る
道
筋
を
試
み
る
。
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二

１
．
解
釈
に
お
い
て
考
慮
す
る
べ
き
要
素
の
提
示

　

ま
ず
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
解
釈
を
検
討
す
る
た
め
に
、
カ
ヴ
ァ
イ

エ
ス
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
に
明
示
的
に
言
及
し
て
い
る
文
献
資
料
を
年
代
順
に
提
示
す

る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

１
．
一
九
二
九
年
九
月
二
七
日
付
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
へ
の
手
紙

　
　
　
（Ferrières2003 :77-78
）

２
．
一
九
三
〇
年
一
〇
月
七
日
付
の
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
（Sinaceur2009 :28

）：
ボ

ル
ヌ
１

３
．
一
九
三
〇
年
一
〇
月
三
一
日
付
の
家
族
へ
の
手
紙
（Ferrières2003 :85

）

４
．
一
九
三
〇
年
一
一
月
二
六
日
付
の
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
（Sinaceeru2009 :33

）：

ボ
ル
ヌ
２

５
．
一
九
三
四
年
三
月
一
四
日
付
の
家
族
へ
の
手
紙
（Ferrières2003 :114

）

６
．
一
九
三
八
年
一
月
二
四
日
付
の
家
族
へ
の
手
紙
（Ferrières2003 :141

）

７
．
一
九
四
三
年
頃
執
筆
の
Ｌ
Ｔ
Ｓ
第
一
部
一
八
頁
（C

availlès1947 :18
）：
Ｌ
Ｔ

Ｓ
１

８
．
一
九
四
三
年
頃
執
筆
の
Ｌ
Ｔ
Ｓ
第
二
部
三
二
頁
（C

availlès1947 :32

）：
Ｌ
Ｔ

Ｓ
２
（
以
上
の
な
か
で
こ
の
箇
所
だ
け
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
名
が
明
示
的
に
出
て
い

な
い
が
、
７
と
の
関
係
で
参
照
が
明
ら
か
で
あ
る
た
め
数
え
入
れ
る
。）

　

以
上
の
箇
所
の
す
べ
て
を
同
時
に
解
釈
の
遡
上
に
乗
せ
る
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
紙
幅
の
関
係
上
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ

理
解
は
、
少
な
く
と
も
以
下
の
三
つ
の
文
脈
の
複
合
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
現
在
の
解
釈
的
状
況
が
混
乱
し
て
い
る
の
も
、
以
下
の
三

つ
を
独
立
に
検
討
し
て
い
な
い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１
．
Ｌ
Ｔ
Ｓ
で
の
数
学
お
よ
び
論
理
学
の
哲
学
の
議
論
の
文
脈
。

２
．
二
〇
世
紀
前
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
圏
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
文
脈
（
と
く
に
ブ
ラ

ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
そ
れ
と
の
関
係
を
含
む
）。

３
．
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
独
自
の
宗
教
思
想
（「
根
本
的
合
理
主
義 rationalism

e radical

」

（C
availlès1925, p.132.

）
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
の
背
景
に

あ
る
思
想
史
的
文
脈
、
で
あ
る
。（
２
と
３
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
な
か
で
は
特

に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
主
題
と
し
て
は
分
離
可
能
で
あ
る
。）

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
全
貌
を
詳
細
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

少
な
く
と
も
以
上
の
三
つ
の
文
脈
に
お
け
る
彼
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
の
意
義
を
明
ら
か

に
し
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
有
意
味
な
関
係
性
を
解
明
す
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の

先
駆
け
と
し
て
、
上
記
１
の
文
脈
に
議
論
を
限
定
し
て
、
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
と

し
た
い
。
そ
れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
そ
の
解
釈
の
必
要
に
応
じ
て
の

み
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
７
お
よ
び
８
の
文
献
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

Ｌ
Ｔ
Ｓ
１
：「
必
要
な
の
は
、
観
念
の
観
念
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
的
な
重
ね
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に
依
拠
す
る
こ
と
か
、
あ
る
い

は
そ
の
性
質
が
真
正
の
作
用
の
な
か
で
無
媒
介
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
産
出
的
意

識
に
依
拠
す
る
こ
と
か
、こ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
場
合
に
し
て
も
、

存
在
論
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（C

availlès1947 :18

＝
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス 2013 :23

：
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
：
以
下
同
様
）
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三

Ｌ
Ｔ
Ｓ
２
：「
二
つ
の
係
争
﹇
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
と
主
題
化
（
引
用
者
）﹈
か
ら
な

る
二
重
の
錯
綜
が
み
て
と
ら
れ
る
。
こ
の
錯
綜
の
一
方
で
は
、
ふ
た
つ
の
係
争

が
両
方
と
も
意
味
の
同
じ
隆
起
か
ら
生
じ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
え
、

第
一
の
も
の
﹇
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
﹈
の
抽
象
化
が
、
第
二
の
も
の
﹇
主
題
化
﹈
を

促
進
し
て
も
い
る
。﹇
中
略
﹈
こ
の
錯
綜
の
他
方
を
な
し
て
い
る
の
は
、
措
定

す
る
意
味
が
、
す
べ
て
の
意
味
と
同
じ
よ
う
に
、
縦
断
的
な
展
開
を
と
も
な
う

作
用
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、ど
ん
な
措
定
す
る
意
味
も
、同
時
に
、

あ
る
別
の
作
用
の
措
定
さ
れ
る
意
味
で
も
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
、
ど
ん
な
観
念

0

0

0

0

0

も
形
相
的
実
在
性
を
も
つ
と
い
う
伝
統
的
な
原
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
）。
か
く
し
て
、
深
化
す
る
運
動
は
、
そ
の
口
火
が
切
ら
れ
る
や
否
や
、
ひ

と
つ
め
の
種
類
の
新
し
い
連
鎖
を
生
じ
さ
せ
る
。
観
念
の
観
念

0

0

0

0

0 idée de l

’idée 

は
、
無
制
限
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
る
損
失
を
被
る
こ
と
な
く
、
観
念
の
観
念

0

0

0

0

0

が
定
義
す
る
平
面
の
う
え
に
、
お
の
れ
の
産
出
的
力
能

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 puissance génératrice 

を
明
示
す
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」（C

availlès1947 :32=34

）

　

 

「
知
解
可
能
性
の
絶
対
性
」
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
る
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
他
の
言

及
に
も
肯
定
的
に
表
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ボ
ル
ヌ
へ
の
手
紙
で
は
、
こ
の
「
絶
対
性
」

が
「
神
的
な
も
の
」
で
あ
り
、「
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
存
在
論
」
と
も
関
係
づ
け
て
登

場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｓ
１
で
「
存
在
論
的
な
分
析
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

ボ
ル
ヌ
１
：「
概
念
の
な
か
に
さ
え
、
す
く
な
く
と
も
あ
る
概
念
か
ら
別
の
概

念
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
神
的
な
も
の du divin 

が
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、
不
完
全
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
存
在
論

な
の
で
あ
っ
て
、
知
解
可
能
性
の
、
理
性
の
絶
対
的
な
価
値

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
決
定
的
に
肯
定

し
て
い
る
も
の
の
な
か
に
あ
る
の
で
す
。」（Sinaceur2009 :28

）

　

こ
の
ボ
ル
ヌ
１
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
こ
こ
で
は
追
求
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
解
釈
は
明
ら
か
に
、
神
学
者
で
あ
る
ボ
ル
ヌ
に
対
し
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
自
身
の

合
理
主
義
的
信
仰
を
説
い
て
い
る
も
の
の
一
部
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
適
切
な

解
釈
の
た
め
に
は
、
複
雑
な
神
学
的
、
宗
教
文
化
的
な
背
景
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
箇
所
を
引
用
し
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、「
知

解
可
能
性
」
と
「
絶
対
性
」
と
い
う
語
が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
、
明
ら
か
に

ス
ピ
ノ
ザ
の
理
解
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
過
ぎ
な
い
（cf., 

Sinaceur2009 :33

）。

　
「
観
念
の
観
念
」
と
い
う
語
と
直
接
か
つ
明
示
的
に
関
わ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス

ト
は
『
知
性
改
善
論
』
に
お
け
る
次
の
箇
所
で
あ
る
。

Ｔ
Ｉ
Ｅ
１
：「
三
七
：
従
っ
て
方
法
は
必
然
的
に
推
論
の
仕
方
や
理
解
の
仕
方

に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
中
略
﹈
む
し
ろ
方
法
は
、
真
の
観
念

を
他
の
諸
知
覚
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
の
本
性
を
探
求
し
、
以
て
真
の
観
念
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
、﹇
中
略
﹈
存
す
る
。」
２ 

Ｔ
Ｉ
Ｅ
２
：「
三
八
：
こ
の
こ
と
か
ら
、
方
法
と
は
、
反
省
的
認
識
あ
る
い
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

観
念
の
観
念

0

0

0

0

0 cognitio reflexiva aut idea ideae 

以
外
の
何
者
で
も
な
い
と
い

 2  

以
下
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
岩
波
文
庫
版
の
邦
訳
に
全
面
的
に
依
拠
す

る
。
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四

う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
そ
し
て
は
じ
め
に
観
念
が
な
く
て
は
観
念
の
観
念
が

な
い
か
ら
、
は
じ
め
に
観
念
が
な
け
れ
ば
方
法
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
故
に
、

与
え
ら
れ
た
真
の
観
念
の
規
範
に
従
っ
て
精
神
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
べ
き

か
を
示
す
方
法
が
正
し
い
方
法
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
ま
た
、
二
つ
の
観

念
の
間
に
あ
る
関
係
は
、
そ
れ
ら
の
観
念
の
形
相
的
本
質
の
間
に
あ
る
関
係
と

同
一
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
し
て
、
最
高
完
全
者
の
観
念
の
反
省
的
認
識
が
他
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

諸
観
念
の
反
省
的
認
識
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。
言
い
換

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

え
れ
ば
、
最
も
完
全
な
方
法
は
、
与
え
ら
れ
た
最
高
完
全
者
の
観
念
の
規
範
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た
が
っ
て
ど
の
よ
う
に
精
神
が
導
か
れ
る
べ
き
か
を
示
す
方
法
で
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
な
る

0

0

0

。」

　

た
だ
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
（cf., 

上
野

2005 :113

、
松
田2009 :65-66

）、
こ
の
「
観
念
の
観
念
」idea ideae 

と
い
う
「
重

ね
合
わ
せ
」
を
正
当
化
す
る
論
証
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
定
理
二
〇
の
証
明
お

よ
び
定
理
三
に
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。

Ｅ
１
：「
第
二
部
定
理
二
〇
証
明
：
思
惟
は
神
の
属
性
で
あ
る
（
こ
の
部
の
定

理
一
に
よ
り
）。
ゆ
え
に
思
惟
な
ら
び
に
思
惟
の
す
べ
て
の
変
状
に
つ
い
て（
こ

の
部
の
定
理
三
に
よ
り
）、
し
た
が
っ
て
ま
た
人
間
精
神
に
つ
い
て
も
（
こ
の

部
の
定
理
一
一
に
よ
り
）、
必
然
的
に
神
の
中
に
観
念
が
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」

Ｅ
２
：「
第
二
部
定
理
三
：
神
の
う
ち
に
は
必
然
的
に
神
の
本
質
の
、
な
ら
び

に
神
の
本
質
か
ら
必
然
的
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
、
観
念
が
存
在
す

る
。」

　

こ
の
エ
チ
カ
の
該
当
箇
所
が
、
Ｔ
Ｉ
Ｅ
２
の
主
張
の
根
拠
を
な
し
て
い
る
と
い
う

解
釈
は
、
既
存
の
ス
ピ
ノ
ザ
研
究
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
さ

ら
な
る
正
当
化
は
こ
こ
で
は
議
論
の
範
囲
の
外
に
お
く
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
議
論

に
必
要
な
限
り
で
、
以
上
の
二
つ
の
箇
所
が
、
Ｔ
Ｉ
Ｅ
２
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
議

論
を
松
田 2009 

の
議
論
（
松
田 2009 :63-68

）
に
よ
り
な
が
ら
再
構
成
し
て
お
く
。

　

Ｅ
１
に
お
い
て
「
観
念
の
観
念
」
に
相
当
す
る
の
は
、「
思
惟
な
ら
び
に
思
惟
の

す
べ
て
の
変
状
に
つ
い
て
」
の
「
観
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
必
然
的
に
神
の
な
か

に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
定

理
三
（
Ｅ
２
）
に
あ
る
「
神
の
本
質
」
と
は
、
す
な
わ
ち
「
属
性
」
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
延
長
や
思
惟
や
そ
の
他
の
無
限
に
あ
る
属
性

か
ら
必
然
的
に
生
起
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の

0

0

0

0

0

0

の
観
念
が
、
神
の
う
ち
に
は

0

0

0

0

0

0

必
然
的
に
存

在
す
る
（
つ
ま
り
、
そ
れ
に
対
し
て
人
間
の
精
神
の
う
ち
に
は
必
ず
し
も
あ
る
と
は

限
ら
な
い
）
と
い
う
こ
と
が
、
Ｅ
２
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
に
は
、
思
惟
属
性
か
ら
必
然
的
に
生
起
す
る
観
念
も

ま
た
含
ま
れ
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
、
Ｅ
１
の
文
言
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
松
田 2009 :64-65 

が
議
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
、
再
帰
的
な
適

用
に
た
い
し
て
開
か
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
の

時
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
観
念
」
の
う
ち
に
は
、観
念
だ
け
で
な
く
、観
念
の
観
念
や
、

観
念
の
観
念
の
観
念
も
ま
た
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

 
「
任
意
の
思
惟
属
性C

＊
に
対
し
て
、C

＊
を
対
象
と
す
る
思
惟
属
性 C

C

＊
が

存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
任
意
の
基
礎
的
属
性X

に
つ
い
て
、
思
惟
属
性C

X

、

思
惟
属
性 C

C
X

 

、
思
惟
属
性 C

C
C

X
 

、
…
…
（
言
わ
ば
、
一
階
の
思
惟
属



カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
再
解
釈
の
試
み

五

性
、
二
階
の
思
惟
属
性
、
三
階
の
思
惟
属
性
、
…
…
）
が
存
在
す
る
。」（
松

田 2009 :64

）

　
２
．
解
釈
上
の
問
題
の
構
成

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
Ｌ
Ｔ
Ｓ
一
お
よ
び
Ｌ
Ｔ
Ｓ
二
を
、
素
直
に
、
Ｔ
Ｉ
Ｅ
２
を
参
照

し
て
い
る
も
の
と
し
て
読
め
ば
、「
観
念
の
観
念
」
と
は
「
反
省
的
認
識
」
で
あ
り
「
方

法
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
こ
れ
と
、「
人
間
精
神
を

構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で
あ
る
」
と
い
う
エ
チ
カ
第
二
部
定
理
一
三
と
「
人

間
精
神
は
、
神
の
無
限
知
性
の
一
部
で
あ
る
」
と
い
う
第
二
部
定
理
一
一
系
を
合
わ

せ
て
読
む
こ
と
で
、
こ
の
「
観
念
の
観
念
」
と
は
「
精
神
」
の
こ
と
で
あ
る
と
理
解

す
る
。
さ
ら
に
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
こ
の
「
人
間
精
神
」
を
カ
ン
ト
の
意
味

で
の
超
越
論
的
意
識
と
結
び
つ
け
う
る
と
み
な
す
こ
と
で
、
独
自
の
新
カ
ン
ト
主
義

的
な
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
提
示
し
た
（cf., 

近
藤 2011 :141,n.133&

135.

）。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
Ｌ
Ｔ
Ｓ
二
の
「
無
制
限
の
重
ね
合
わ
せ
に
よ
る

損
失
を
被
る
こ
と
な
く
、
観
念
の
観
念
が
定
義
す
る
平
面
の
う
え
に
、
お
の
れ
の
産

出
的
力
能
を
明
示
す
る
」
と
い
う
文
言
を
解
明
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
登
場
す

る
「
重
ね
合
わ
せ
」
と
い
う
語
は
、
明
示
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
参
照
を
伴
う
こ
と
な

し
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
様
々
な
テ
キ
ス
ト
の
重
要
な
箇
所
に
た
び
た
び
出
現
す
る

（cf., C
availlès1938a, C

availlès1947a, C
availlès1947b

）。
そ
こ
で
一
貫
し
て
言

わ
れ
る
の
は
、
既
存
の
数
学
的
振
る
舞
い
の
形
式
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
新
し
い
数
学

的
振
る
舞
い
の
場
の
形
成
と
、
そ
の
場
に
よ
る
形
式
化
さ
れ
た
元
の
場
と
の
あ
い
だ

の
「
重
ね
合
わ
せ
」、
あ
る
い
は
構
文
論
的
な
形
式
体
系
と
、
そ
の
意
味
論
的
な
解

釈
の
あ
い
だ
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
で
あ
る
。
特
に
Ｌ
Ｔ
Ｓ
２
の
引
用
の
前
後
で
は
、

後
で
議
論
す
る
「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
「
主
題
化
」
に
よ
っ
て
形
式
化
さ
れ
た
平
面

の
あ
い
だ
に
「
重
ね
合
わ
せ
」
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
、し
か
も
そ
の
平
面
の
間
の
「
錯

綜
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
こ
の
「
産
出
的

力
能
」
お
よ
び
そ
の
諸
結
果
を
肯
定
す
る
た
め
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
言
及
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
し
て
の
妥
当
性
の
条
件
は
、
こ
の
こ
と

を
解
明
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

３
．
解
釈
の
提
示
と
論
証

３

－

１
．「
共
通
概
念
」
と
「
数
学
的
認
識
」

　

ま
ず
、
も
っ
と
も
基
礎
的
な
こ
と
と
し
て
、
確
か
に
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
論
じ
て
い

る
数
学
的
認
識
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
味
で
の
観
念
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

Ｅ
４
：「
第
二
部
定
理
一
三
：
人
間
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で

あ
る
。
あ
る
い
は
現
実
に
存
在
す
る
あ
る
延
長
の
様
態
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
れ

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
こ
の
箇
所
を
真
で
あ
る
と
し
て
引
き
受
け
る
な
ら
ば
、
数
学
に
関
す

る
諸
観
念
も
す
べ
て
、
た
と
え
ば
数
、
集
合
、
演
算
、
関
数
、
写
像
、
図
形
、
構
造

な
ど
も
、
す
べ
て
身
体
あ
る
い
は
現
実
に
存
在
す
る
延
長
の
様
態
を
対
象
と
す
る
観

念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
無

制
限
な
重
ね
合
わ
せ
」
が
、
こ
の
よ
う
な
数
学
に
関
す
る
諸
観
念
を
形
成
す
る
と
考

え
る
。
こ
の
Ｅ
４
に
対
応
す
る
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
テ
キ
ス
ト
は
次
で
あ
る
。
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六

Ｍ
Ａ
Ｆ
１
：「
感
覚
可
能
な
も
の
、
つ
ま
り
無
媒
介
的
な
具
体
的
意
識
は
、
破

棄
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
感
覚
的
な
も
の
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
か

ら
離
れ
る
こ
と
で
は
な
い
（
た
と
え
ば
主
題
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ど
の
よ
う

な
抽
象
的
対
象
も
、
初
発
の
感
覚
可
能
な
も
の
に
た
い
す
る
振
る
舞
い
に
た
い

す
る
…
…
振
る
舞
い
に
た
い
す
る
振
る
舞
い
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
、
主
題
的

な
場
は
、
世
界
の
外
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
変
換
な
の
で
あ

る
。」（C

availlès1938a :178-179.

）

　

こ
の
Ｍ
Ａ
Ｆ
１
に
よ
っ
て
、
Ｅ
４
に
相
当
す
る
こ
と
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
述
べ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
学
的
認
識
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
お
い
て
、

知
覚
的
な
も
の
や
、
想
像
的
な
観
念
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
れ
を
「
数
学
的
経
験
」
と
呼
び
、
そ
の
十
全
性
と
い
う
特
徴
を

示
し
て
い
る
（C

availlès1938a

結
論
） 

３ 

。
し
た
が
っ
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
数
学

的
認
識
の
議
論
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
と
対
応
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
た
め
に
は
、

次
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
な
か
で
、
数
学
の
観
念
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
他
の

観
念
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
内
部
で
、
数
学
の
観
念
の
種
別
性
を
理
解
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
第
二
種
認
識
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
十
全
な
観
念
と
し
て
理
解
す
る
道
が
存
在

す
る
（
柴
田 2005

）。

 3   

ち
な
み
に
、口
頭
審
査
に
お
い
て
、こ
の
「
数
学
的
経
験
」
を
擁
護
す
る
た
め
に
、カ
ヴ
ァ

イ
エ
ス
は
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
守
護
」
を
求
め
た
こ
と
が
、
６
．
一
九
三
八
年
一
月
二
四
日

付
の
家
族
へ
の
手
紙
（Ferrières2003 :141

）
に
記
さ
れ
て
い
る
。

  「
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
を
こ
こ
で
ま
と
め
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
は｢

す
べ

て
の
も
の
に
共
通
の
も
の｣

が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
観
念
（
共
通
概
念
）

か
ら
形
成
さ
れ
る
思
惟
の
様
式
（
第
二
種
の
認
識
：
引
用
者
）
に
則
っ
て
数
学

的
推
論
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。」（
柴
田 2005:88-89.

）

　

す
べ
て
の
人
間
あ
る
い
は
人
間
の
身
体
を
刺
激
す
る
す
べ
て
の
外
的
物
体
に
共
通

で
か
つ
特
有
で
あ
る
も
の
の
概
念
が
存
在
す
る
（
第
二
部
定
理
三
八
系
お
よ
び
定
理

三
九
）。
こ
れ
が
「
共
通
概
念
」
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
共
通
概
念
」
は
、
身

体
に
由
来
す
る
「
普
遍
概
念
」
を
形
成
す
る
思
惟
の
様
式
と
関
わ
る
。「
普
遍
概
念
」

が
「
感
覚
を
通
し
て
」「
も
ろ
も
ろ
の
個
物
か
ら
」、
あ
る
い
は
「
も
ろ
も
ろ
の
記
号

か
ら
」
形
成
さ
れ
る
場
合
、「
意
見
も
し
く
は
表
象
」
あ
る
い
は
「
第
一
種
の
認
識
」

と
呼
ば
れ
る
の
に
た
い
し
、「
共
通
概
念
あ
る
い
は
十
全
な
観
念
を
有
す
る
こ
と
か

ら
」
形
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
理
性
あ
る
い
は
第
二
種
の
認
識
」
と
呼
ば
れ
る
（
エ

チ
カ
第
二
部
定
理
四
〇
系
二
）。
そ
し
て
、
前
者
の
認
識
が
「
誤
謬
の
唯
一
の
原
因
」

で
あ
り
、
後
者
の
認
識
は
（
第
三
種
の
認
識
と
あ
わ
せ
て
）「
必
然
的
に
真
で
あ
る
」

と
言
わ
れ
る
（
エ
チ
カ
第
二
部
定
理
四
一
）。
し
た
が
っ
て
Ｔ
Ｉ
Ｅ
１
を
こ
こ
で
参

照
す
れ
ば
、
真
な
る
観
念
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
方
法
は
、
第
二
種
の
認
識
（
お

よ
び
第
三
種
の
認
識
）
と
し
て
の
思
惟
の
様
式
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
共
通
概
念
」
に
相
当
す
る
考
え
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
で
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

Ｍ
Ａ
Ｆ
２
：「
事
物
に
関
す
る
（
よ
り
完
全
な
意
識
を
要
求
す
る
）
実
効
的
な

思
惟
は
、
そ
の
対
象
に
関
す
る
思
惟
で
あ
る
（
あ
る
複
数
性
に
つ
い
て
の
十
全

な
思
惟
は
、
そ
の
数
に
つ
い
て
の
思
惟
で
あ
る
）。」（C

availlès1938a :179.

）
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七

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
実
効
的
な
思
惟
」
は
、
他
の
観
念
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
十
全
な

思
惟
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
た
だ
し
、こ
の
Ｍ
Ａ
Ｆ
２
を
書
い
た
時
点
（
一
九
三
八

年
以
前
、
一
九
三
六
年
頃
）
で
は
、
こ
の
「
実
効
的
な
思
惟
」
＝
「
共
通
概
念
」
と

い
う
特
徴
づ
け
、
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
人
間
あ
る
い
は
人
間
の
身
体
を
刺
激
す
る

す
べ
て
の
外
的
物
体
に
共
通
で
か
つ
特
有
で
あ
る
も
の
」
と
い
う
規
定
は
、
ま
だ
行

わ
れ
て
い
な
い
。そ
れ
が
は
っ
き
り
と
出
る
の
は
、Ｌ
Ｔ
Ｓ
で
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
フ
ッ

サ
ー
ル
を
批
判
す
る
議
論
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
の
な
か
か
ら
そ
れ
に
相

当
す
る
も
の
を
肯
定
的
に
受
け
継
ぐ
と
き
で
あ
る
。

Ｌ
Ｔ
Ｓ
３
：「
数
学
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
関
わ
る
も
の
を
、
す
な
わ
ち
多

m
ultiplicité 

の
抽
象
的
要
素
を
記
述
し
、肯
定
す
る
の
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、

数
学
者
は
い
っ
た
い
な
に
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
？ 

じ
っ
さ
い
に
抽

象
化
は
、
一
般
的
に
、
あ
る
理
論
の
操
作
的
な
体
系
と
の
相
関
関
係
の
な
か
で

特
殊
化
さ
れ
る
。
他
方
で
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
到
達
さ
れ
る
対
象
は
、﹇
中
略
﹈

不
定
元
Ｘ
な
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、そ
こ
で
の
対
象
は
、フ
ッ
サ
ー

ル
が
「
範
疇
的
存
在
者 K

ategorialien

」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
複
雑

さ
の
高
度
な
も
の
が
、
変
項
、
関
数
、
集
合
、
操
作
な
ど
に
な
る
の
で
あ
る
。」

（C
availlès1947a :62=47.

）

　

す
な
わ
ち
、
数
学
的
認
識
は
、「
共
通
の
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
に

関
わ
る
も
の
」
＝
「
範
疇
的
存
在
者
」
に
つ
い
て
の
観
念
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、

数
学
的
認
識
に
、
他
の
不
十
全
な
認
識
に
は
な
い
、
特
権
的
な
種
別
性
を
付
与
し
て

い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
以
上
の
箇
所
か
ら
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の

論
じ
て
い
る
数
学
的
認
識
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
味
で
の
「
共
通
概
念
」
に
依
拠
す
る

認
識
、
す
な
わ
ち
第
二
種
の
認
識
と
対
応
す
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。

３
－

２
．「
形
相
的
有
」
と
「
形
相
的
実
在
性
」

　

 

「
観
念
の
観
念
が
定
義
す
る
平
面
の
う
え
」
で
明
示
さ
れ
る
「
お
の
れ
の
産
出
的

力
能
」
と
は
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
数
学
の
哲
学
の
根
本
的
主
張
で
あ
る
「
数
学
は
予

見
不
可
能
か
つ
自
律
的
な
生
成
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
の
哲
学
的
な
内
実
を
表
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
言
う
た
め
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス

は
あ
え
て
Ｌ
Ｔ
Ｓ
２
で
「
ど
の
観
念
も
形
相
的
実
在
性
を
も
つ
」
と
い
う
「
伝
統
的

な
原
理
」
に
言
及
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
Ｅ
１
お
よ
び
次
の
Ｅ
３

に
関
係
し
て
い
る
。

Ｅ
３
：「
第
二
部
定
理
五
：
観
念
の
形
相
的
有
は
、
神
が
思
惟
す
る
も
の
と
見

ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
神
を
原
因
と
認
め
、
神
が
他
の
属
性
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
神
の
属
性
の

観
念
な
ら
び
に
個
物
の
観
念
は
観
念
さ
れ
た
も
の
自
身
あ
る
い
は
知
覚
さ
れ
た

も
の
自
身
を
起
成
原
因
と
認
め
ず
に
、
神
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お

い
て
神
自
身
を
起
成
原
因
と
認
め
る
。」

　　

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
形
相
的
有
」esse form

ale

＝
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
「
形
相
的
実
在
」

realité form
elle 

と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
と
仮
定
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
ス
ピ
ノ
ザ

の
言
う
「
形
相
的
有
」
は
、
神
の
思
惟
属
性
か
ら
生
じ
る
無
限
知
性
の
な
か
で
、
原

因
と
な
る
思
惟
の
様
態
で
あ
る
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
肯
定
さ
れ



近
　
　
藤
　
　
和
　
　
敬

八

る
観
念
の
存
在
と
み
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
観
念
の
観
念
」
は
、
神
の
う
ち
に
は

必
然
的
に
存
在
す
る
の
だ
か
ら
、「
形
相
的
有
」
と
は
、
こ
の
神
の
う
ち
に
必
然
的

に
存
在
す
る
「
観
念
の
観
念
」
の
存
在
性
格
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
「
形
相
的
有
」
を
持
た
な
い
観
念
と
、
そ
れ
を
持
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
観
念
の
違
い
は
、
単
な
る
事
物
と
と
も
に
知
覚
さ
れ
た
球
の
観
念
と
、
半
円
の

回
転
と
い
う
観
念
を
原
因
と
す
る
こ
と
で
産
出
さ
れ
た
球
の
観
念
と
の
違
い
に
等
し

い
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
後
者
の
十
全
な
観
念
に
つ
い

て
の
み
、「
形
相
的
有
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
よ

る
認
識
は
、「
第
二
種
の
認
識
」
に
属
し
、
前
者
に
よ
る
認
識
は
、「
第
一
種
の
認
識
」

に
属
す
る
と
さ
れ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
観
念
は
、
そ
れ
が
知
覚
す
る
も
の
に
よ
る
の
で
は
な
い
独
自
の
存

在
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
形
相
的
有
」
が
肯

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、「
深
化
す
る
運
動
は
、﹇
中
略
﹈
お

の
れ
の
産
出
的
力
能
を
明
示
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
考

え
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、ま
さ
に
観
念
の
「
形
相
的
有
」

が
、
観
念
の
事
物
的
原
因
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ

う
な
こ
と
を
肯
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
算
術
の
具
体
的
な
計
算
体

系
の
な
か
で
把
握
さ
れ
た
結
合
律

1
+

(2
+

3
)=

(1
+

2
)+

3

と
、
抽
象
代
数
学
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
結
合
律

の
あ
い
だ
の
差
異
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
形
相
的
有
」
の
肯
定
は
、
後
者
を
前
者
と

は
異
な
る
平
面
上
の
「
主
題
系
」
と
し
て
把
握
し
な
お
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
つ

ま
り
、
後
者
を
、
算
術
の
加
算
か
ら
独
立
し
た
体
系
と
構
造
を
も
つ
半
群
と
し
て
み

な
し
て
、
そ
れ
を
直
接
探
求
す
る
平
面
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
に
関
す
る
解
釈
上
の
問
題
点
は
、

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
たC

＊
とC

C

＊
の
あ
い
だ
に
、
肯
定
的
な
内
容
的

差
異
を
、
い
わ
ば
、「
産
出
的
力
能
」
の
結
果
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
を
『
エ
チ
カ
』
の
な
か
で
直
接
的
に
肯
定
す
る
こ
と
は
、

不
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
４ 

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
間
接
的
に
肯
定
す
る

こ
と
は
、『
エ
チ
カ
』
の
議
論
と
論
理
的
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し

そ
れ
が
直
接
的
に
肯
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
『
エ
チ
カ
』
の
議
論
の
目
的

に
か
な
わ
な
い
が
ゆ
え
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
も
し
仮
に
ス
ピ
ノ

ザ
が
科
学
方
法
論
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
な
ら
、
言
及
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

こ
と
が
推
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
、『
知
性
改
善
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
た
。

 4   【
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
追
記
】
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
時
点
で
は
、『
エ
チ
カ
』
の

既
出
部
分
し
か
念
頭
に
置
い
て
い
な
か
っ
た
が
、『
政
治
論
』
に
お
け
る
議
論
や
、
そ

れ
に
関
す
る
『
エ
チ
カ
』
の
関
連
部
分
を
念
頭
に
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
複
合
的
個
物
も

そ
れ
自
身
の
精
神
を
も
ち
、
そ
の
精
神
は
、
そ
の
複
合
的
個
物
を
構
成
す
る
下
位
の
個

物
の
精
神
（
＝
す
な
わ
ち
個
物
の
観
念
）
と
は
直
接
に
は
交
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か

ら
、
こ
こ
の
平
面
の
差
異
は
、
ま
さ
に
観
念
の
単
な
る
後
退
的
な
重
ね
合
わ
せ
な
の
で

は
な
く
、
延
長
的
な
差
異
を
と
も
な
う
観
念
の
実
質
的
な
重
ね
合
わ
せ
で
あ
る
と
解
釈

す
る
道
も
あ
る
こ
と
を
追
記
し
て
お
き
た
い
。
い
か
な
る
上
位
の
観
念
に
も
そ
れ
固
有

の
「
振
る
舞
い
」
が
伴
う
と
い
う
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
議
論
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
意
味

で
よ
り
唯
物
論
的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（
思
考
の
対
象
は
ア
ト
ム
で

あ
り
、
思
考
は
ア
ト
ム
と
同
じ
速
さ
で
運
動
す
る
）。
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Ｔ
Ｉ
Ｅ
３
：「
四
〇
：﹇
略
﹈
と
こ
ろ
で
、
精
神
は
、
自
然
に
つ
い
て
理
解
す
る

こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
だ
け
益
々
よ
く
自
ら
を
理
解
す
る
こ
と
が
自
明
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
か
ら
し
て
、
方
法
の
こ
の
部
分
は
、
精
神
が
理
解
す
る
こ
と
が
多

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
れ
ば
多
い
だ
け
益
々
完
全
で
あ
り
、
又
精
神
が
最
高
完
全
者
の
認
識
に
向
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

う
時
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を
反
省
す
る
時
、
最
も
完
全
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
が
確

か
で
あ
る
。」

　

 

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
必
要
な
こ
と
は
、「
最
高
完
全
者
の
認
識
」
か
ら
理
解
さ

れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
多
く
の
自
然
に
つ
い

て
理
解
す
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
精
神
自
身
を
展
開
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
後
者
は
前
者
に
存
在
論
的
根
拠
に
お
い
て
依
存
す
る
。
こ
こ
の
場
合
で
あ

れ
ば
、
具
体
的
な C

＊ 

と C
C

＊ 

の
あ
い
だ
の
内
容
的
な
差
異
を
肯
定
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
の
は
、
そ
も
そ
も C

＊ 

や C
C

＊ 

や
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
確
か
に
存

在
し
て
い
る
と
い
う
存
在
論
的
確
証
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｌ

Ｔ
Ｓ
１
で
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
「
知
解
可
能
性
の
絶
対
性
」
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、「
観

念
の
観
念
の
重
ね
合
わ
せ
」
が
合
法
化
さ
れ
る
と
述
べ
る
の
は
、
こ
の
論
証
関
係
が

関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
知
解
可
能
性
の
絶
対
性
」
と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
味

で
の
「
思
惟
す
る
も
の
」
と
し
て
の
「
神
」
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
間
接
無
限
様
態
」

と
し
て
の
無
限
知
性
と
な
っ
た
神
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
初
め
て
「
形
相
的
有
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
み

た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、「
無
制
限
の
重
ね
合
わ
せ
」

が
正
当
化
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、『
エ
チ
カ
』
の
よ
う
な
順
序
で
論
証
す
る

こ
と
な
し
に
、
数
学
の
歴
史
を
認
識
論
的
に
分
析
す
る
と
い
う
態
度
を
と
り
続
け
た

の
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
宗
教
観
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
有
限
な

人
間
の
観
点
と
無
限
な
神
の
観
点
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
弁
証
法
的
な
運
動
、つ
ま
り
、

失
敗
や
特
異
な
も
の
を
乗
り
越
え
る
こ
と
で
、
観
念
や
意
識
が
生
ま
れ
変
わ
り
、
刷

新
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ボ
ル
ヌ
１
で
み
た

よ
う
に
、
ま
さ
に
そ
の
移
行
に
お
い
て
こ
そ
、
神
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
合
理
主
義
的
立
場
を
維
持
す
る
以
上
、
こ
の
先
に
踏
み
越
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
あ
る
い
は
も
し
そ
の
合
理
主
義
を
極
限
へ
と
導
く
と
す
る
な
ら
ば
ス
ピ
ノ

ザ
の
よ
う
な
や
り
方
以
外
は
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

言
い
か
え
れ
ば
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
の
議
論
の
目
的

上
、
議
論
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
、
存
在
論
的
に
は
ス
ピ
ノ
ザ

の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
認
識
論
的
（
あ
る
い
は
経
験
的
）
な
観
点
か
ら
新
た
な

議
論
を
展
開
さ
せ
た
の
だ
と
理
解
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
５ 

。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
の
議
論
と
矛

 5  

本
論
の
筋
か
ら
は
離
れ
る
が
、
こ
の
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
存
在
論
的
論
証
と
、『
知
性

改
善
論
』
に
お
け
る
認
識
論
的
な
議
論
の
関
係
は
、
ち
ょ
う
ど
数
学
に
お
け
る
任
意
の

選
択
関
数
の
存
在
主
張
を
含
む
公
理
的
集
合
論
に
関
す
る
議
論
と
、
そ
の
他
の
具
体
的

な
代
数
や
位
相
や
解
析
学
や
確
率
な
ど
の
議
論
と
の
関
係
と
重
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

選
択
公
理
に
よ
っ
て
は
い
か
な
る
具
体
的
な
選
択
関
数
を
指
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
分
野
で
の
具
体
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
こ
そ
し
な
い
が
、

何
ら
か
の
具
体
的
な
選
択
関
数
の
存
在
が
主
張
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
根
拠
そ
れ
自
体
を
、

選
択
公
理
を
含
む
集
合
論
は
議
論
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
し
、
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
の
数
学
上
の
関
係
（
つ
ま
り
、
公
理
的
集
合
論
と
は
、
数
学
に
お
け

る『
エ
チ
カ
』で
あ
る
と
い
う
関
係
）に
明
示
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

彼
の
集
合
論
へ
の
関
心
や
そ
れ
に
つ
い
て
の
正
当
化
の
議
論
な
ど
は
、
こ
の
観
点
か
ら

再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
す
。
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盾
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
存
在
論
的
に
は
そ
れ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
特
に
科
学
方
法

論
と
し
て
何
を
新
た
に
付
け
加
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

３

－

３
．「
共
通
概
念
」
と
「
第
二
種
認
識
」
お
よ
び
「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
「
主
題
化
」

　

 

「
二
つ
の
係
争
か
ら
な
る
二
重
の
錯
綜
」
と
Ｌ
Ｔ
Ｓ
２
で
言
わ
れ
る
と
き
の
「
二

つ
の
係
争
」
は
、「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
「
主
題
化
」
か
ら
な
る
。「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」

﹇
範
例
﹈
と
は
、「
措
定
さ
れ
る
も
の
の
意
味
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
現
実
化
に
特
有

な
徴
」
で
あ
り
、「
つ
ま
り
、
連
鎖
の
実
現
化
の
特
異
性
の
な
か
で
の
み
、
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
こ
の
特
異
性
を

任
意
の
も
の
と
し
て
の
み
必
要
と
す
る
」
の
で
あ
り
、「
こ
の
関
係
は
特
異
性
を
措

定
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
変
異
の
内
的
原
理
を
顕
わ
に
す

る
」
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（C

availlès1947a:27=30-31

）。
こ
れ
は
数

学
と
論
理
学
の
事
例
で
考
え
れ
ば
、
形
式
化
の
最
初
の
一
歩
を
意
味
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
変
化
す
る
も
の
と
変
化
し
な
い
も
の
の
あ
い
だ
の
差
異
を
特
定
す
る
こ
と
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、

3
+

4
=

7

か
ら

と
い
う
抽
象
代
数
学
に
お
け
る
結
合
則
を
形
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、

SSS0 + SSSS0 = SSSSSSS0

と
い
う
ペ
ア
ノ
算
術
公
理
系
に
お
い
て
導
出
可
能
な
定
理
を
形
式
化
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
論
理
学
の
場
合
、
た
と
え
ば
、
日
常
言
語
で
は
同
じ
文
で
あ
る
も
の
か
ら
、

異
な
る
形
式
化
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
飯
田 1989 

は
こ
れ
を
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
的

推
論
」
と
呼
ぶ
。
以
下
の
例
は
同
論
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
）。

雨
が
降
っ
て
い
る
か
ま
た
雪
が
降
っ
て
い
る

と
い
う
日
常
言
語
文
は
、

p 

ま
た
は q

と
命
題
論
理
的
に
形
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

S
1 

は P 

で
あ
り
、
ま
た S

2 

は P 

で
あ
る

と
述
語
論
理
的
に
形
式
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
パ
ラ
デ
ィ

グ
ム
的
形
式
化
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
何
が
可
変
項
で
何
が
定
項
（
不
変

項
）
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
最
初
の
設
定
、
あ
る
い
は
範
例
の
措
定
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
も
と
も
と
の
「3 + 4

=
7

」
や
「
雨
が
降
っ
て
い

る
か
ま
た
雪
が
降
っ
て
い
る
」
が
何
を
な
し
て
い
る
と
我
々
が
理
解
し
て
い
る
の

か
、
と
い
う
こ
と
は
、「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
に
よ
る
形
式
化
な
し
に
は
明
示
さ
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
形
式
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
形

式
化
す
る
こ
と
と
は
、
も
と
の
観
念
に
、
そ
の
観
念
の
観
念
、
す
な
わ
ち
、
観
念

の
本
質
的
部
分
（
つ
ま
り
可
変
的
な
項
と
不
変
の
項
の
割
り
振
り
）
に
つ
い
て
の

観
念
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
、
た
と
え
ば
「p 

ま
た
は 

q

」
が
、
そ
の
綜
合
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
可
変
項
を
可
能
的
に
含
む
が

ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
そ
の
可
変
項
の
「
な
に
か
共
通
で
か
つ
特
有
の
部
分
」
に
つ
い

て
の
観
念
、
す
な
わ
ち
「
共
通
概
念
」
を
な
し
て
い
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
と

き
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
言
う
よ
う
に
、「
総
合
は
総
合
さ
れ
る
も
の
と
共
外
延
的
」

（C
availlès1947a

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
う
「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」

と
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
共
通
概
念
」
の
形
成
に
関
し
て
理
解
さ
れ
た
思
惟
の
作

用
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
こ
れ
を
、パ
ル
メ
ニ
デ
ス（
パ

ル
メ
ニ
デ
ス 143.a

）
を
引
用
し
な
が
ら
、「
関
係
の
複
数
性
」
と
関
連
づ
け
て
い
た

こ
と
も
合
わ
せ
て
想
起
し
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
同
じ
も
の
か
ら
、
複
数
の



カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
再
解
釈
の
試
み

一
一

関
係
が
常
に
形
式
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
「
主
題
化
」
で
あ
る
。
形
式
化
の
複
雑
さ
が
露
見
す
る
の
は
、
こ
の
「
主
題

化
」
の
推
論
過
程
が
明
示
的
に
介
入
し
た
後
で
あ
る
。

Ｌ
Ｔ
Ｓ
４
：「
構
造
の
デ
ッ
サ
ン
に
、
そ
の
構
造
を
制
御
す
る
体
系
化
さ
れ
た

規
則
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
…
。《
主
題
化
》
は
、
今
度
は
飛
翔
の
な
か
で
と

ら
え
ら
れ
る
連
鎖
を
、
あ
る
い
は
意
味
の
な
か
で
運
動
す
る
軌
道
を
そ
の
出
発

点
と
す
る
。
思
惟
は
も
は
や
創
造
さ
れ
る
項
へ
と
は
む
か
わ
ず
、
創
造
す
る
仕

方
か
ら
出
発
し
て
、
他
の
も
の
と
同
じ
本
性
に
属
し
た
抽
象
化
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
横
断
的
に
駆
動
さ
れ
た
抽
象
化
に
よ
っ
て
、
創
造
の
原
理
を
あ
た
え
る

に
い
た
る
。」（C

availlès1947a :=33.

）

　

 

「
構
造
の
デ
ッ
サ
ン
」
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
べ
き
「
そ
の
構
造
を
制
御
す
る
体

系
化
さ
れ
た
規
則
」
と
は
、
構
文
論
的
な
規
則
を
含
み
な
が
ら
（
し
か
し
そ
れ
に
還

元
さ
れ
な
い
）、
そ
の
構
造
の
振
る
舞
い
を
抽
象
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
形
成
さ

れ
る
体
系
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

形
式
の
出
発
点
と
な
る
不
変
／
可
変
の
両
項
の
可
能
な
組
み
合
わ
せ
に
関
す
る
、
そ

れ
固
有
の
規
則
で
あ
る
。
主
題
化
の
結
果
で
あ
る
「
主
題
系
」
は
、そ
の
規
則
に
よ
っ

て
展
開
さ
れ
る
体
系
の
新
た
な
平
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。た
と
え
ば
、

一
つ
の
平
面
を
出
発
点
と
し
た
二
つ
の
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
の
結
果
で
あ
る

は
、
そ
れ
を
定
義
す
る
と
き
に
、
記
号
の
使
用
規
則
や
記
号
の
外
延
な
ど
を
適
宜
指

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
体
系
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
一
つ
の
体
系
に
関
わ
っ
て
い

る
規
則
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
形
式
に
お
け
る

文
字
記
号  　
　

 

の
外
延
を
、

と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、

と
い
う
仮
定
が
今
な
り
た
つ
も
の
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
先
の
規
則
を
反
復
適
用
す

る
こ
と
で
、

と
い
う
式
を
新
た
な
帰
結
と
し
て 

（
つ
ま
り
仮
定
に
含
ま
れ
て
い
な
い
帰
結
と
し

て
）
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
主
題
化
」
と
は
、「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
形
式
（
つ
ま
り
「
共
通
概
念
」）
か
ら
出
発
し
て
、
新
た
な
推

論
を
形
成
す
る
こ
と
の
で
き
る
体
系
を
構
成
す
る
思
惟
の
第
二
の
作
用
で
あ
る
、
と

言
え
る
。
実
際
、こ
の
解
釈
は
、カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
参
照
し
て
い
る
例
（「
た
と
え
ば
、

群
論
、
線
形
作
用
論
、
行
列
論
、
位
相
変
換
の
ト
ポ
ロ
ジ
ー
な
ど
」（C

availlès1947a 

:=33

））
と
も
適
合
的
で
あ
る
（
飯
田 1989 

は
、
こ
れ
を
「
拡
大
さ
れ
た
パ
ラ
ダ
イ

ム
的
推
論
」
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
は
論
理
学
の
問
題
の
み
が
も
っ
ぱ
ら
考
察

さ
れ
て
い
る
）
６ 

。

 6   

【
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
追
記
】
こ
れ
は
つ
ま
り
、
あ
る
振
る
舞
い
の
本
質
の
把
握
＝

パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
と
、
把
握
さ
れ
た
本
質
が
も
つ
振
る
舞
い
の
把
握
＝
主
題
化
の
あ
い
だ

の
差
異
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
振
る
舞
い
は
、
そ
の
振
る
舞
い
の
全
体
（
可
変
性
と
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柴
田 2005 

は
、「
共
通
概
念
」
と
「
第
二
種
の
認
識
」
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
た
。

 

「
す
な
わ
ち
、｢

表
象｣

と｢

理
性｣

は
、
わ
れ
わ
れ
の
推
論
過
程
に
適
用
さ

れ
る
思
惟
の
様
式
に
与
え
ら
れ
た
名
称
に
ほ
か
な
ら
な
い
。﹇
中
略
﹈
し
か
し

こ
の
同
じ
計
算
（「1:2=3: x

」
に
お
け
る x 

の
値
の
導
出
：
引
用
者
）
が｢

比

例
数
の
共
通
の
性
質｣
を
理
解
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は｢

第
二

種
の
認
識｣

と
い
う
思
惟
の
様
式
が
適
用
さ
れ
た
推
論
過
程
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。」（
柴
田2005 :91

）

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
観
念
と
思
惟
の
様
式
の
あ
い
だ
の
区
別
に
注
目
す
る
こ
と

で
あ
る
。
思
惟
の
様
式
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
観
念
の
連
鎖
、
つ
ま
り
観
念
の
自

動
機
械
的
導
出
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
基
点
と
な
る
も

の
と
し
て
、「
一
般
概
念
」
が
関
わ
る
場
合
に
は
「
第
一
種
の
認
識
」
と
呼
ば
れ
る

思
惟
の
様
態
で
あ
り
、「
共
通
概
念
」
が
関
わ
る
場
合
に
は
、「
第
二
種
の
認
識
」
と

呼
ば
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
共
通
概
念
」あ
る
い
は
十
全
な
観
念
の
連
鎖
に
は
、

「
一
般
概
念
」
が
関
わ
る
不
十
全
な
観
念
の
連
鎖
と
は
、
独
立
し
て
か
つ
交
わ
ら
な

い
平
面
が
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
十
全
な
観
念
の
自
動
機
械
的
導
出

不
変
性
）
に
よ
っ
て
あ
る
本
質
＝
形
相
因
を
表
現
す
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
そ
れ
を
表

現
す
る
振
る
舞
い
の
質
料
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
固
有
の
平
面
の
う
え
で
独
自

の
振
る
舞
い
を
引
き
起
こ
す
作
用
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
相
因
が
作
用
因

に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
作
用
因
の
帰
結
が
異
な
る
形
相
因
の
表
現
と
な
る
こ

と
、こ
れ
が
「
錯
綜
」
と
い
う
も
の
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
政
治
論
』

に
お
け
る
主
権
の
発
生
と
展
開
の
論
理
に
た
い
し
て
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

に
、
そ
れ
以
外
の
不
十
全
な
観
念
が
介
入
す
る
こ
と
は
「
第
二
種
の
認
識
」
と
し
て

の
資
格
の
欠
落
を
意
味
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
第
二
種
の
認
識
」
と
い
う
思
惟

の
様
式
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、「
共
通
概
念
」
を
基
点
と
し
な
が
ら
、
十
全
な

観
念
の
み
に
関
わ
る
十
全
な
観
念
の
連
鎖
が
自
動
機
械
的
に
生
み
出
さ
れ
る
平
面
の

形
成
が
不
可
欠
で
あ
る
。
先
に
み
た
「
主
題
化
」
と
は
、こ
の
よ
う
な
平
面
の
構
成
、

す
な
わ
ち
「
そ
の
構
造
を
制
御
す
る
体
系
化
さ
れ
た
規
則
」
の
重
ね
合
わ
せ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
う
「
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
」
と
「
主
題
化
」
の
区
別

は
、ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
共
通
概
念
」
と
、そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
導
出
さ
れ
る
「
第

二
種
の
認
識
」
の
区
別
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
４
．
ま
と
め

　

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
付
け
加
え
た
こ
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
、
ス
ピ
ノ

ザ
の
言
う
「
共
通
概
念
」
と
「
第
二
種
の
認
識
」
に
関
し
て
、特
に
科
学
的
方
法
論
（
つ

ま
り
認
識
論
）
の
観
点
か
ら
、
そ
の
形
成
に
お
け
る
「
産
出
的
力
能
」
と
そ
の
結
果

が
引
き
起
こ
す
複
雑
性
を
そ
こ
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
形
式
化
に
よ

る
複
雑
化
の
過
程
は
、
認
識
す
る
能
力
の
増
大
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、C

＊
と C

C

＊
の
あ
い
だ
の
差
異
を
肯
定
す
る
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
存
在

論
的
な
議
論
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
考
え
て
い
た
と
解
釈

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
う
「
問
題
」
と
は
、「
乗
り
越
え
の
要
求
」
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
観
念
が
把
握
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
観
念
の
観
念
、
す
な

わ
ち
そ
の
観
念
の
「
形
相
的
有
」
を
把
握
す
る
観
念
に
よ
っ
て
、
そ
の
観
念
が
、
別

の
「
形
相
的
有
」
た
る
「
共
通
概
念
」
を
出
発
点
と
し
て
導
出
さ
れ
る
「
第
二
種
の
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認
識
」
の
帰
結
と
な
る
よ
う
に
、
観
念
の
領
域
を
拡
張
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
カ

ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
言
う
、「
進
展
の
意
識
」
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
え
な
い
「
意
識
の

進
展
」
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
乗
り
越

え
の
要
求
」
は
、
明
ら
か
に
認
識
論
的
に
の
み
、
つ
ま
り
制
限
さ
れ
た
人
間
の
精
神

に
お
け
る
観
念
の
観
点
に
た
い
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
問
題
」
と
い
う
「
乗
り
越
え
の
要
求
」
が
不
可
避
的
に
生
じ
る
こ
と
と
、
そ
れ

を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
的
な C

＊ 

と C
C

＊
の
あ

い
だ
の
差
異
を
肯
定
す
る
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
存
在
論
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
問
題
」
の
存
在
論
的
側
面
を
指
し
示
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
問
題
」
と
は
、
観
念
に
か
ん
す
る
認
識
論
的
側
面
と
存
在

論
的
側
面
の
境
界
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
経
験
に
お
け
る
経
験
可
能
性
の
限
界
を
超
え

出
る
も
の
を
経
験
の
う
ち
に
な
に
か
し
ら
含
む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
こ
そ

が
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
、「
ス
ピ
ノ
ザ
の
守
護
」
を
要
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
擁
護

し
よ
う
と
し
た
数
学
的
経
験
の
本
質
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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