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は
じ
め
に

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
直
観
知
（scientia intuitiva

）」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
、
真
理
の
認
識
と
は
創

造
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
の
が
以
下
の
論
考

で
あ
る
。

真
理
の
認
識
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
視
点
は
、
数
学
的
対
象
の
認
識
を
も
と
に
し

て
い
る
。
数
学
に
お
い
て
は
、
定
理
が
証
明
さ
れ
る
と
と
も
に
そ
の
定
理
が
述
べ
る

対
象
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
三
角
形
と
い
う
対
象
は
、
そ
の
幾
何
学
的

性
質
に
関
す
る
諸
定
理
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
認

定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
証
明
と
い
う
知
的
過
程
を
経
て
の
み
、
数
学

的
対
象
は
真
に
存
在
す
る
と
い
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
知
的
過
程
に
先

立
っ
て
数
学
的
対
象
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
認
識
が
存
在
を

生
み
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
真
理
の
認
識
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
認
識
モ
デ
ル
を
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
直
観
知
」
に
当
て
は
め
た
と
す

れ
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
直
観
知
」
と
は
現
実
存
在
す
る
個

物
の
存
在
を
真
に
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
識
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
認
識
す

る
こ
と
は
対
象
を
生
み
出
す
こ
と
だ
か
ら
、「
直
観
知
」
に
お
い
て
は
、
個
物
の
存

在
そ
の
も
の
が
認
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、こ
の
よ
う
な
主
張
は
た
だ
ち
に
反
論
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。

現
実
存
在
す
る
事
物
は
認
識
に
先
立
っ
て
す
で
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
認

識
と
は
そ
の
よ
う
な
対
象
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
論
は
、
真
理
の
認
識
の
場
所
を
暗
黙
に
実
践
的
な
生
の

次
元
に
設
定
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
反
論
は
ス

ピ
ノ
ザ
の
意
図
と
完
全
に
す
れ
違
っ
て
い
る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は

「
直
観
知
」と
い
う
認
識
を
ま
っ
た
く
別
の
場
所
に
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
直

観
知
」
が
達
成
さ
れ
る
場
所
は
、
現
実
存
在
す
る
諸
事
物
が
相
互
作
用
を
行
な
う
場

所
な
の
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
は
、
真
理
は

決
し
て
認
識
さ
れ
え
な
い
と
考
え
て
い
た
。
で
は
、「
直
観
知
」
の
場
所
と
は
ど
こ

で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
、
知
的
な
生
の
次
元
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

真
理
の
認
識
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
「
直
観
知
」
を
理
解
す
る
と
い
う

試
み
は
、
こ
れ
ら
生
の
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。

ま
た
実
際
、
こ
れ
ら
生
の
次
元
の
区
別
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
認
識
の
分
類
の
論
理

の
中
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
認
識
を
第
一

種
、第
二
種
、第
三
種
と
い
う
三
種
類
に
区
別
し
た
。「
第
三
種
の
認
識
」が「
直
観
知
」

で
あ
る
。
こ
の
分
類
に
お
い
て
は
、「
第
一
種
の
認
識
」
だ
け
が
実
践
的
な
生
の
次

元
に
置
か
れ
、「
第
二
種
の
認
識
」
お
よ
び
「
第
三
種
の
認
識
」
は
と
も
に
知
的
な

生
の
次
元
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。　
　

で
は
、
知
的
な
生
の
次
元
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
次
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元
は
『
エ
チ
カ
』
を
読
解
し
、
そ
の
証
明
を
理
解
す
る
と
い
う
知
的
過
程
そ
の
も
の

を
指
す
。『
エ
チ
カ
』
を
読
む
こ
と
で
、
実
践
的
な
生
の
次
元
と
は
異
な
っ
た
生
の

次
元
が
開
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
第
二
種
の
認
識
」
も
「
第
三
種
の

認
識
」
も
、こ
の
よ
う
な
生
の
次
元
か
ら
切
り
離
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
視
点
か
ら
、「
直
観
知
」
が
ど
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
か
を
、
で
き
る
限
り

明
瞭
に
示
す
こ
と
、
私
が
こ
の
論
文
で
試
み
た
の
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
　

１　

観
念
の
連
鎖

考
察
の
出
発
点
と
し
て
、真
理
の
認
識
と
は
創
造
で
あ
る
と
い
う
命
題
の
意
味
を
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
そ
く
し
て
敷
衍
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
十
全
な
観
念
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法
で
は
、「
十
全
な
観
念
」
と
は
真
理
の
認
識
を
意
味
す
る

か
ら
で
あ
る
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
義
４
）。
注
目
す
べ
き
点
は
、「
十
全
な
観
念
」

が
ど
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
十

全
な
観
念
」
は
他
の
「
十
全
な
観
念
」
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
は

他
の
真
理
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
真
理
の
認
識
と
は
観
念

の
連
鎖
の
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
精
神
に
お
け
る
十
全
な
諸
観
念
か
ら
、
精
神
に
お
い
て
帰
結
す
る
あ
ら
ゆ
る
観

念
は
、
同
様
に
真
で
あ
る
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
０
）。

で
は
、
認
識
主
体
は
こ
の
よ
う
な
過
程
の
い
っ
た
い
ど
こ
に
位
置
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
じ
つ
は
、
認
識
主
体
は
こ
の
過
程
に
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
。
ス
ピ
ノ

ザ
に
お
け
る
真
理
の
認
識
と
は
、
認
識
主
体
が
意
識
の
内
な
る
観
念
を
知
覚
す
る
こ

と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
観
念
そ
れ
自
体
が
認
識
作
用
な
の
で
あ
る
。

観
念
と
は
、「
画
板
の
上
の
絵
画
の
よ
う
に
無
言
」
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
『
エ

チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
３
注
解
に
見
出
さ
れ
る
有
名
な
比
喩
は
、
認
識
と
は
内
な
る

観
念
の
知
覚
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
こ
の
有
名
な
比
喩
に

続
け
て
、
観
念
と
は
「
認
識
作
用
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
こ
そ
が
、
真
理
の
認
識

に
お
い
て
は
認
識
主
体
は
存
在
し
な
い
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
の
核
心
だ
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
観
念
の
連
鎖
の
論
理
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
真
理
の
認
識
か
ら

認
識
主
体
と
い
う
も
の
を
取
り
除
い
て
い
る
。
こ
の
点
を
鮮
明
に
認
識
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
対
象
が
、
認
識
主
体
に

よ
っ
て
適
切
に
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
が
真
理
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
拒
否
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
て
い
る
こ
の
考
え
を
、
こ

こ
で
は
認
識
に
関
す
る
「
主
体
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
に
対
比
さ
せ
れ

ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
説
は
認
識
に
関
す
る
「
創
造
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う

す
る
と
、「
主
体
説
」
と
「
創
造
説
」
の
相
違
点
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論

の
特
徴
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

認
識
主
体
と
い
う
視
点
を
と
る
こ
と
は
、
認
識
と
存
在
を
分
離
す
る
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
で
は
、
こ
の
分
離
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
認
識

は
そ
の
外
な
る
存
在
に
対
し
て
行
使
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
視
点
に
立
て
ば
、認
識
が
つ
ね
に
存
在
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
認
識
が
つ
ね
に
真
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
保
証
は
認
識
そ
れ
自
体
と
は
別
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
主
体
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と
い
う
視
点
を
と
る
と
同
時
に
、
認
識
と
存
在
の
一
致
を
確
認
す
る
た
め
の
真
理
基

準
が
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
主
体
説
」
に
お

い
て
は
、
認
識
が
対
象
を
適
切
に
捕
獲
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
認
識
に
と
っ
て
外

的
な
基
準
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（「
主
体
説
」
の
中

心
に
位
置
す
る
課
題
は
、
認
識
か
ら
分
離
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
事
物
を
い
か
に
し

て
捕
え
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
強
調
す
る
た
め
に
、
私
は
「
捕
獲
す
る
」

と
い
う
比
喩
を
使
用
し
て
い
る
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
真
の
観
念
が
他
の
真
の
観
念
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
存
在
も
、
そ
れ
が
真
に
認
識
さ
れ
る
以

前
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
前
も
っ
て
認
識
の
外
に
存
在

す
る
も
の
が
、
認
識
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
認
識
が
存

在
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
照
す
べ
き
テ
キ
ス
ト
が
、『
知
性

改
善
論
』
の
中
に
見
出
さ
れ
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
法
則
に
し
た
が
っ
て
（legitim

e

）
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
」。（『
知

性
改
善
論
』
７
１
節
）

こ
こ
で
は
、知
性
の
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
事
物
を
捕
獲
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
知
性
に
よ
る
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
真
理
の
「
創
造
説
」
と
呼
ぶ
べ
き
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
知
覚

か
ら
他
の
諸
知
覚
が
導
か
れ
る
と
い
う
テ
キ
ス
ト
は
、
後
の
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て

は
、
観
念
か
ら
観
念
が
帰
結
す
る
と
表
現
さ
れ
る
の
と
同
じ
過
程
を
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
認
識
が
そ
の
対
象
を
も
た
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
つ
ね
に
一

致
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
「
こ
の
よ
う
な
思
惟
は
す
べ
て
真
」
な
の
で
あ

る
。
真
理
の
認
識
と
は
真
理
の
創
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

こ
の
論
点
を
確
認
す
る
た
め
に
、
デ
カ
ル
ト
の
真
理
論
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。
明

晰
か
つ
判
明
な
観
念
は
真
で
あ
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
真
理
論
に
お
い
て
は
、
観
念

の
内
的
性
質
に
も
と
づ
い
て
真
理
の
保
証
が
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
説
に
し
た
が
え
ば
、
観
念
が
与
え
ら
れ
た
だ
け
で
は
ま
だ

そ
れ
が
真
で
あ
る
か
ど
う
か
は
決
定
で
き
ず
、
そ
れ
が
明
晰
か
つ
判
明
で
あ
る
か
ど

う
か
を
認
識
主
体
が
検
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
理
の
判
定
が
な
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
や
は
り
明
晰
か
つ
判
明
と
い
う
基
準
は
認
識
そ
の
も
の
の
外

に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
を
見
直
す
と
、
そ
の
特
徴
は
さ
ら
に
明
瞭
に
な

る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
真
理
の
認
識
を
創
造
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

真
理
の
保
証
は
、
認
識
の
外
に
真
理
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
な
し
に
、
認
識
そ
れ
自

体
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
考
え
た
。
認
識
が
存
在
と
一
致
す
る
場
合
、
そ
の
認
識

は
真
で
あ
る
（『
エ
チ
カ
』
第
一
部
公
理
６
）。
問
題
は
、
そ
の
一
致
を
、
認
識
の
後

か
ら
あ
ら
た
め
て
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
必
要
は
な
い
、

と
い
う
の
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
の
特
色
で
あ
る
。認
識
が
創
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

認
識
と
存
在
は
つ
ね
に
一
致
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
点
を
確
か
め
る
必
要
は
な
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い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
認
識
に
外
的
な
真
理
基
準
も
必
要
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
真
理
の
基
準
は
真
理
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な

主
張
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
３
注
解
）
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
と
め
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
、
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
が
認

識
主
体
に
よ
っ
て
適
切
に
捕
獲
さ
れ
る
こ
と
が
真
理
の
認
識
な
の
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
認
識
主
体
で
は
な
く
、
真
の
観
念
か
ら
真
の
観
念
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
自
体

が
真
理
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
と
は
、こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
真
理
の
「
創
造
説
」
で
あ
る
。

さ
て
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
認
識
は
実
践
的
な
生
の
次
元
に
は
置
か

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
知
的
な
生
の
次
元
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
鮮
明
に

認
識
す
る
こ
と
な
し
に
、「
直
観
知
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
明
確
な
答

え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
点
を
示
す
た
め
に
、
ス
ピ
ノ
ザ

に
よ
る
認
識
の
分
類
に
注
目
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
認
識
の
分
類
の
論
理
の

中
に
、
生
の
次
元
の
区
別
の
論
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

　
　

２　

認
識
の
分
類

基
本
的
な
問
題
点
か
ら
考
え
始
め
よ
う
。
現
実
存
在
す
る
対
象
を
認
識
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
主
体
説
」
に
よ
れ
ば
、
個
物

を
概
念
に
包
摂
す
る
こ
と
が
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
的
な
存
在
を
同
じ
種

類
の
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
、
現
実
存
在
す
る
対
象
の
認
識
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
こ
れ
は
犬
で
あ
る
」。「
こ
れ
は
本
で
あ
る
」。
こ
の
よ

う
に
、
認
識
主
体
か
ら
出
発
し
て
考
え
る
限
り
、
現
実
存
在
す
る
対
象
を
認
識
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
概
念
と
い
う
同
一
性
に
よ
っ
て
捕
獲
す
る
こ
と
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、そ
の
よ
う
な
認
識
を
「
第
一
種
の
認
識
」
と
呼
び
、た
ん
な
る
「
表

象
（im

aginatio

）」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。「
表
象
」
は
真
理
の
認
識
と
は
み
な
さ

れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
誤
謬
の
原
因
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（『
エ
チ
カ
』

第
二
部
定
理
４
１
）。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
主
体
と
い
う
視
点
を
と
れ
ば
、
認
識
と
存

在
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
表
象
」
と
い
う
認
識
と
は
根
本
的
に
異
な
る
認
識
と
し
て
、「
第

二
種
の
認
識
」
と
い
う
「
理
性
（ratio

）」
の
認
識
お
よ
び
「
第
三
種
の
認
識
」
と

い
う
「
直
観
知
」
の
認
識
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
に
お
い
て
は
、
誤

謬
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
第
二
種
お
よ
び
第
三
種
の
認
識
は
「
必
然
的
に
真

で
あ
る
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
１
）
と
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
認
識
か
ら
認
識
主
体
と
い
う
視
点
が
す
で
に
取
り
除
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
認
識
主
体
と
い
う
視
点
に
代
わ
っ
て
、
認
識
と

は
創
造
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
と
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
が

そ
の
ま
ま
創
造
だ
か
ら
誤
謬
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
表
象
」
を
「
理
性
」
お
よ
び
「
直
観
知
」
と
根
本

的
に
区
別
し
て
い
る
。
同
一
の
視
点
か
ら
の
種
類
の
区
別
で
は
な
く
、
視
点
が
根
本

的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
認
識
主
体
と
い
う
視
点
を
と

る
限
り
、
真
理
は
何
ら
保
証
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
視
点
を
取
り
除
い
て
考

え
る
こ
と
が
真
理
へ
の
道
筋
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
こ
の
点

を
強
調
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
の
分
類
を
生
の
次
元
の
区
別

に
対
応
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
認
識
主
体
こ
そ
が
考
察
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
に
な



真
理
と
創
造
性

五

る
。そ
こ
で
、こ
う
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。認
識
主
体
と
い
う
視
点
そ
の
も
の
は
、い
っ

た
い
ど
う
や
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

認
識
の
分
類
は
生
の
次
元
の
区
別
と
は
っ
き
り
結
び
つ
い
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
認
識
主
体
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
認
識
と
は
「
不
十
全
な

観
念
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
不
十
全
な
観
念
」
の
発
生
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
っ
て
い
け
ば
、
認
識
主
体
と
い
う
視
点
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る

か
が
分
か
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
観
念
も
他

の
諸
観
念
と
連
鎖
し
て
生
じ
て
い
る
。
そ
の
限
り
、
観
念
は
す
べ
て
真
で
あ
る
。
だ

が
も
し
、
諸
観
念
の
連
鎖
が
ど
こ
か
で
切
断
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
例
え
ば
、
あ
る
定
理
が
証
明
を
欠
い
て
提
示
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
定
理
を
真
と
み
な
す
理
由
は
す
で
に
存
在

し
な
い
。
証
明
を
欠
い
た
定
理
な
ど
、
た
ん
な
る
断
言
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
切
断
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
起
こ
っ
て
い
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は

い
う
。
こ
の
切
断
が
「
不
十
全
な
観
念
」
の
原
因
で
あ
る
。「
不
十
全
な
観
念
」
と

は
、
諸
観
念
の
連
鎖
が
切
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
観
念
と
の
つ
な
が
り

を
失
っ
て
し
ま
っ
た
観
念
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
説
明
か
ら
は
、
認
識
主
体
と
い
う
視
点
の
形
成

を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
切
断
が
生
じ
る

理
由
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
地
点
で
認
識
主
体
の
成
立
を
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
地
点
ま
で

「
不
十
全
な
観
念
」
を
追
求
し
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
諸
観
念
の
連
鎖
と
は
神
の
知
性
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
無
限
の
属
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
神
と
い
う
唯
一
の
実
体
の
知
性
は
、
神

か
ら
も
の
が
産
出
さ
れ
る
の
と
全
く
同
じ
仕
方
で
、
そ
れ
ら
の
産
出
さ
れ
た
事
物
を

認
識
し
て
い
る
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
２
３
お
よ
び
注
解
）。
だ
か
ら
、
神
に
お

い
て
は
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。こ
の
論
点
は
、『
エ
チ
カ
』

第
一
部
定
理
１
７
注
解
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
神

の
知
性
は
人
間
知
性
の
よ
う
に
「
認
識
さ
れ
る
事
物
よ
り
も
後
で
あ
っ
た
り
、
あ
る

い
は
同
時
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
神
が
認
識
す
る
以
前
に
は
、
そ

れ
ら
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
神

の
知
性
は
事
物
の
本
質
お
よ
び
現
実
存
在
の
原
因
で
あ
る
」。

神
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
。
で
は
、
神
か

ら
産
出
さ
れ
た
も
の
に
関
し
て
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
か
ら
産
出
さ
れ

た
も
の
と
は
、ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
い
え
ば
実
体
の
「
様
態
」
で
あ
る
。
人
間
と
は
、

神
か
ら
産
出
さ
れ
る
「
様
態
」
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
人
間
の
精
神
と
は
、

神
の
知
性
に
お
い
て
連
鎖
す
る
諸
観
念
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（『
エ
チ
カ
』

第
二
部
定
理
９
）。
と
こ
ろ
が
、
人
間
精
神
が
現
実
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

れ
が
神
の
知
性
の
中
に
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
諸
観
念
の
連
鎖
か
ら
は
切
り
離
さ
れ

て
孤
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
間
精
神
と
い
う
単
独
の
観
念
は
、
諸
観

念
の
連
鎖
そ
の
も
の
を
見
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
（『
エ
チ
カ
』
第
二

部
定
理
１
系
）。

こ
う
し
て
、
真
理
の
連
鎖
の
中
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
精
神
は
お
の
れ

を
独
立
し
た
認
識
主
体
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
て
い
る
諸
事
物
は
、
人
間
精
神
が
こ
の
連
鎖
か
ら
孤
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
認

識
か
ら
分
離
し
て
い
く
。
そ
れ
ら
の
事
物
が
、
認
識
主
体
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
対
象
で
あ
る
。
認
識
が
創
造
と
い
う
過
程
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
存
在
は
つ
ね
に
認
識
の
外
に
置
か
れ
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。

そ
こ
で
、
事
物
を
認
識
す
る
に
は
一
般
概
念
と
い
う
網
を
か
け
て
捕
獲
す
る
し
か
な
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い
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
不
十
全
な
観
念
」
が
発
生
す
る
。

さ
て
、
考
え
て
み
る
と
、
人
間
が
現
実
存
在
す
る
対
象
に
対
し
て
行
使
す
る
こ
と

を
学
ぶ
認
識
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。
現
実
存
在
す
る
事
物
は
、
通
常

は
、
こ
の
よ
う
な
諸
観
念
に
も
と
づ
い
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
エ
チ
カ
』

第
二
部
定
理
２
９
系
）。で
は
、こ
こ
か
ら
い
っ
た
い
何
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
不
十
全
な
観
念
」
に
よ
る
認
識
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
と
は
、
実
践
的
な
生
の

次
元
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
ま
ず
確
認
で
き
る
。
こ
の
次
元
の
特
徴
は
、
現
実
的
な

世
界
が
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
世
界
の
中
で
出
会
わ
れ
る
様
々
な

対
象
が
、
認
識
主
体
に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
見
直
す
と
、「
十
全
な
観
念
」
に
よ
る
認
識
の
場
所
は
、
実
践
的
な

生
の
次
元
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
十
全
な
観
念
」
は

認
識
す
べ
き
対
象
の
存
在
を
前
提
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
観
念
の

連
鎖
そ
れ
自
体
が
認
識
で
あ
る
よ
う
な
場
所
が
、
実
践
的
な
生
の
次
元
と
は
別
に
あ

る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
知
的
な
生
の
次
元
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
お

い
て
は
、
認
識
主
体
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
認
識
そ
れ
自
体
が
連
鎖
し
て
い
く

に
と
も
な
っ
て
、
認
識
の
対
象
で
あ
る
存
在
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
生
の
次
元
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
の
よ
う
な
生
の
次
元
は
、『
エ
チ
カ
』
の
読
解
と
い
う
知
的
過
程
そ
の
も

の
で
あ
る
。
私
が
以
下
で
提
案
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。

　
　

３　

理
性
の
場
所

ス
ピ
ノ
ザ
が
真
理
の
認
識
と
み
な
し
た
の
は「
直
観
知
」だ
け
で
は
な
い
。「
理
性
」

に
よ
る
認
識
も
ま
た
「
必
然
的
に
真
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
認
識
の
場
所
は
、
ど
ち
ら
も
知
的
な
生
の
次
元
に
あ
る

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
所
に
は
認
識
主
体
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点

を
踏
ま
え
、
ま
ず
「
理
性
」
の
認
識
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

「
理
性
」
と
は
「
共
通
概
念
（notiones com

m
unes

）」
に
よ
る
事
物
の
認
識
で

あ
る
。「
共
通
概
念
」
と
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理

３
８
）
の
も
の
に
つ
い
て
の
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
か
に
つ
い

て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
あ
ま
り
明
確
な
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
。
現
実
存
在
す
る
諸
事

物
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
存
在
す
る
諸
法
則
を
指
し
て
い
る
と
す
る
の
が
標
準
的
な

解
釈
で
、
私
も
そ
う
考
え
て
い
る
。
現
実
存
在
す
る
諸
事
物
は
、
一
定
の
法
則
に
し

た
が
っ
て
存
在
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
数
学
的
真
理

が
一
定
の
規
則
に
則
っ
て
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
実
存
在
の
法
則
に
よ
っ
て
諸
事

物
の
真
理
を
認
識
す
る
の
が
「
理
性
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
す
れ
ば
、
次
の
点
に
気
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
理
性
」
に
よ
る
認
識
と
は
、

ま
さ
に
ス
ピ
ノ
ザ
が
人
間
精
神
に
つ
い
て
『
エ
チ
カ
』
で
試
み
て
い
る
証
明
以
外
の

何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
点
に
。
例
え
ば
、「
精
神
の
本
性
お
よ
び
起
源
に
つ
い
て
」

と
題
さ
れ
た
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
で
は
、
人
間
精
神
に
関
す
る
諸
定
理
が
証
明
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
定
理
は
す
べ
て
「
共
通
概
念
」
に
よ
る
認
識
と
し
て
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
定
理
に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
の
諸
機
能
が
、

一
定
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

点
を
具
体
的
に
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
の
「
法
則
」
と
は
、
現
実
存
在
す
る
人
間
の
観
察
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

る
心
理
学
的
な
法
則
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
認
識

は
「
第
一
種
の
認
識
」
で
あ
り
、
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
人
間
心
理
と
い
う
対
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象
を
一
般
概
念
に
よ
っ
て
捕
獲
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、『
エ
チ
カ
』

第
二
部
に
お
い
て
、
心
理
学
的
な
観
察
に
も
と
づ
く
議
論
は
、
何
ら
な
さ
れ
て
い
な

い
。
で
は
、「
法
則
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
神
の
本
性
」
を
こ
こ
で
い
う
「
法
則
」

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
１
６
が
証
明
し
て
い

る
よ
う
に
、「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の

仕
方
で
（
い
い
か
え
れ
ば
、無
限
知
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
も
の
が
）

生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
が
生
み

出
さ
れ
る
「
神
の
本
性
」
こ
そ
、「
無
限
に
多
く
の
も
の
」
の
ひ
と
つ
で
あ
る
人
間

精
神
を
認
識
す
る
際
の
「
法
則
」
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
エ
チ
カ
』

第
二
部
が
こ
の
定
理
を
受
け
て
始
ま
っ
て
い
る
（
序
文
で
言
及
さ
れ
て
い
る
）
と
い

う
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
神
の
本
性
」
に
も
と
づ
く
人
間
精
神

の
認
識
が
こ
こ
か
ら
開
始
さ
れ
る
と
い
う
点
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
明
言
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
と
る
な
ら
ば
、
人
間
精
神
を
認
識
す
る
筋
道
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う

な
も
の
に
な
る
。
定
理
１
６
を
前
提
し
て
、次
に
神
の
無
限
の
「
属
性
」
の
う
ち
「
思

惟
」
と
「
延
長
」
に
着
目
す
る
と
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
１
お
よ
び
２
）、「
延
長
」

の
属
性
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
、「
思
惟
」
の
属
性
に

お
い
て
「
観
念
」
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
点
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

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

観
念
が
、
必
然
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
３
）。

生
み
出
し
た
も
の
を
後
か
ら
認
識
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
認
識
が
存
在
を

生
み
出
す
の
で
あ
る
。
真
理
の
認
識
が
創
造
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
認
識
こ
そ
そ

の
よ
う
な
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
観
念
の
連
鎖
が
神
の
知
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
人

間
精
神
は
そ
れ
ら
の
観
念
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
、
真
理
の

連
鎖
か
ら
お
の
れ
自
身
を
孤
立
さ
せ
、「
不
十
全
な
観
念
」
に
よ
っ
て
も
の
を
認
識

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
人
間
精
神
の
認
知
構
造
が
、
こ
う
し
て
「
神
の

本
性
」に
従
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
く
。そ
れ
が『
エ
チ
カ
』第
二
部
の
内
容
で
あ
る
。（
同

様
の
こ
と
は
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
の
感
情
論
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

考
察
は
省
略
す
る
）。

こ
の
よ
う
に
、「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
で
あ
る
も
の
と
は
、「
神
の
本
性
」
あ

る
い
は「
神
の
本
質
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
際
、『
エ
チ
カ
』第
二
部
定
理
４
５
で
は
、

「
現
実
存
在
す
る
各
々
の
物
体
な
い
し
個
物
の
観
念
は
、
す
べ
て
神
の
永
遠
・
無
限

な
る
本
質
を
必
然
的
に
含
む
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
本
質
に
よ
る
認

識
が
「
理
性
」
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
定
理
の
意
味
を
、
実
践
的

な
生
の
次
元
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
実
践
の
場
で
出
会
わ
れ
る
現
実

存
在
す
る
個
々
の
事
物
に
対
し
て
、「
神
の
本
質
」
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
実
践
的
な
生
の
次
元
に
お
い

て
「
理
性
」
の
認
識
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え

な
い
。
実
践
的
な
生
の
次
元
は
真
理
が
認
識
さ
れ
る
場
所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、
実
践
的
な
生
の
次
元
に
お
い
て
は
、
人
間
は
「
第
一
種
の
認
識
」
か
ら
出

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
２
９
系
に
お
い
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

「
人
間
精
神
は
、
自
然
の
共
通
秩
序
に
よ
っ
て
も
の
を
知
覚
す
る
場
合
に
は
、
つ

ね
に
自
己
自
身
に
つ
い
て
も
、
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
も
、
外
部
の
物
体
に
つ
い
て
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も
、十
全
な
認
識
を
持
た
ず
、た
ん
に
混
乱
し
た
、切
断
さ
れ
た
認
識
の
み
を
持
つ
」。

こ
の
引
用
文
の
中
の
「
自
然
の
共
通
秩
序
に
よ
っ
て
も
の
を
知
覚
す
る
」
と
い
う

部
分
が
、
実
践
的
な
生
の
次
元
に
お
け
る
認
識
を
要
約
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
場

合
に
は
、
決
し
て
「
十
全
な
認
識
」
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
点
が
注
意
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
注
解
で
は
、「
自
然
の
共
通
秩
序
に
よ
っ
て
」
と
い
う
部

分
が
「
諸
事
物
と
の
偶
然
的
接
触
に
よ
っ
て
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
を
読
め

ば
、
こ
の
引
用
文
が
実
践
的
な
生
の
次
元
へ
の
言
及
で
あ
る
こ
と
は
、
も
っ
と
明
瞭

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
実
践
的
な
生
の
次
元
に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
は
「
第
一
種
の
認
識
」

か
ら
出
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
は
、「
理
性
」
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
現

実
に
存
在
す
る
人
間
の
認
知
機
能
を
観
察
し
て
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
も
の
を
捕
獲
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
精
神

に
関
す
る
定
理
の
証
明
が
連
鎖
す
る
こ
と
で
、
人
間
精
神
の
真
理
が
形
成
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。
証
明
以
前
に
は
、
誰
も
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

人
間
精
神
の
真
理
は
、
観
察
や
実
験
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
証
明
と
い
う
知
的
過
程

の
中
で
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
理
性
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
精
神
に
は
「
理
性
」
に
よ
る
認
識

が
で
き
る
と
い
う
点
は
、
や
は
り
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

無
論
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、「
第
一
種
の
認
識
」
に
関
す
る
定
理
の
証

明
が
定
理
３
１
で
終
了
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
直
ち
に
「
理
性
」
に
関
す
る
諸
定
理

の
証
明
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
定
理
３
２
か
ら
定
理
４
０
ま
で
が
「
理
性
」
に
関
す

る
定
理
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
証
明
の
流
れ
を
整
理
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
神
に
お

い
て
は
文
字
通
り
の
意
味
で
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、

「
す
べ
て
の
観
念
は
神
に
関
係
す
る
限
り
真
で
あ
る
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理

３
１
）。
と
こ
ろ
で
、
人
間
精
神
の
中
に
十
全
な
観
念
が
あ
る
と
す
る
と
、
十
全
な

観
念
と
は
も
と
も
と
神
の
思
考
過
程
な
の
で
、す
べ
て
真
で
あ
る
。対
象
が
ま
ず
あ
っ

て
、
そ
れ
を
後
か
ら
捕
獲
す
る
の
で
は
な
く
、
認
識
が
対
象
を
作
り
出
す
の
だ
か
ら
、

真
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
中
に
お
い
て
絶
対
的
な
あ
る
い

は
十
全
で
完
全
な
観
念
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
３
４
）。

と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
真
理
を
認

識
す
る
限
り
に
お
け
る
人
間
精
神
と
は
、
神
の
知
性
に
お
け
る
観
念
の
連
鎖
の
一
部

分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
人
間
精
神
と
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う

な
連
鎖
か
ら
お
の
れ
を
孤
立
さ
せ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
そ
う

で
あ
る
。
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
不
十
全
な
観
念
」
な
ど
発
生
し
な
い
。
だ
と

す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
な
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
人
間
精
神
は
神
の
知
性
の
連

鎖
の
一
部
で
あ
り
、
か
つ
そ
う
で
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
を
両
立
さ
せ
、
矛
盾
を
解
消
し
な
け
れ
ば
、「
理
性
」
の
認
識
の
証
明

は
完
了
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
定
理
３
７
、３
８
、３
９
で
、
い
わ
ゆ
る
「
共
通
概
念
」
の

証
明
を
お
こ
な
う
。
こ
れ
ら
の
定
理
の
証
明
の
要
点
は
、「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」

の
も
の
に
つ
い
て
な
ら
ば
、
神
の
知
性
の
連
鎖
か
ら
孤
立
し
た
人
間
精
神
に
と
っ
て

も
、
神
の
知
性
の
連
鎖
と
同
じ
観
念
の
連
鎖
が
生
じ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
か
り
に
連
鎖
に
切
断
が

生
じ
た
と
し
て
も
、
同
じ
内
容
が
保
存
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
人
間
精
神

に
も
真
理
の
認
識
が
可
能
な
の
だ
。

で
は
、「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
の
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で
認
識
さ
れ
る
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の
で
あ
ろ
う
か
。
実
践
的
な
生
の
次
元
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
認
識
主
体
が
何
ら
か
の
共
通
の
も
の
を
捕
獲
し
て
作
り
出
す
「
一
般
概

念
」
は
、「
共
通
概
念
」
で
は
な
い
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
注
意
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
４
０
注
解
１
）。
そ
れ
は
や
は
り
知
的
な
生
の
次
元

に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
の
も
の
は
、
や
は
り
「
神

の
本
質
」
を
指
す
が
、
そ
れ
が
認
識
さ
れ
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
の
証
明
を
と
お
し
て

の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
理
性
の
認
識
を
証
明
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
も
ま
た

理
性
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
認
識
が
行
な
わ
れ
る
場
所
は
『
エ
チ
カ
』
の
中

に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
は
、「
理
性
」
の
認
識
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
所

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
、『
エ
チ
カ
』
全
体
が
「
理

性
」
の
認
識
の
場
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
後
半
は
そ
こ
か
ら

除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
部
分
は
「
直
観
知
」
の
認
識
が
お

こ
な
わ
れ
る
場
所
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

４　

直
観
知
の
場
所

「
直
観
知
」
が
語
ら
れ
る
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
後
半
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
こ
と

を
証
明
し
て
い
る
。「
第
三
種
の
認
識
」（
つ
ま
り
「
直
観
知
」）
で
も
の
を
認
識
す

る
こ
と
へ
の
欲
望
は
、「
第
一
種
の
認
識
」
か
ら
は
生
じ
な
い
が
、「
第
二
種
の
認
識
」

（
つ
ま
り
「
理
性
」）
か
ら
生
じ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
（『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理

２
８
）。

「
直
観
知
」
へ
の
欲
望
が
「
表
象
」
か
ら
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

が
認
識
主
体
と
い
う
視
点
か
ら
は
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
直

観
知
」
に
お
い
て
は
、
実
践
的
な
生
の
次
元
で
個
物
と
ど
の
よ
う
に
出
会
う
か
が
問

題
な
の
で
は
な
い
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
次
元
で
の
個
物
の
存
在

の
認
識
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は『
エ
チ
カ
』

の
読
解
と
い
う
知
的
な
生
の
次
元
で
経
験
さ
れ
る
認
識
で
あ
っ
て
、『
エ
チ
カ
』
の

読
者
が
自
分
の
日
常
生
活
で
実
践
で
き
る
認
識
の
こ
と
で
は
な
い
。「
直
観
知
」
へ

の
欲
望
が
「
理
性
」
か
ら
は
生
じ
う
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味

に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
展
開
す
る
真
理
の
連
鎖
の

中
で
の
み
、
人
間
精
神
は
個
物
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
後
半
の
諸
定

理
の
内
容
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
精
神
が
認
識
す
る
対
象
は
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
身
体
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
に
は
存
在
し
な
い
。こ
の
点
は『
エ
チ
カ
』第
二
部
定
理
１
３
で
証
明
さ
れ
て
お
り
、

人
間
精
神
に
関
す
る
諸
定
理
の
証
明
の
大
前
提
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
神
の
知
性

に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
と
は
人
間
身
体
の
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
存
在

す
る
人
間
精
神
に
は
、外
部
か
ら
の
刺
激
を
原
因
と
し
て
自
己
の
身
体
に
生
じ
る「
変

容
」
を
認
識
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
（『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
１
７
）。

諸
観
念
の
連
鎖
か
ら
孤
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
事
物
が
認
識
に
先
立
っ
て
存

在
す
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
の
身
体
に
「
変
容
」
が

起
こ
っ
て
か
ら
し
か
そ
れ
ら
を
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。す
で
に
見
た
と
お
り
、

自
己
自
身
に
つ
い
て
も
、
ま
た
自
己
の
身
体
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
そ

れ
が
「
第
一
種
の
認
識
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
人
間
精
神
が
真
理
の
連
鎖
か
ら
自
己
を
孤
立
さ
せ
た
と
し
て
も
、
神
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の
知
性
に
お
い
て
は
、
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
よ
う
な
仕
方
で
、
人
間
身
体
の
観

念
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
観
念
は
「
人
間
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相

の
下
に
表
現
す
る
観
念
」（『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
２
）
で
あ
る
。
神
の
知
性
に

お
い
て
は
、
人
間
身
体
を
認
識
す
る
こ
と
が
そ
れ
を
創
造
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る

よ
う
な
仕
方
で
、
人
間
身
体
が
思
考
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
真
理
の
連
鎖
か
ら
孤
立
し
た
人
間
精
神
に
と
っ
て
も
、
こ
の
観

念
は
じ
つ
は
無
関
係
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
精
神
が
孤
立
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
真
理
の
連
鎖
か
ら
離
脱
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ

そ
の
連
鎖
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
の
知

性
の
中
に
あ
る
人
間
身
体
の
観
念
は
、「
人
間
精
神
に
帰
属
す
る
何
か
で
あ
る
」（『
エ

チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
３
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

人
間
精
神
が
そ
の
「
何
か
」
を
経
験
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
直
観
知
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
「
何
か
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
認
識
す
る
こ
と

が
そ
の
ま
ま
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
、
認
識
の
境
地
で
あ
る
。「
直
観
知
」

と
は
、
文
字
通
り
そ
の
よ
う
な
境
地
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る（
１
）。
で
は
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
境
地
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
精
神
が
認
識
主
体

と
い
う
視
点
に
お
の
れ
を
置
い
て
い
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
境
地
が
生
き
ら
れ
る
こ

と
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
排
除
し
、
実
践
的
な
生
の
次
元

か
ら
知
的
な
生
の
次
元
へ
と
移
動
す
る
こ
と
が
、
そ
の
条
件
で
あ
る
。

知
的
な
生
の
次
元
と
は
、
繰
返
し
て
い
え
ば
、『
エ
チ
カ
』
を
読
解
す
る
と
い
う

知
的
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
次
元
に
お
い
て
は
、
す
で
に
人
間
精
神
に
関
す

る
真
理
が
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
後
半
ま
で
に
、

す
で
に
「
理
性
」
の
認
識
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
上
で
引
用
し
た
『
エ
チ
カ
』
第

五
部
定
理
２
８
に
お
い
て
、「
直
観
知
」
へ
の
欲
望
は
「
理
性
」
か
ら
生
じ
う
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、『
エ
チ
カ
』
を
と
お
し
て
人
間
精
神
に
関
す
る
真
理
を
認

識
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
真
理
の
連
鎖
の
中
に
あ
る
自
己
自
身
へ
と
認
識
が

向
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

事
実
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
「
直
観
知
」
の
定
義
に
合
致
し
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』

第
五
部
定
理
２
５
の
証
明
に
よ
れ
ば
、「
直
観
知
」
と
は
「
神
の
い
く
つ
か
の
属
性

の
十
全
な
観
念
か
ら
諸
事
物
の
本
質
の
十
全
な
認
識
へ
進
む
」。
こ
の
場
合
、「
神
の

い
く
つ
か
の
属
性
」
と
は
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
言
及
さ
れ
る
神
の
諸
属
性
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
属
性
の
う
ち
、「
思
惟
」
と
「
延
長
」
と
い
う
二
つ
の
属
性
に
よ
っ
て
、

人
間
精
神
に
関
す
る
「
十
全
な
観
念
」
を
連
鎖
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、ま
さ
し
く
『
エ

チ
カ
』
の
論
述
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
諸
事
物
の
本
質
の
十
全
な
認
識
に

進
む
」
と
い
う
こ
と
は
、『
エ
チ
カ
』
の
第
五
部
後
半
へ
「
進
む
」
と
い
う
読
解
の

過
程
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
認
識
の
境
地
を
生
き
る
と
い
う
経
験
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
理
２
３
の
注
解
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
を

感
じ
か
つ
経
験
す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
永
遠
」
と
い
う
言
葉
が
出
現

し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
直
観
知
」
の
解
釈
そ
の
も
の
が
、

あ
る
意
味
で
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
延
長
線
上
で
、「
永
遠
で
あ
る
」

と
は
、
認
識
が
そ
の
ま
ま
存
在
で
あ
る
よ
う
な
、
認
識
の
境
地
を
言
い
表
す
概
念
で

あ
る
と
解
釈
し
て
み
よ
う
。
こ
の
解
釈
は
け
っ
し
て
強
引
な
も
の
で
は
な
い
。『
エ

チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
９
注
解
に
よ
れ
ば
、「
神
の
中
に
含
ま
れ
、
神
の
本
性
の
必

然
性
に
し
た
が
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
」
諸
事
物
を
認
識
す
る
と
き
、
そ

れ
ら
の
事
物
を
「
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
の
相
の
下
に
概
念
し
て
い
る
」
と
明
言
さ
れ
て
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い
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
あ
る
「
神
の
本
性
の
必
然
性
」
と
い
う
部
分
が
、

認
識
即
存
在
と
い
う
創
造
的
局
面
を
指
し
て
い
る
と
い
う
点
を
、
こ
れ
ま
で
の
解
釈

の
延
長
線
上
で
主
張
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
な
ぜ
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
「
感
じ
か
つ
経
験
す
る
」
と

い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
。「
感
じ
か
つ
経
験
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
た
ん
に
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ば
生
き
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
が
、
認
識
に
よ
る
存
在
の
創
造
は
、
ま
さ
に
生
き
ら
れ
る
ほ

か
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
選
択
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
存
在
を
一
種
の
創
造
と
し
て
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
が
「
直

観
知
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
だ
か
ら
、
精

神
が
そ
の
原
因
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
定
理
３
１
は
ま
さ
に
こ
の
点
を

指
摘
す
る
。「
第
三
種
の
認
識
は
、
そ
の
形
相
的
原
因
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
永
遠

で
あ
る
限
り
に
お
け
る
精
神
に
依
存
し
て
い
る
」。

ま
た
、
認
識
が
存
在
を
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
認
識
が
必
然
的
に
真
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
認
識
に
お
い
て
は
、

自
己
の
存
在
が
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
認
識
か
ら
は
「
与
え
ら
れ
う
る
限
り
、
精
神
の
最
高
の
満
足
が
生
じ
る
」（『
エ

チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
７
）
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
直
観
知
」
と
は
、「
永
遠
の
相
の
下
に
」
と
い
う
言
葉
が
連
想
さ

せ
る
も
の
と
は
異
な
り
、
認
識
に
先
立
っ
て
す
で
に
存
在
す
る
本
質
を
捕
獲
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
認
識
、
存
在
、
本
質
が
、
す
べ
て
創
造
の
別
名
で
あ
る
よ

う
な
事
態
こ
そ
、「
直
観
知
」
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
理
３
３
が
に
よ
れ
ば
、「
第
三
種
の
認
識
」
は
わ
れ
わ
れ
に
喜
び

を
も
た
ら
す
が
、そ
こ
に
は「
原
因
と
し
て
の
神
の
観
念
が
伴
っ
て
い
る
」。
つ
ま
り
、

神
の
観
念
が
な
け
れ
ば
「
第
三
種
の
認
識
」
は
得
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
が

創
造
で
あ
る
よ
う
な
神
の
観
念
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
な
創
造
の
一
局
面
で
あ

る
自
己
の
存
在
が
経
験
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、「
直
観
知
」
に
お
い
て
は
「
精
神
の
最
高
の
満
足
」
が
経
験
さ
れ
、
そ

の
原
因
と
し
て
「
神
の
観
念
」
が
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
精
神
の
最
高
の
満
足
」
は
「
神

へ
の
知
的
愛
」（『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
３
２
系
）
と
し
て
経
験
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
に
喜
び
を
も
た
ら
し
た
も
の
を
、
精
神
は
愛
す
る

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
神
と
は
、「
直
観
知
」
の
経
験
を
と

お
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
神
と
は
、
定
理
３
１
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
た
「
そ
れ
自
身
が
永
遠
で
あ
る
限
り
に
お
け
る
精
神
」
の
こ
と
な
の

で
あ
る
。
定
理
３
６
証
明
で
は
、
そ
れ
は
「
人
間
精
神
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
う
る

限
り
に
お
け
る
神
」
と
述
べ
直
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
直
観
知
」
に
お
い
て
は
、

人
間
精
神
の
感
じ
る
愛
は
神
の
自
己
愛
で
あ
る
こ
と
に
な
る
（『
エ
チ
カ
』
第
五
部

定
理
３
６
証
明
）。
結
局
の
と
こ
ろ
、「
直
観
知
」
に
お
い
て
は
、
人
間
精
神
は
そ
の

個
別
性
を
維
持
し
た
ま
ま
で
神
に
同
一
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
直
観
知
」
に
お
い
て
人
間
精
神
が
同
一
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
神
の

観
念
は
、
も
と
も
と
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
践
的
な
生
の
次
元
か

ら
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
次
元
に
お
い
て
得
ら
れ
る
神
の
観
念
が
誤
謬
に

満
ち
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
１
７
注
解
で
、
延
々

と
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　

真
の
神
の
存
在
と
は
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
で
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ

る
。『
エ
チ
カ
』
第
二
部
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
定
理
１
６
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を
も
う
い
ち
ど
引
用
し
て
み
よ
う
。「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の

も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
（
い
い
か
え
れ
ば
、
無
限
知
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

う
る
す
べ
て
の
も
の
が
）
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
の
定
理
で
言
及
さ
れ
て

い
る
の
は
、
認
識
の
連
鎖
が
そ
の
ま
ま
存
在
の
連
鎖
で
あ
る
よ
う
な
神
の
観
念
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
念
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
最
終
的
に
「
直
観
知
」
へ
と
導
く
の

で
あ
る
。

以
上
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
直
観
知
」
に
関
す
る
私
の
解
釈
で
あ
る
。
私
は
、
真
理

の
認
識
と
は
創
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
視
点
か
ら
、「
直
観
知
」
が
ど
の
よ
う

な
認
識
で
あ
る
か
を
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
の
視
点
を
展
開
す
る
枠
組
み
と
し
て
、

実
践
的
な
生
の
次
元
と
知
的
な
生
の
次
元
の
区
別
を
設
定
し
た
。
以
上
の
解
釈
は
つ

ね
に
こ
の
枠
組
み
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、私
の
解
釈
に
お
い
て
、

生
の
次
元
の
区
別
と
い
う
こ
の
枠
組
み
は
、
重
要
な
理
論
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
最
後
に
、
私
が
提
案
し
た
解
釈
を
、
代
表
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
対
比
す
る

こ
と
を
と
お
し
て
、
真
理
の
「
創
造
説
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
枠
組
が
も
つ

重
要
性
を
よ
り
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　

５　

諸
解
釈
と
の
対
比

（
一
）
上
野
修
の
解
釈

「
直
観
知
」
が
達
成
さ
れ
る
の
は
、『
エ
チ
カ
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
で
あ

る
と
い
う
視
点
を
、
は
じ
め
て
明
確
に
打
出
し
た
の
は
上
野
修
の
解
釈
で
あ
る（
２
）。

私
の
解
釈
は
、
こ
の
解
釈
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、

私
の
解
釈
が
い
わ
ゆ
る
二
番
煎
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
し

か
し
、
私
な
り
に
新
し
い
論
点
を
提
示
で
き
た
部
分
も
あ
る
。

上
野
修
の
解
釈
で
は
、
た
だ
「
直
観
知
」
だ
け
が
『
エ
チ
カ
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト

（
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
）
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
て
、「
理
性
」
に
つ
い
て

は
同
様
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
の
点
が
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
私
は
「
理
性
」
お
よ
び
「
直
観
知
」
を
、
と
も
に
『
エ
チ
カ
』

の
読
解
を
と
お
し
て
達
成
さ
れ
る
認
識
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
を
と
れ

ば
、「
第
三
種
の
認
識
」
へ
の
欲
望
は
「
第
一
種
の
認
識
」
か
ら
は
生
じ
な
い
が
、「
第

二
種
の
認
識
」
か
ら
は
生
じ
う
る
と
い
う
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
８
を
明
確

な
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
エ
チ
カ
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト

を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
第
三
種
の
認
識
」
す
な
わ
ち
「
直
観
知
」
が
達

成
で
き
る
、
と
い
う
意
味
に
。
こ
の
解
釈
は
、
上
野
修
の
解
釈
と
対
立
せ
ず
、
む
し

ろ
そ
の
意
図
を
よ
り
正
確
に
実
現
す
る
解
釈
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

生
の
次
元
の
区
別
と
い
う
解
釈
上
の
枠
組
み
を
と
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理

の
認
識
を
『
エ
チ
カ
』
の
読
解
と
い
う
場
所
で
と
ら
え
る
と
い
う
解
釈
を
、「
直
観
知
」

の
み
な
ら
ず
「
理
性
」
に
も
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈

『
エ
チ
カ
』
の
大
部
分
が
「
第
二
種
の
認
識
」
す
な
わ
ち
「
理
性
」
の
視
点
か

ら
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
で
あ

る（
３
）。
こ
の
点
に
は
、私
は
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
大
部
分
」

と
い
う
譲
歩
を
つ
け
て
い
る
意
図
は
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
後
半
は
「
第
三
種
の

認
識
」
す
な
わ
ち
「
直
観
知
」
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、『
エ
チ
カ
』
全
体

で
な
く
、
そ
の
「
大
部
分
」
が
「
理
性
」
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
上
で
、「
理
性
」
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お
よ
び
「
直
観
知
」
を
、
ど
ち
ら
も
実
践
的
な
生
の
次
元
で
達
成
さ
れ
る
認
識
と
し

て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
点
で
、私
の
解
釈
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
と
真
っ

向
か
ら
対
立
す
る
。

現
実
存
在
す
る
諸
事
物
が
相
互
作
用
す
る
実
践
的
な
生
の
次
元
で
、「
不
十
全
な

観
念
」
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
人
間
精
神
が
、
ま
さ
に
そ
の
実
践
的
な
生
の
次
元

で
、
い
か
に
し
て
「
十
全
な
観
念
」
を
形
成
し
う
る
か
と
い
う
問
い
が
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
中
心
に
位
置
す
る（
４
）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
そ
の
問
い
に
対

す
る
解
決
の
糸
口
を
「
喜
び
」
の
感
情
に
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
実
践
的
な
生
の
次

元
で
「
喜
び
」
の
感
情
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
動
的
な
喜
び
が
能
動
的

な
喜
び
に
転
換
し
、
そ
こ
に
「
十
全
な
観
念
」
が
獲
得
さ
れ
る
の
だ
と
論
じ
る
の
で

あ
る（
５
）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
認
識
が
実
践
的
な
生
の

次
元
で
理
解
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
方
針
と
、『
エ
チ
カ
』

の
大
部
分
が
「
理
性
」
の
視
点
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
、
両
立
し
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
私
は
む
し
ろ
、
真
理
の
認
識
は
実
践
的
な
生
の
次
元
で
は
得
ら
れ

な
い
と
い
う
思
想
を
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
中
心
に
認
め
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い

る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
「
第
一
種
の
認
識
」
を
、「
第
二
種
」
お
よ
び
「
第
三
種
」

の
真
理
の
認
識
か
ら
区
別
し
、
そ
れ
ら
を
別
次
元
に
置
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
以
上
、実
践
的
な
生
の
次
元
と
知
的
な
生
の
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
は
、

『
エ
チ
カ
』
読
解
の
枠
組
み
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
マ
ル
シ
ャ
ル
・
ゲ
ル
ー
の
解
釈

ゲ
ル
ー
の
解
釈
は
、「
直
観
知
」
と
い
う
認
識
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
タ
イ

プ
の
認
識
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
関
わ
る
。
ゲ
ル
ー
に
よ
れ
ば
、「
直
観
知
」
は
「
個

別
的
な
本
質
の
個
別
的

0

0

0

な
認
識
」
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
「
個
別
的
な
本
質
の
普
遍

0

0

的0

な
認
識
」で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
を
設
定
し
た
上
で
、

ゲ
ル
ー
は
後
者
の
解
釈
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、「
直
観
知
」
と
は
「
個
別
的
な
本
質

の
普
遍
的

0

0

0

な
認
識
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る（
６
）。

で
は
、
こ
の
解
釈
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
直
観
知
」
の
理
論

に
お
い
て
は
、
個
別
的
な
存
在
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
別
的
な
存
在

を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
一
般
的
に
説
明
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
理
論
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も

の
で
あ
る
。「
直
観
知
」
と
い
う
個
物
の
本
質
の
認
識
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
実
際

に
個
物
の
本
質
を
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
直
観
知
」

の
理
論
も
一
般
的
な
説
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
普
通
は
そ
う
な
の
だ
が
、

『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
そ
れ
が
私
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、
私
は
ゲ
ル
ー
の
解
釈
に
ま
っ
た
く
賛
成
し

て
い
な
い
。

ゲ
ル
ー
の
解
釈
の
背
景
に
は
、
一
般
的
な
こ
と
し
か
取
り
扱
わ
な
い
理
論
の
次
元

と
、
も
っ
ぱ
ら
個
別
的
な
こ
と
に
の
み
関
わ
る
実
践
の
次
元
を
区
別
す
る
と
い
う
枠

組
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
と
お
し
て
見
る

限
り
、「
直
観
知
」
の
意
味
は
正
確
に
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な

枠
組
み
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
真
理
の
認
識
と
は
創
造
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
、
観
念
が
何
ら
の
真
理

基
準
に
よ
ら
ず
に
必
然
的
に
真
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
理
解
で
き
な
い
。
私
は
こ
れ

を
真
理
の
「
創
造
説
」
と
呼
ん
で
お
い
た
。
こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
認
識
に
先
立
っ

て
存
在
す
る
対
象
を
、
認
識
主
体
が
い
か
に
し
て
捕
獲
す
る
か
と
い
う
視
点
と
相
反

す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
真
理
の
「
主
体
説
」
と
呼
ん
で
お
い
た
。　
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四

さ
て
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ゲ
ル
ー
が
暗
黙
に
区
別
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、

理
論
の
次
元
と
実
践
の
次
元
は
、
ど
ち
ら
も
「
主
体
説
」
を
前
提
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
認
識
主
体
に
よ
る
対
象
の
捕
獲
と
い
う
視
点
を
と
っ
た
上
で
、
個
別
的
な
対
象

を
捕
獲
す
る
場
合
（
実
践
）
と
、
同
種
の
個
体
群
を
捕
獲
す
る
場
合
（
理
論
）
と
が

区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ゲ
ル
ー
の
誤
り
は
、真
理
に
関
す
る「
主

体
説
」
を
暗
黙
に
前
提
し
た
た
め
に
、
生
の
次
元
を
区
別
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ア
ル
キ
エ
の
解
釈

ア
ル
キ
エ
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
概
念
の
水
準
と
生
き
ら
れ
る
経

験
の
領
域
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
的
確
に
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
区
別

に
し
た
が
え
ば
、「
第
三
種
の
認
識
」
が
概
念
の
水
準
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
概
念
の
水
準
で
成
立
す
る
「
第
三

種
の
認
識
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
生
き
ら
れ
る
経
験
で
あ
る
か
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。
確
か
に
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
３
の
注
解
に
は
、「
わ
れ
わ
れ

が
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
か
つ
経
験
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
読
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
、こ
の
点
に
つ
い
て
疑
問
を
提
出
す
る
の
が
ア
ル
キ
エ
の
解
釈
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
た
ん
な
る
概
念
の
水
準
に
お
け
る
認
識
は
、
生
き
ら
れ
る
経
験
と
は
性
質

が
異
な
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
な
ぜ
た
ん
な
る
概
念
の
認
識
を
あ

た
か
も
生
き
ら
れ
る
経
験
の
よ
う
に
し
て
語
ろ
う
と
す
る
か
が
疑
問
だ
と
い
う
の
で

あ
る（
７
）。
よ
う
す
る
に
、
ア
ル
キ
エ
は
「
第
三
種
の
認
識
」
に
つ
い
て
否
定
的
な

の
で
あ
る
。
無
論
、「
第
三
種
の
認
識
」
が
生
き
ら
れ
る
経
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
キ
エ
も
認
め
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
経
験
が

概
念
の
認
識
と
い
う
水
準
に
お
い
て
達
成
さ
れ
う
る
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
に
対

し
て
は
、
懐
疑
的
な
解
釈
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
解
釈
の
問
題
点
は
、
概
念
の
水
準
と
生
き
ら
れ
る
経

験
の
領
域
の
区
別
に
あ
る
。
私
自
身
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
関
し
て
、
知
的
な
生

の
次
元
と
実
践
的
な
生
の
次
元
を
区
別
し
た
が
、
ア
ル
キ
エ
の
区
別
は
私
の
区
別
と

は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
が
生
の
二
つ
の
次
元
を
区
別
し
た

目
的
は
、
真
理
の
認
識
が
創
造
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
、
知
的
な
生
の
次
元
に
お
い

て
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
第
三
種
の
認
識
」
を
ま
さ
に
生
き
ら
れ
る
経
験
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。「
第
三
種
の
認
識
」
に
お
い
て
は
、
認
識
に
よ
っ

て
存
在
が
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
存
在
す
る
こ
と
そ

れ
自
体
の
経
験
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ル
キ
エ
に
は
、
真
理
の
認
識
が
創
造
で

あ
る
と
い
う
視
点
が
見
ら
れ
な
い
。

『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
２
２
に
よ
れ
ば
、
神
の
中
に
は
人
間
身
体
の
本
質
の
観

念
が
あ
る
。
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
神
に
お
い
て
は
認
識
と
存
在
が
同
一
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
生
み
出
す
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、こ
の
定
理
の
意
味
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
ル
キ
エ
は
、
こ
の
定
理
の
意
味
を
、
神
が
人
間
に
つ
い
て
持
っ
て

い
る
観
念
と
の
み
解
し
、人
間
は
概
念
の
水
準
に
お
い
て
、そ
の
観
念
を
見
出
す
（
再

発
見
す
る ; retrouver

）
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る（
８
）。
つ
ま
り
、
経
験
の
領
域

と
同
様
に
、
概
念
の
水
準
に
お
い
て
も
、
認
識
と
は
認
識
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
も

の
を
捕
獲
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
点
が
、
暗
黙
に
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
む
し
ろ
否
定
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ル
キ
エ
の
解
釈
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
真
理
論
を
「
主
体
説
」
の
視

点
で
理
解
し
た
が
ゆ
え
に
、
概
念
の
水
準
に
お
い
て
存
在
そ
の
も
の
が
生
き
ら
れ
る



真
理
と
創
造
性

一
五

と
い
う
「
第
三
種
の
認
識
」
の
持
つ
深
遠
な
局
面
を
見
逃
し
た
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
の
ま
と
め
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
生
の
次
元
の
区
別
を
問
題
に
し
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
、
こ
の
論
文
で
、
実
践
的
な
生
の
次
元
と
知
的
な
生

の
次
元
を
区
別
し
、「
第
二
種
」
お
よ
び
「
第
三
種
」
の
認
識
は
、
実
践
的
な
生
の

次
元
で
は
な
く
知
的
な
生
の
次
元
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て

き
た
。
で
は
、
知
的
な
生
の
次
元
の
特
徴
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
実
践
的
な
生
の
次
元
と
は
異
な
り
、
こ
の
次
元
に
は
認
識
主
体
と
い
う
も
の

が
存
在
し
な
い
、と
い
う
点
が
や
は
り
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
真
理
の
認
識
と
は
、

認
識
主
体
に
よ
る
対
象
の
捕
獲
で
は
な
く
、
む
し
ろ
観
念
の
連
鎖
と
し
て
理
解
さ
れ

る
よ
う
な
、
知
そ
の
も
の
の
自
律
的
な
過
程
な
の
で
あ
る
。「
観
念
の
秩
序
お
よ
び

繋
が
り
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
７
に
出
現
す
る
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な

過
程
を
指
し
て
い
る
。
神
の
知
性
を
構
成
す
る
こ
の
よ
う
な
真
理
の
連
鎖
の
中
で
人

間
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
が
『
エ
チ
カ
』
の
構
造
で
あ
る
。
認
識
に
先
立
っ
て
存
在

す
る
対
象
の
観
察
に
も
と
づ
く
認
識
で
は
な
く
、
対
象
の
存
在
に
依
存
し
な
い
認
識

の
展
開
に
よ
っ
て
『
エ
チ
カ
』
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
エ
チ
カ
』
と
は

本
来
の
意
味
で
の
学
的
認
識
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
最
後
に
問
う
て
お
く
べ
き
点
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
精
神
に
関
す
る
学
的
認
識
が
、
な
ぜ
『
エ
チ
カ
』
と
題
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い

う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
エ
チ
カ
す
な
わ
ち
倫
理
学
と
は
、
実
践
的
な
生
の
改
善
を

目
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
知
的
な
生
の
次
元
で
の

学
的
認
識
の
成
果
が
、
は
た
し
て
実
践
的
な
生
の
次
元
に
何
ら
か
の
効
果
を
波
及
さ

せ
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
、
以
上
の
考
察
の
延
長
線
上
で
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
無
論
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
こ
の
場
で
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
と
ら
れ
る
べ
き
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
、
実

際
の
考
察
を
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
で
、
論
文
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
知
的
な
生
の
次
元
で
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、

ま
る
ご
と
実
践
的
な
生
の
次
元
で
展
開
す
る
と
い
う
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
実
行

し
た
過
激
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
模
倣
す
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
に

こ
れ
ら
二
つ
の
次
元
を
結
び
つ
け
る
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
手
が
か

り
に
、『
エ
チ
カ
』
を
読
み
直
す
べ
き
で
あ
る
。

無
論
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
そ
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
で

あ
る
。
人
間
精
神
に
関
す
る
学
的
認
識
は
、
実
践
的
な
生
の
次
元
で
達
成
さ
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
践
的
な
生
に
間
接
的
に
関
わ
る
こ
と
は
で
き
る
。
私

の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う

な
関
わ
り
は
、
真
理
を
認
識
す
る
人
は
「
死
を
ほ
と
ん
ど
恐
れ
な
い
」
と
い
う
『
エ

チ
カ
』
第
五
部
定
理
３
９
注
解
に
出
て
く
る
言
葉
か
ら
明
瞭
に
読
取
ら
れ
る
ば
か
り

で
な
く
、
さ
ら
に
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
「
人
間
本
性
の
型
」
に
関
す
る
考
察
と
、

第
五
部
の
「
感
情
の
治
療
」
に
関
す
る
考
察
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
あ
る
べ
き
人
間
の
型
を
学
的
認
識
に
よ
っ
て
構
成
し
て
み
せ

る
こ
と
で
、そ
の
認
識
を
た
ど
る
『
エ
チ
カ
』
の
読
者
に
模
倣
の
欲
望
を
喚
起
す
る
、

と
い
う
意
図
が
読
取
ら
れ
る
。
学
的
認
識
が
、
善
き
生
へ
の
欲
望
を
喚
起
す
る
と
い

う
形
で
、
実
践
的
な
次
元
に
波
及
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
後
者
に
お
い
て
は
、
実
践

的
な
生
の
次
元
で
生
じ
る
様
々
な
感
情
を
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
学
的
認
識
に
よ
っ

て
治
療
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
の
証
明
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
も
し
こ

の
点
の
証
明
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
人
間
精
神
に
関
す
る
『
エ
チ
カ
』
の
学
的
認
識



柴
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一
六

は
、
実
践
的
な
生
の
次
元
で
活
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
知
的
な
生
の
次
元
に
お
け
る
人
間
精
神
に
関
す
る
学
的
認
識
の
成

果
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
手
で
、
実
践
的
な
生
の
次
元
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
の
意
義
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
の
全
体
像
は

さ
ら
に
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
の
探
求
は

今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

凡
例

『
知
性
改
善
論
』
お
よ
び
『
エ
チ
カ
』
の
参
照
箇
所
は
、
す
べ
て
本
文
中
に
指
示
す
る
。
典

拠
は
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
ス
ピ
ノ
ザ
全
集
で
あ
る
。SPIN

O
ZA

 O
PERA

, H
eiderberg, 1925

　
　

注

（
１
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
直

観
に
お
い
て
、
思
考
は
緊
密
に
存
在
と
結
合
し
て
お
り
、
思
考
は
存
在
そ
の
も
の

と
な
っ
て
い
る
」。Cf.Brunschvicg(1951) p.118

（
２
） 

上
野(1999) pp.152-153, 

上
野(2011) pp.158-159

（
３
） D

eleuze(1968) p.275

（
４
） ibid. p.201

（
５
） ibid. p.262

（
６
） Guéroult(1974) p.459-460

（
７
） A

lquié(1981) pp.326-327

（
８
） A

lquié(2003) p.383
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