
懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

は
じ
め
に

ー
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る

「
懐
疑
主
義
」

理
性
と
は
何
で
あ
ろ
う
。
一
見
唐
突
な
こ
の
問
い
か
ら
始
め
た
い
。

啓
蒙
の
時
代
以
降
、
近
代
は
と
り
わ
け
理
性
の
時
代
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
の
哲
学
者
た
ち
が
説
き
展
開
し
た
自
立

的
、
主
体
的
人
間
と
い
う
思
想
は
、
「
理
性
の
光
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
旧
習
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
ま
さ
に
そ
の
光

の
由
縁
・
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
創
り
出
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
光
と
は
何
な
の
か
、

あ
る
い
は
、
そ
の
理
性
に
つ
い
て
哲
学
者
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
理
解
を
も
ち
え
て
い
た
の
か
、
と
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

、
、
、

も
ち
ろ
ん
、
近
代
の
人
間
把
握
、
人
間
観
の
根
本
を
た
ず
ね
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
立
的
で
主
体
的
な
人
間
存
在
と
は
何
で

あ
る
の
か
と
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ヌ

ー

ス

ラ

チ

オ

西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
、
理
性
は
優
れ
て
人
間
の
本
性
と
み
な
さ
れ
て
き
た
し
、
近
代
に
お
い
て
も
そ
の
理
性
を
よ
り
ど
こ
ろ
に

(1) 

〈
自
己
〉
が
確
証
さ
れ
、
そ
し
て
「
所
有
」
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
理
性
も
〈
自
己
〉
も
、
実

懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉

あ
る
い
は
「
理
性
」

座

小

田

の
解
釈
を
手
が
か
り
に
I

の
ラ
ピ
リ
ン
ス

豊
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際
の
と
こ
ろ
は
、
「
確
と
し
て
あ
る
」
と
あ
ら
か
じ
め
前
提
に
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ

り
も
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
「
懐
疑
」
や
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
〈
自
己
〉
と
は
何
か
、
理
性

、
、
、

と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
が
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
近
代
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
近
代
に
お
け
る
「
理
性
」
は
、
ー
ー
—

と
り
わ
け
〈
自
己
〉
と
は
何
か
と
問
う
者
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
~
命
と
死
の
鍵
を
握
る
謎
、
た
と
え
ば
ギ
リ
シ
ア
神
話

(2) 

学
者
カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
ー
言
う
と
こ
ろ
の
無
窮
の
「
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
迷
宮

は
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
宇
宙
全
体
の
起
源
で
母
な
る
胎
内
、
あ
る
い
は
、
死
の
帰
り
場
所
で
あ
る
黄
泉
の
国
へ
の
入
り
口
と
し
て
、

蝸
牛
や
巻
貝
か
ら
連
想
さ
れ
る
螺
旋
も
し
く
は
渦
巻
き
状
の
「
無
限
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

近
代
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
〈
自
己
〉
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
り
え
よ
う
。

近
代
に
お
け
る
理
性
お
よ
び
〈
自
己
〉
へ
の
問
い
か
け
の
あ
り
さ
ま
は
、
何
よ
り
も
こ
の
謎
と
し
て
の
自
己
の
内
な
る
〈
無
限
〉
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
跡
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
問
い
、
疑
い
、
そ
し
て
懐
疑
は
、
限
定
不
可
能
な
無
限
に
浮
か
ぶ
寄

る
辺
な
き
想
い
に
誘
わ
れ
て
発
せ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
も
、
〈
自
己
〉
は
〈
無
限
〉
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
捉

え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
小
論
は
、
こ
の
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
の
問
題
の
近
代
的
な
意
味
を
、
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲

学
の
懐
疑
主
義
を
手
が
か
り
に
し
て
問
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
〈
無
限
〉
へ
の
問
い
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
理
性
」

の
ラ
ビ
リ
ン
ス
の
扉
は
開
か
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て
、
迷
宮
に
も
、
そ
の
主
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
も
比
せ
ら
れ
る
べ
き
ヘ
ー

ゲ
ル
哲
学
を
、
そ
れ
自
身
の
闇
の
な
か
か
ら
手
繰
り
寄
せ
、
陽
の
下
に
導
き
出
す
こ
と
も
容
易
に
な
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
あ
の
『
弁
神
論
』
の
序
文
の
な
か
で
、
そ
の
書
の
主
題
と
な
る
「
自
由
と
必
然
性
」
の
問
い
と
並
ん

で
、
こ
の
〈
無
限
〉
へ
の
問
い
を
、
哲
学
者
を
試
す
「
ラ
ビ
リ
ン
ス
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
確
認
し
て
お
こ
う
。
「
わ
れ

わ
れ
の
理
性
を
し
ば
し
ば
迷
わ
せ
る
名
高
い
二
つ
の
迷
宮

l
a
b
y
r
i
n
t
h
e

が
あ
る
。
―
つ
は
自
由
と
必
然
性
に
関
す
る
大
問
題
で
あ
り
、
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ピ
リ
ン
ス

た
と
え
ば
こ
う
問
う
て
み
よ
う
。
こ
の
混
沌
と
し
た
二
十
一
世
紀
初
頭
の
一
体
ど
こ
に
理
性
が
あ
る
の
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ど
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
こ
と
だ
と
言
う
ぺ
き
な
の
か
。

人
間
で
あ
れ
ば
誰
で
も
も
っ
て
い
る
し
、
時
と
と
こ
ろ
を
問
わ
ず
普
遍
的
な
も
の
、
そ
れ
が
理
性
、
な
ぜ
な
ら
、
古
来
「
人
間
は
理

性
的
動
物
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
で
は
な
い
か
ー
通
常
は
こ
の
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
本
当
の
と
こ
ろ
こ
れ
だ
け
で
は
も

ち
ろ
ん
、
「
理
性
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
問
い
の
答
え
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
事
実
私
た
ち
の
ま
わ
り
で
は
、
お
よ
そ

「
理
性
」
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
か
り
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
ま
た
、
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
時
と
と

こ
ろ
を
問
わ
ず
普
遍
的
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
理
性
は
、
ど
の
よ
う
に
も
言
い
う
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ
う
に
し
て
も
確
定
の
し
よ

う
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
と
言
っ
て
も
千
差
万
別
。
十
人
、
百
人
、
千
人
、
一
万
人
、
ど
れ
ほ
ど

の
人
を
集
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
共
通
な
精
神
的
資
質
を
さ
が
し
て
も
見
つ
け
出
す
の
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
た
と
え
見
つ
け
た

と
し
て
も
、
と
て
も
あ
い
ま
い
で
大
ま
か
な
も
の
に
し
か
な
り
そ
う
に
な
い
。

そ
の
う
え
で
な
お
、
人
間
の
本
質
と
し
て
の
理
性
が
普
遍
的
だ
と
力
説
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
性
的
動
物
と
い
う
こ
と
で
む
し
ろ
、

「
理
性
」
へ
の
問
い

と
り
わ
け
悪
の
産
出
と
起
源
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
も
う
ー
つ
は
、
連
続
性
と
、
そ
の
連
続
性
の
基
本
原
理
と
思
わ
れ
る
不
可
分

体
と
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
無
限

infini
の
考
察
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
。
第
一
の
迷
宮
は
ほ
と
ん
ど
の
人
を
惑

(3) 

わ
せ
る
が
、
第
二
の
迷
宮
は
哲
学
者
だ
け
を
試
す
e
x
e
r
c
e
r
の
で
あ
る
」
。
こ
の
「
無
限
」
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
も
も
ち
ろ
ん
モ

ナ
ド
た
る
〈
自
己
〉
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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一
緒
、

「
一
緒
、
一
緒
、
み
ん
な
一
緒
！
」
、
と
唱
え
な
が
ら
手
を
繋
ぎ
合
う
奇
妙
な
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
生
き
者
を
思
い
浮
か
べ
た
＜

も
な
る
。
個
性
を
も
た
な
い
そ
の
よ
う
な
生
き
物
の
一
体
ど
こ
に
、
理
性
を
認
め
れ
ば
よ
い
の
か
。
そ
も
そ
も
理
性
と
は
そ
う
し
た
の
っ

ぺ
ら
ぼ
う
性
の
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
そ
の
逆
に
、
個
体
性
、
個
別
性
を
基
準
と
し
て
、
自
分
こ
そ
理
性
的
で
あ
る
と
自
負
す
る
人
が
い
る
と
し
て
、
そ
の
人
の

理
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
人
と
区
別
さ
れ
、
抜
き
ん
出
て
個
別
的
で
特
殊
な
能
力
が
理
性
な
の
だ

と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
と
も
か
く
、
他
の
人
た
ち
は
い
ず
れ
も
み
な
、
彼
に
比
し
て
没
理
性
的
、
な
い
し
は
非
理
性
的
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
か
。
理
性
と
い
う
も
の
が
、
少
な
く
と
も
、
人
間
誰
に
と
っ
て
も
等
し
く
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
卓
越
し
た
、
い
わ
ば
た
だ
一
人
に
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
な
能
力
は
、
や
は
り
「
理
性
」
と
は
言
い
難
い
だ
ろ
う

し
、
言
い
得
な
い
だ
ろ
う
。

た
だ
一
人
だ
け
が
理
性
的
で
あ
る
と
は
、
独
善
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
あ
の
「
良
心
」
に
つ
い
て
、
自
ら
良
心
的
だ
と

思
っ
こ
と
ほ
ど
良
心
の
定
義
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
え
る
よ
う
に
、
自
分
を
理
性
的
だ
と
見
な
す
こ
と
も
ま
た
、
ど
こ
か
反
理

性
的
な
色
合
い
を
拭
い
去
れ
な
い
。
そ
れ
は
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
理
性
を
標
榜
す
る
国
々
が
い
か
に
非
理
性
的
で
あ
っ
た
こ

と
か
、
ま
た
現
に
あ
る
こ
と
か
。
理
性
へ
の
問
い
こ
そ
大
切
な
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
な
ら
ば
い
っ
そ
、
理
性
は
確
定
で
き
な
い
も
の
、
い

ず
れ
理
性
と
は
、
で
っ
ち
上
げ
、
虚
構
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
神
話
で
し
か
な
い
、
と
開
き
直
れ
ば
そ
れ
で
す
む
の
か
と
い
え
ば
、
も
ち

ろ
ん
私
た
ち
に
は
こ
れ
も
で
き
な
い
。

バ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
踏
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
の
「
理
性
的
動
物
」
と
い
う
人
間
の
定
義
は
も

は
や
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
理
性
概
念
の
歴
史
的
変
容
を
尋
ね
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
理
性
そ
の
も
の
の
可
能

性
に
ま
で
問
い
を
広
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
理
性
が
何
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
当
に
私
た
ち
の
も
の
で
あ
る
の
か
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

ど
う
か
、
こ
の
問
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
肯
定
的
な
答
え
が
得
ら
れ
た
と
し
て
、
さ
ら
に
な
お
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

私
た
ち
が
共
有
で
き
る
理
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
と
。
た
し
か
に
、
理
性
を
一
般
的
な
人
間
的
能
力
と
い
う
よ
う

に
曖
昧
な
形
で
、
い
わ
ば
日
常
的
な
レ
ペ
ル
で
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
た
と
え
ば
古

来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
言
葉
を
操
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
能
力
、
論
理
的
推
論
や
判
断
を
行
う
能
力
、
そ
し
て
数
学

的
計
算
の
能
力
、
等
々
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
ど
う
や
ら
先
の
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
な
、
顔
を
も
た
な
い
没
個
性
的
な
能
力
と
同

じ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
既
成
的

positive
な
」
理
性
、
あ
る
い
は
没
個
性
的
な
理
性
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ

の
よ
う
な
も
の
が
理
性
な
の
で
あ
れ
ば
、
理
性
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
い
は
、
そ
も
そ
も
生
じ
る
は
ず
も
な
い
。
私
は
誰
な
の
か
、
私

は
理
性
的
な
の
か
否
か
に
悩
む
者
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
理
性
の
定
義
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
に
と
っ
て
大
切

な
の
は
、
世
界
の
な
か
で
私
を
屹
立
さ
せ
る
も
の
、
世
界
に
対
し
て
「
私
」
を
ほ
と
ん
ど
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
対
質
さ
せ
る
も
の
、
そ
う
し

た
意
味
で
、
「
私
」
を
は
じ
め
て
「
私
」
と
し
て
意
識
さ
せ
、
私
を
私
た
ら
し
め
る
も
の
、
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
論
じ
た

い
理
性
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

近
代
に
お
い
て
哲
学
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
哲
学
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

く
。
す
で
に
存
在
し
、
与
え
ら
れ
て
い
る
何
も
の
か
を
自
分
の
本
質
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
こ
と
の
内
容
を
自

、
、
、

ら
問
う
こ
と
、
理
性
が
あ
り
う
る
と
し
て
、
そ
れ
が
作
り
事
、
捏
造
、
虚
構
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
な
お

、
、
、

や
は
り
自
分
の
可
能
性
と
し
て
、
し
か
も
で
き
れ
ば
最
高
の
可
能
性
と
し
て
そ
れ
を
探
究
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
理
性
を
人
間
に
と
っ

て
の
最
高
の
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
理
念
や
神
話
と
し
て
掲
げ
、
そ
の
最
高
の
も
の
を
獲
得
も
し
く
は
実
現
す
べ
く
努
め
る
こ
と
、

そ
こ
に
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
「
理
性
」
が
現
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ー
大
ま
か
に
輪
郭
を
描
く
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
課
題

5
 



を
設
定
し
、
そ
の
た
め
に
自
ら
問
い
続
け
る
と
こ
ろ
に
近
代
哲
学
の
コ
ン
ス
テ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
哲
学
の
歴
史
的
展
開
を
見
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
理
性
へ
の
問
い
は
、
認
識
主
体
そ
れ
自
身
へ
の
問
い
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
主
観
（
主
体
）
性
と
は
何
か
、
自
由
と
は
何
か
、
自
律
と
は
何
か
、
自
我
・
私
と
は
何
か
、
そ
し
て
一
般
に
真
理
と
は
何
か
、

と
い
う
諸
概
念
へ
の
問
い
と
し
て
変
奏
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
が
何
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
際
問
い
は
何
よ
り
も
ま
ず
、

自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
そ
の
自
分
も
含
め
て
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
無
限
定
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
問
い
は
発
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
ほ
か
で
も
な
く
自
分
自
身
こ
そ
が
問
い
の
対
象
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
無
限
定
な
自
分
自
身
に
発
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
自
分
」
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
限
定
不
可
能
性
と
無
限
の
限
定
可
能
性
と
い
う
両
立
し
う
る
は
ず
の
な
い
ふ
た
つ
の
可
能
性
を
、
自
我
が
そ
の
端
緒

に
い
わ
ば
同
時
に
抱
え
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
重
の
可
能
性
の
こ
と
を
、
お
お
ま
か
に
〈
無
限
〉
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
「
考
え
る
葦
」
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
〈
無
限
〉
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
肯
定
と
否
定
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
寄
る
辺
な
き
が
ゆ
え
に
寄
る
辺
を
求
め
る
、
あ

る
い
は
寄
る
辺
を
求
め
て
寄
る
辺
な
き
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
、
自
分
を
問
う
源
泊
の
不
安
定
な
人
間
の
あ
り
さ
ま
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
あ
り
よ
う
を
自
ら
自
覚
し
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
〈
無
限
〉
は
人
間
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
力
と
な
り
う
る
。
弱
さ
と

強
さ
の
あ
わ
い
に
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
自
分
に
気
づ
く
と
い
う
そ
の
こ
と
自
体
が
、
弱
さ
に
も
強
さ
に
も
な
り
う
る
と
い
う
、
い
っ
て

み
れ
ば
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
あ
り
方
こ
そ
が
人
の
常
態
な
の
で
あ
る
。
理
性
へ
の
問
い
も
こ
の
事
態
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
の
な
か

で
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
不
可
避
の
、
右
の
よ
う
な
事
態
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
は
、
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
哲
学
者
た
ち
を
魅
了
し
つ

づ
け
て
き
た
―
つ
の
命
題
を
手
が
か
り
に
す
る
の
が
良
策
で
あ
ろ
う
。
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ピ
リ
ン
ス

〈
無
限
〉
へ
の
問
い

み
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
は
、
「
神
は
、
中
心
が
至
る
所
に
あ
り
、
ど
こ
に
も
周
の
な
い
知
的
球
体
で
あ
る

D
e
u
s
est 
s
p
h
a
e
r
a
 
intellectualis 

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

cujus 
c
e
n
t
r
u
m
 ubique, 
c
1
r
c
u
m
f
e
r
e
n
t
i
a
 n
u
s
q
u
a
m
.
 

こ
れ
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
〈
無
限
〉
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
と
て
も
重
要
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の

命
題
は
、
十
二
世
紀
の
神
学
者
ア
ラ
ヌ
ス
・
ア
プ
・
イ
ン
ス
ー
リ
ス
（
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
）

A
l
a
n
u
s
a
b
 Insulis (
1
1
1
4
,
1
2
0
3
)
 

が
著
わ
し
た
『
神
学
の
規
則

r
e
g
u
l
a
e
theologiae
』
と
い
う
本
の

7
番
目
の
「
規
則
」
に
挙
げ
ら
れ
た
の
が
ど
う
や
ら
最
初
の
よ

う
で
あ
る
。
ア
ラ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
の
説
明
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ー
ー
ズ
ム
の
伝
統
に
連
な
る
こ
の
規
則
は
、
い
わ
ば
直

(4) 

観
的
洞
察
を
要
求
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
や
が
て
は
あ
の
「
神
の
似
像

i
m
a
g
o
dei」
の
思
想
と

(5) 

結
び
合
っ
て
、
ま
さ
し
く
人
間
個
々
人
の
内
的
自
由
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
命
題
に
強
い
関

心
を
示
し
た
哲
学
者
に
、
特
に
ポ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
、
パ
ス
カ
ル
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヤ
コ
ー
ピ
そ
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
た
ち
が
い
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
三
人
に
流
れ
る
伝
統
の
連
な
り
を
簡
単
に
押
さ
え
、
そ
の
上
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
察
へ
と
歩

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
『
理
性
に
基
づ
く
自
然
と
恩
寵
の
原
理
』
（
一
七
一
四
年
）
と
い
う
小
さ
な
作
品
の
一

l

＿
一
節
で
、
す
ぺ
て
の
事
象

が
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
通
じ
て
、
密
接
に
連
関
し
あ
う
必
然
性
の
な
か
に
あ
り
、
神
な
ら
ば
そ
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
〈
無
限
〉

を
判
明
に
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
人
間
精
神
も
こ
の
連
関
の
な
か
に
あ
っ
て
、
不
十
分
な
が
ら
も
そ
の
必
然
性
を
認
識
し
う
る

と
説
き
、
最
後
に
そ
の
根
拠
と
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
神
の
み
が
す
べ
て
の
も
の
の
判
明
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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神
は
す
べ
て
の
も
の
の
源
泉

s
o
u
r
c
e
だ
か
ら
で
あ
る
。

《
神
は
い
わ
ば
至
る
と
こ
ろ
が
中
心
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
周
は
ど
こ
に

も
な
い
》
と
い
う
の
は
す
ば
ら
し
い
言
い
方
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
の
も
の
は
神
に
直
接

i
m
m
e
d
i
a
t
e
m
e
n
t
、
こ
の
中
心
か
ら
い
か

な
る
距
離
も
な
く
、
現
前

p
志
s
e
n
t
し
て
い
る
」

(
L
.
,
6
,
6
0
4
)
。
「
現
前

P
r
窟
e
n
c
e
」
は
、
も
の
の
す
べ
て
を
眼
前
に
し
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、
真
理
認
識
の
基
準
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
神
は
す
べ
て
の
も
の
の
源
で
あ
り
根
拠
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
神

そ
れ
自
身
が
す
べ
て
の
も
の
に
現
前
し
て
い
る
°
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
被
造
物
を
自
ら
の
在
り
処
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
「
至
る
と

こ
ろ
が
中
心
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
無
限
の
知
性
で
あ
る
神
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
自
分
の
眼
前
に
「
現
前
」
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
と
の
間
に
ま
っ
た
＜
距
離
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
ど
こ
に
も
周
を
も
た
な
い
」
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

、
、
、

こ
う
し
た
比
喩
を
理
解
す
る
に
は
、
パ
ス
カ
ル
の
言
う
「
無
限
の
速
さ
で
動
く
」
神
を
思
い
浮
か
べ
て
み
る
の
も
―
つ
の
方
法
で
あ

ろ
う
。
動
く
速
度
が
無
限
な
も
の
は
、
あ
る
地
点
に
居
る
と
同
時
に
居
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
い
わ
ば
「
ど
こ
に

(6) 

も
い
る
と
同
時
に
、
ど
こ
に
も
い
な
い
」
神
で
あ
る
、
と
パ
ス
カ
ル
は
述
べ
て
い
た
。
無
限
は
も
ち
ろ
ん
そ
う
だ
が
、
純
粋
、
完
全
、

絶
対
、
全
知
・
全
能
I

こ
う
し
た
概
念
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
何
か
を
言
い
表
す
と
す
れ
ば
、
唯
一
神
に
の
み
相
応
し
い
。
こ
の
世

界
お
よ
び
人
間
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
限
定
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
に
は
、
神
に
比
較
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
は

当
然
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
す
べ
て
が
神
の
被
造
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
は
神
と
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
は
ず

も
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
に
宇
宙
を
映
す
「
生
き
た
鏡
」
で
あ
る
モ
ナ
ド
、
と
り
わ
け
人
問
精
神
（
ー
ニ
節
）

(
L
.
,
6
,
6
0
3
£
.
)

が
、
雑
然
と
な
が
ら
も
や
は
り
「
〈
無
限
〉
を
、
す
ぺ
て
を
、
認
識
す
る
」
(
-
三
節
）
の
は
、
人
間
精
神
が
「
宇
宙

の
鏡
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
神
そ
の
も
の
の
似
像
」
（
一
四
節
）
（
L
.
,
6
,
6
0
4
)

で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
彼

の
言
う
哲
学
者
に
と
っ
て
の
無
限
の
ラ
ピ
リ
ン
ス
と
は
、
人
間
そ
れ
自
身
の
内
な
る
「
一
切
」
、
す
な
わ
ち
哲
学
者
自
身
の
〈
無
限
〉

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
ど
こ
ま
で
も
有
限
な
人
間
が
、
少
な
く
と
も
こ
う
し
た
比
喩
を
通
し
て
〈
無
限
〉
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

は
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
理
性
的
精
神
」
（
同
前
）
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
の
証
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

十
八
世
紀
も
終
わ
り
に
近
い
一
七
八
九
年
、
F
•
H

・
ヤ
コ
ー
ピ
は
、
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
教
説
に
つ
い
て
』
の
改
訂
版
を
出
し
た
が
、

そ
の
付
録
の
第
一
に
、
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
・
プ
ル
ー
ノ
の
著
書
『
原
因
、
原
理
、
一
者
に
つ
い
て
』
の
「
抜
粋
」
を
つ
け
て
い
る
。
ヤ
コ
ー

ビ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
翻
訳
抜
粋
を
行
っ
た
「
主
な
目
的
は
、
プ
ル
ー
ノ
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
一
に
し
て

(7) 

全

H
e
n
k
a
i
 
P
a
n
』
の
哲
学
の
総
ま
と
め

die
S
u
m
m
e
を
自
分
の
本
の
な
か
に
叙
述
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
「
一
に
し
て
全
」

の
思
想
へ
の
彼
の
傾
倒
ぶ
り
が
ひ
と
き
わ
顕
著
な
、
新
全
集
版
で
六
頁
ほ
ど
の
第
四
抜
粋
「
一
者
に
つ
い
て
」
の
な
か
に
、
あ
の
メ
タ

フ
ァ
ー
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
無
限
で
不
動
の
宇
宙
と
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
全
体
と
部
分
、

一
者
と
多
者
の
関
係
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
い
う
「
一
者

t
o
h
e
n
」
の
基
本
的
な
特
質
で
あ
る

「
一
に
し
て
全
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
こ
う
言
わ
れ
る
。
「
宇
宙

d
器

U
n
i
v
e
r
s
u
m

に
お
い
て
は
、
物
体
は
点
か
ら
、
中
心
は
周

die 
P
e
r
i
p
h
e
r
i
e
か
ら
、
有
限
な
も
の
は
無
限
な
も
の
か
ら
、
最
大
の
も
の

d
a
s
Grb'Bte
は
最
小
の
も
の

d
器

Kleinste
か
ら

区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
宇
宙
は
純
粋
な
中
心
点

lauter
M
i
t
t
e
l
p
u
n
k
t
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
心
点
は
ど
こ
に
も
あ
り
、

で＂）

そ
の
周
囲

U
m
k
r
e
i
s
は
ど
こ
に
も
な
い
」
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
文
章
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
ヤ
コ
ー
ビ
の
抜
粋
に
語
っ
て
も
ら
お
う
。

右
の
文
の
少
し
前
の
と
こ
ろ
に
そ
の
理
由
と
な
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
う
し
た
け
れ
ば
宇
宙
を
球
体
に
比
較
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
だ
が
宇
宙
は
け
っ
し
て
球
体
で
は
な
い
。
球
体
と
い
う
も
の
に
お
い
て
は
、
長
さ
と
幅
と
深
さ
は
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
球
体
に
は
一
様
に
限
界
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宇
宙
の
な
か
で
長
さ
と
幅
と
深
さ
が
同
じ
な
の
は
、
長
さ
と
幅
と

深
さ
に
限
界
が
な
く
、
無
限
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
尺
度
も
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
い
か
な
る
相
関
関
係
も
な
い
し
、
そ
も

そ
も
全
体
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
部
分
な
ど
存
在
し
な
い
。
無
限
な
も
の
に
部
分
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
そ
れ
自
身
無
限
な

，
 



ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
次
の
文
章
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
取
り
上

げ
た
抜
粋
コ
者
に
つ
い
て
」
の
思
想
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
と
も
重
な
り
な
が
ら
、
こ
こ
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
瞭
然
で
あ
ろ

う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
二
0

/
―
二
年
冬
学
期
の
『
哲
学
史
講
義
』
草
稿
の
概
要
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
哲
学
に
現
わ
れ
る

さ
て
、

も
の
の
は
ず
で
あ
ろ
う
」

(
S
.

2
0
0
 f
.
)

。
無
限
の
球
体
と
し
て
の
宇
宙
で
は
、
ど
の
よ
う
な
部
分
も
全
体
と
同
じ
く
「
無
限
」
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
に
関
し
て
も
同
じ
よ
う
に
、
「
無
限
の
持
続

E
氷
遠
]
に
お
い
て
は
、
・
・
・
百
年
も
瞬
間
と
区
別
さ
れ
え
な
い
。

永
遠
に
対
し
て
は
、
一
方
が
他
方
よ
り
も
多
く
か
か
わ
る
こ
と
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(
S
.
2
0
1
.
)
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
無
限

の
宇
宙
で
は
、
い
わ
ゆ
る
相
対
的
で
有
限
な
空
間
的
お
よ
び
時
間
的
規
定
は
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
。
空
間
的
・
時
間

的
に
最
大

M
a
x
i
m
u
m
が
最
小

M
i
n
i
m
u
m
で
あ
る
、
な
ど
と
は
通
常
誰
も
考
え
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
の
メ

タ
フ
ァ
ー
に
よ
る
な
ら
、
無
限
な
宇
宙
は
そ
の
相
対
性
や
有
限
性
を
_
ー

l

越
え
る
の
で
は
な
く
ー
—
卜
包
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

抜
粋
の
終
わ
り
近
く
で
、
「
自
然
に
お
け
る
対
立
す
る
も
の
の
徹
底
し
た
一
致
に
つ
い
て
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
主
張
」
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
「
す
ぺ
て
の
矛
盾
を
含
み
も
つ
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
を
統
一
と
真
理
の
う
ち
に
解
消
す
る
に
違
い
な
い
」
こ
の
一

致

(
S
.
2
0
4
.
)

が
、
「
認
識
の
原
理
」
お
よ
ぴ
「
存
在
の
原
理
」
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
原
理
の
差
異
も
含
め
た
対
立
や
矛
盾
の
「
合

一
点
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
対
立
を
展
開
す
る
こ
と
が
最
大
の
こ
と
で
あ
る
」
と
さ
れ
る

(s.
2
0
5
.
)
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

こ
の
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
全
体
を
洞
察
す
る
」
精
神
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
。
「
呼
吸
を
す
る
も
の
が
、
高
次
の
力
あ
る
も
の
に
値

す
べ
く
、
唯
一
善
に
し
て
真
な
る
も
の
に
値
す
べ
く
、
つ
ま
り
、
原
因
で
あ
り
、
原
理
で
あ
り
、
〈
一
に
し
て
全
〉
で
あ
る
無
限
の
本

質
に
値
す
ぺ
く
、
自
分
を
高
め
る
の
で
あ
る
」

(ibid.)。
こ
れ
が
抜
粋
の
最
後
の
こ
と
ば
で
あ
る
。
人
間
は
認
識
に
よ
っ
て
「
無
限
の

本
質
」
へ
と
、
つ
ま
り
は
〈
無
限
〉
へ
と
自
ら
を
高
め
、
こ
う
し
て
無
限
の
宇
宙
と
―
つ
に
な
る
。
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

す
ぺ
て
の
部
分
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
部
分
が
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
理
念
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
特
殊
な
も

の
は
す
べ
て
、
―
つ
の
[
理
念
の
]
生
動
性
の
鏡
で
あ
り
像
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
o

そ
れ
ら
は
す
ぺ
て
そ
の
現
実
性
を
こ
の
[
理
念
の
]

統
一
の
う
ち
に
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
区
別
、
そ
れ
ら
の
異
な
る
規
定
性
は
も
ろ
と
も
に
、
そ
れ
自
身
[
理
念
の
]
表
現
に
す
ぎ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ず
、
理
念
の
う
ち
に
保
持
さ
れ
た
形
式
に
過
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
理
念
と
は
、
同
時
に
周
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
心
点
、
ど
れ
ほ
ど
拡
大

し
て
い
こ
う
と
も
自
分
の
外
に
出
て
行
く
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
現
在
的
に
と
ど
ま
り
内
在
し
続
け
る
光
の
源

d
e
r

L
i
c
h
t
q
u
e
l
l
で
あ
る
。
か
く
し
て
理
念
は
必
然
性
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
理
念
そ
れ
自
身
の
必
然
性
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ

(9) 

て
、
こ
の
必
然
性
は
同
じ
く
理
念
の
自
由
な
の
で
あ
る
」
。
す
べ
て
の
部
分
を
含
む
理
念
、
そ
し
て
す
べ
て
の
部
分
に
映
し
出
さ
れ
る

理
念
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
無
限
、
そ
し
て
ヤ
コ
ー
ビ
の
言
う
無
限
の
「
宇
宙
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
こ
こ

で
は
「
必
然
性
の
シ
ス
テ
ム
」
す
な
わ
ち
「
理
念
の
自
由
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
う
あ

(10) 

の
二
つ
の
ラ
ビ
リ
ン
ス
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
理
念
と
い
う
概
念
の
下
に
―
つ
に
結
び
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
念
が
、

あ
の
比
喩
を
用
い
て
、
「
同
時
に
周
で
あ
る
中
心
」
、
す
な
わ
ち
至
る
と
こ
ろ
が
中
心
で
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
周
が
な
い
も
の
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
ど
れ
ほ
ど
拡
大
し
て
い
こ
う
と
も
自
分
の
外
に
出
て
行
く
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
現
在

的
に
と
ど
ま
り
内
在
し
続
け
る
光
の
源
」
、
す
な
わ
ち
す
ぺ
て
の
も
の
を
明
る
め
、
そ
し
て
「
現
在
11
現
前
」
し
つ
つ
、
そ
れ
自
身
で

あ
り
続
け
る
根
源
、
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
全
体
を
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
貫
い
て
統
一
性
を
保
た
せ
て
い
る
の
は
理
念
で
あ
る
。
「
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ

デ
ィ
ー
』
の
「
論
理
学
」
の
絶
対
的
理
念
や
「
精
神
哲
学
」
の
絶
対
精
神
で
は
当
然
だ
が
、
「
自
然
哲
学
」
に
お
い
て
も
理
念
は
核
心

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
こ
う
言
わ
れ
る
。
「
自
然
は
時
間
に
お
い
て
最
初
の
も
の
だ
が
、
絶
対
的
な
最
初

P
r
i
u
s
は
理

念
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
最
初
が
、
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
真
の
始
ま
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ル
フ
ァ
ー
は
オ
メ
ガ
な
の
で
あ
る
」
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(
9
,
3
0
)
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
た
と
え
ば
『
大
論
理
学
』
に
お
い
て
も
、
理
念
を
こ
の
現
実
の
な
か
に
こ
そ
読
み
取
れ
と
こ
う
言
う

の
で
あ
る
。
「
理
念
は
、
近
づ
く
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
身
は
い
つ
も
あ
る
種
の
彼
岸
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
目
標
と

だ
け
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
現
実
的
な
も
の
は
す
べ
て
、
そ
れ
が
理
念
を
内
に
も
ち
、
理
念
を
表
現
し
て
い
る
か
ぎ
り
で

の
み
、
現
に
存
在
し
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

(
6
,
4
6
4
)
。
理
念
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
具
体
的
な
思
想
」
だ

か
ら
で
あ
る
。
一
八
二
五
／
二
六
年
の
『
哲
学
史
講
義
』
の
序
論
で
は
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
具
体
的
な
思
想
は
・
・
概
念
で

あ
り
、
な
お
一
層
明
確
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
理
念
で
あ
る
。
理
念
は
、
自
分
を
現
実
化
す
る
か
ぎ
り
で
の
概
念
で
あ
る
。
概
念
が
自

分
を
現
実
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
概
念
が
自
分
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
属
す
る
。
・
・
概
念
が
た
だ
自
分
に
基
づ
い
て
の
み

、
、
、
、
、
、
、

自
分
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
概
念
の
無
限
の
自
己
関
係
で
あ
る
。
理
念
は
私
た
ち
が
真
理
と
名
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
」

(
V
o
r
l
.
6
,
2
1
1
)
。
こ
の
「
無
限
の
自
己
関
係
」
は
、
「
理
念
が
自
分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
」
、
「
他
者
の
う
ち
で
自
分
自
身
を
保
持
す
る

こ
と
、
自
分
自
身
の
否
定
に
お
い
て
自
分
の
も
と
に
あ
る
こ
と
、
と
い
う
精
神
の
自
由
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
(
V
o
r
l
.
6
,
2
1
6
)
。
つ

ま
り
、
自
ら
に
お
い
て
一
切
で
あ
り
、
他
の
一
切
の
も
の
に
お
い
て
自
分
自
身
で
あ
る
「
無
限
の
自
己
関
係
」
と
は
、
ま
さ
に
先
の

「
一
に
し
て
全
」
た
る
無
限
な
宇
宙
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
、
理
念
、
概
念
、
精
神
、
真
理
、
自
由
、
そ
し
て
光
を
、
い

ず
れ
も
「
無
限
（
性
）
」
と
捉
え
て
い
た
。

理
念
が
人
間
に
お
い
て
現
実
化
し
た
も
の
が
精
神
で
あ
り
、
そ
の
精
神
の
特
質
が
「
無
限
の
自
己
関
係
」
、
す
な
わ
ち
〈
無
限
〉
で

あ
る
。
そ
し
て
、
あ
の
光
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
真
理
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
つ
ま
り
一
切
の
も
の
の
根
拠
の
こ
と
で
あ
る
。
光
と
光
源

は
け
っ
し
て
別
の
も
の
で
は
な
い
。
光
源
で
あ
る
理
念
は
す
べ
て
の
も
の
の
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
光
と
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
現
実

的
本
質
と
し
て
現
に
あ
る
。
個
々
の
も
の
も
ま
た
、
光
を
も
ち
、
そ
し
て
光
を
放
つ
限
り
で
存
在
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
一
切
の
も
の

は
、
光
源
か
ら
見
て
―
つ
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
光
を
〈
無
限
〉
と
見
な
し
こ
う
述
べ
て
い
た
。
「
無
限
は
真
実
の
存
在
で
あ
り
、
制
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悔
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ピ
リ
ン
ス

限
か
ら
抜
け
出
る
高
揚
で
あ
る
。
無
限
と
い
う
名
を
傍
に
す
る
と
、
心
と
精
神
に
光
が
灯
る
。
精
神
は
無
限
に
お
い
て
、
た
だ
単
に
抽

象
的
に
自
分
の
も
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
自
分
を
高
め
て
自
分
自
身
へ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の
思
考
の
光
へ
と
、
自
分
の
普
遍

性
の
光
へ
と
、
自
分
の
自
由
の
光
へ
と
高
揚
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
『
大
論
理
学
』
5
,
1
5
0
.
)
。
〈
無
限
〉
に
よ
っ
て
精
神
は
自
分
で
自

分
に
光
を
と
も
す
、
つ
ま
り
自
分
で
自
分
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
自
分
の
思
考
」
が
、
「
自
分
の
自
由
」
が
輝
き
始

め
る
。
そ
れ
以
前
に
は
精
神
に
と
っ
て
い
ま
だ
「
真
実
の
存
在
」
は
な
く
、
た
だ
「
制
限
」
に
囚
わ
れ
た
有
限
な
も
の
が
あ
る
ば
か
り

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
無
限
〉
は
あ
の
「
光
源
」
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
自
己
〉
の
内
な
る
〈
無
限
〉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
精
神
の
う
ち
に
は
〈
無
限
〉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
輝
き

出
せ
ぱ
真
理
が
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
真
理
は
真
理
を
現
す
と
、
単
に
同
語
を
反
復
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー

ゲ
ル
は
右
の
『
大
論
理
学
』
の
箇
所
で
さ
ら
に
続
け
て
、
「
制
限
と
し
て
の
自
分
に
、
す
な
わ
ち
制
限
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
分
に
も
、

当
為
と
し
て
の
自
分
に
も
自
分
を
関
係
づ
け
、
こ
の
制
限
を
越
え
て
い
き
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
自
分
へ
の
関
係
と
し
て
、
こ
の
制
限
を

否
定
し
て
し
ま
っ
て
、
こ
の
制
限
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
こ
と
こ
そ
、
有
限
な
も
の
の
本
性
で
あ
る
」

(
i
b
i
d
.
)

と
述
べ
て
い

(11) 

る
。
有
限
な
も
の
は
、
限
定
を
免
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
無
限
の
意
義
を
一
層
深
く
認
識
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
限
と
無
関
係
な

無
限
は
、
「
悟
性
の
無
限
」
、
「
悪
し
き
無
限
性
」
で
あ
る

(
5
-
1
4
9
)
。
「
真
の
無
限
性
」
で
あ
る
「
理
性
の
無
限
」
は
、
有
限
と
無
限
と

が
「
―
つ
の
過
程
」
と
な
っ
て
「
互
い
に
止
揚
し
あ
う
」
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る

(
i
b
i
d
.
)
。
自
分
が
有
限
な
こ
と
を
自
覚
す

る
人
間
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
あ
る
既
存
の
肯
定
的
な
も
の
に
執
着
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
を
も
否
定
す
る
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ

に
ま
で
立
ち
至
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
新
た
な
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
制
限
」
を
越
え
、
そ
れ
を
否
定
す
る

と
い
う
の
は
、
け
っ
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
自
己
否
定
を
介
し
て
〈
無
限
〉
は
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

自
己
否
定
に
よ
っ
て
〈
無
限
〉
が
顕
わ
に
な
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
有
限
で

13 



ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
精
神
現
象
学
』
（
以
下
『
現
象
学
』
と
略
す
）
の
序
文
で
、
精
神
の
本
質
を
否
定
的
な
も
の
を
肯
定
的
な
存
在
に
転

換
す
る
「
魔
法
の
力
」
と
も
呼
び
、
印
象
深
い
こ
と
ば
を
記
し
て
い
る
。
「
精
神
の
生
は
、
死
を
前
に
し
て
恐
れ
、
荒
廃
か
ら
純
粋
に

身
を
保
持
す
る
生
で
は
な
く
、
死
に
耐
え
て
、
死
の
な
か
で
自
分
を
保
持
す
る
生
の
こ
と
で
あ
る
。
精
神
は
そ
の
真
理
を
、
絶
対
的
な

分
裂
の
さ
な
か
に
自
分
自
身
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」
(
3
,
3
6
)
。
い
か
に
も
『
精
神
現
象
学
』
な
ら
で
は

の
文
章
だ
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
否
定
の
論
理
は
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
全
体
に
貫
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
書
の
緒
論
に
述

べ
ら
れ
た
哲
学
的
方
法
と
し
て
の
「
自
分
を
実
現
す
る
懐
疑
主
義
」
と
い
う
考
え
方
を
読
み
解
く
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

い
て
み
よ
う
。

取
る
に
足
り
な
い
と
思
わ
れ
る
人
間
、
そ
の
魂
の
奥
深
い
と
こ
ろ
に
理
念
の
無
限
の
「
光
」
が
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
し
か
に
「
有
限
と
無
限
の
狭
間
に
立
つ
人
間
」
と
い
う
こ
の
理
解
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
や
パ
ス
カ
ル
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
ら
近
代
の
多
く
の
哲
学
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
基
本
的
な
人
問
理
解
で
あ
ろ
う
。

彼
ら
は
い
ず
れ
も
「
懐
疑
」
を
回
避
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
他
方
で
確
実
性
の
根
拠
を
確
信
し
て
い
た
。
バ
ス
カ
ル
は
も
ち
ろ
ん
、

方
法
的
懐
疑
を
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
に
し
て
も
、
や
は
り
「
懐
疑
」
で
は
な
く
、
絶
対
的
な
確
実
性
の
方
に
大
き
く
重
心
を
置
い
て
い

た
。
弁
神
論
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
み
な
ら
ず
、
批
判
哲
学
の
カ
ン
ト
も
、
そ
の
哲
学
の
核
心
を
な
す
〈
無
限
〉
と
し
て
の
「
純
粋
理
性

(12) 

概
念
」
は
、
や
は
り
「
懐
疑
」
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
は
、
こ
の
「
懐
疑
」
を
方
法
的
に

取
り
こ
み
得
た
が
ゆ
え
に
、
〈
無
限
〉
へ
の
道
を
辿
る
導
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
こ
の
経
緯
を
紐
解

懐
疑
と
絶
望

14 



懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
の
か
か
わ
り
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

緒
論
に
お
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
『
現
象
学
』
が
「
現
象
す
る
知
の
叙
述
」
で
あ
る

(
3
,
7
2
)

と
し
た
上
で
、
「
現
象
す
る
知
の
全
範
囲

、
、
、
、
、
、
、

に
向
け
ら
れ
る
懐
疑
主
義
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
な
考
え
方
や
思
想
や
私
念
に
対
す
る
絶
望
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
真
理

で
あ
る
か
を
精
神
に
は
じ
め
て
見
事
に
吟
味
さ
せ
る
」
(
3
,
7
3
)

と
述
ぺ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
緒
論
の
意
図
す
る
範

囲
で
の
「
現
象
学
」
は
、
「
自
然
的
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
通
常
の
思
考
に
真
理
を
目
覚
め
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
そ
の
意
識
が
辿
る
全

道
程
に
、
徹
底
し
た
懐
疑
、
す
な
わ
ち
「
絶
望
」
を
導
入
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
「
絶
望
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、

、

、

、

、

、

、

、

の
か
と
い
え
ば
、
現
象
す
る
知
の
行
う
通
常
の
懐
疑
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
は
、
自
分
が
す
べ
て
を
疑
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
安
心
し
、
最
終
的
に
自
分
自
身
の
確
信
に
の
み
寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
保
身
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
絶
望
」
は
そ
の
確
信
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
〈
自
己
〉
を
も
根
底
か
ら
揺
る
が
し
、
そ
の
知
の
欺
職
を
完
膚
な
き
ま
で
に
暴
き

立
て
る
。
こ
の
経
緯
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
自
然
的
意
識
が
辿
る
こ
の
道
は
、
こ
の
意
識
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
意
義
を
も
っ
て
お
り
、
概
念
の
実
現
で
あ
る
も
の
が
こ
の
意

識
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
自
分
自
身
の
喪
失
と
み
な
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
自
然
的
意
識
は
こ
の
道
程
で
自
ら
の
真
理
を
失
う
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
道
は
懐
疑

d
e
r
Z
w
e
i
f
e
l

の
道
だ
と
、
も
っ
と
本
来
的
に
は
、
絶
望

die
V
e
r
z
w
e
i
f
l
u
n
g

の
道
と
み

な
さ
れ
う
る
。
こ
の
道
程
で
起
こ
る
の
は
、
懐
疑
と
い
う
こ
と
で
通
常
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
誤
っ
て
思

わ
れ
た
こ
れ
、
あ
る
い
は
あ
の
真
理
を
揺
る
が
し
て
、
そ
の
動
揺
の
さ
な
か
で
懐
疑
が
然
る
ぺ
く
ふ
た
た
び
消
失
し
、
あ
の
真
理
へ
の

還
帰
が
生
じ
、
そ
の
た
め
結
局
は
事
柄
が
以
前
と
同
じ
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
道
程
は
、
本
当
は
む

し
ろ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
概
念
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
も
っ
と
も
実
在
的
な
も
の
と
み
な
す
現
象
す
る
知
の
、
そ
の
非
真
理
性
を
暴
く
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

自
覚
的
な
洞
察
[
の
道
]
な
の
で
あ
る
o

そ
れ
ゅ
え
に
ま
た
ヽ
自
分
を
実
現
す
る
こ
の
懐
疑
主
義

d
笞
s
e
r
sich 
v
o
l
l
b
r
i
n
g
e
n
d
e
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S
k
e
p
t
i
z
i
s
m
u
s

は
、
真
理
と
学
問
を
め
ぐ
る
真
摯
な
熱
意
が
多
分
そ
れ
を
も
っ
て
し
て
学
問
の
準
備
を
万
端
整
え
て
し
ま
っ
た
と

錯
覚
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
熱
心
さ
は
、
学
問
に
お
い
て
権
威
に
頼
っ
て
他
の
も
の
の
思
想

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
身
を
委
ね
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
す
ぺ
て
を
自
ら
吟
味
検
討
し
て
自
分
の
確
信
に
の
み
従
お
う
と
、
も
っ
と
良
く
言
え
ば
、
す
べ
て

、
、
、
、
、

を
自
ら
生
み
出
し
て
、
自
分
の
行
な
っ
た
こ
と
の
み
を
真
な
る
も
の
と
み
な
そ
う
と
決
意
す
れ
ば
、
そ
れ
で
用
意
万
端
整
っ
た
と
思
い

違
い
す
る
の
で
あ
る
」
(
3
,
7
2
)
。

も
と
よ
り
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
切
の
主
張
を
単
に
否
認
す
る
だ
け
の
懐
疑
主
義
を
唱
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
懐
疑
主
義
は
、

「
結
果
の
う
ち
に
い
つ
も
た
だ
純
粋
な
無
し
か
見
ず
に
、
純
粋
な
無
が
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
出
て
く
る
そ
の
原
因
と
な

る
も
の
の
無
で
あ
る
こ
と
を
度
外
視
す
る
」

(
3
,
7
4
)
、
す
な
わ
ち
結
果
ば
か
り
か
原
因
と
な
る
も
の
さ
え
も
否
定
し
て
し
ま
い
、
疑
い

そ
れ
自
身
を
無
根
拠
に
す
る
。
な
ら
ば
ど
う
し
て
疑
う
の
か
。
疑
わ
ず
し
て
は
精
神
に
光
が
と
も
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

絶
望
を
徹
底
さ
せ
た
上
で
、
現
象
す
る
知
の
歩
む
道
の
り
全
体
に
「
そ
の
意
識
そ
れ
自
身
が
学
問
へ
と
教
養
形
成
し
て
い
く
、
そ
の
形

成
の
詳
細
な
歴
史
」
(
3
,
7
3
)
を
読
み
取
り
、
そ
の
道
の
り
を
、
「
自
ら
が
採
る
形
態
の
系
列
を
、
自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
自
ら
に
設
定
さ

れ
た
諸
々
の
宿
駅
と
し
て
遍
歴
し
、
自
分
自
身
を
完
全
に
経
験
し
尽
く
し
て
、
自
分
自
身
に
お
い
て
あ
る
本
来
の
自
分
を
知
る
に
至
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
を
精
神
へ
と
浄
化
す
る
よ
う
な
、
魂
の
道
程
」
(
3
,
7
2
)

だ
と
述
べ
る
。
「
絶
望
」
の
道
は
、
ま
た
一
方
で
「
精

神
へ
と
浄
化
さ
れ
る
」
道
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
が
採
用
す
る
懐
疑
主
義
を
「
自
分
を
実
現
す
る
懐

疑
主
義
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
現
象
す
る
知
は
、
そ
の
道
程
全
体
に
わ
た
っ
て
い
つ
も
懐
疑
し
、
絶
望
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
経
験
を
通
し
て
、
「
精
神
」
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
の
懐
疑
主
義
が
行
う
否
定
（
「
規
定
的
否
定

b
e
s
t
i
m
m
t
e
 N
e
g
a
t
i
o
n
」
)
に
よ
っ
て
生
じ
る
結
果
の
う
ち
に
は
、
「
規
定
的
な
無
」
が
、
次
へ
の
出
発
点
に
な
り
う
る
内
容
が
、

確
保
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

(
3
,
7
4
)
。
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
現
象
す
る
知
は
疑
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
現
象
す
る
知
が
自
己
確
信
に
酔
い
し
れ
や
す
い
も

の
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
知
に
疑
い
を
誘
発
す
る
の
は
何
な
の
か
、
そ
も
そ
も
疑
い
は
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
る
と
い
う
の

か
。
一
見
す
る
と
、
「
何
か
不
確
か
な
外
的
な
も
の
」
が
疑
い
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
見
え
る
。
現
象
す
る
知
か
ら
す
れ
ば
、
対
象
の

一
切
が
不
確
実
で
、
信
頼
の
置
け
な
い
、
生
成
流
転
す
る
無
常
の
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
疑
念
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
確
か
な
の
は
、
外
的
な
対
象
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
真
実
は
そ
れ
を
そ
の
よ
う
に
見
た
り
感
じ
た
り
考

え
た
り
す
る
知
そ
れ
自
身
の
側
で
あ
る
。
対
象
そ
の
も
の
の
側
に
立
て
ば
、
無
常
こ
そ
が
そ
の
世
界
の
常
態
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
を
な
お
、
さ
ら
に
「
無
常
」
と
見
る
の
は
、
現
象
す
る
知
そ
れ
自
身
が
不
確
実
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
「
澱
み
に
浮

か
ぶ
泡
沫
」
に
は
か
な
い
想
い
を
託
す
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
象
す
る
知
の
側
で
あ
る
。
外
的
対
象
は
疑
念
を
誘
発
す
る
も
の
の
―
つ
で

あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、
誘
発
さ
れ
る
べ
き
疑
念
の
主
自
身
は
現
象
す
る
知
な
の
で
あ
る
。
外
的
対
象
は
、
そ
れ
自
体
で
は
本

来
疑
念
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
疑
念
は
思
考
す
る
も
の

r
e
s
c
o
g
i
t
a
n
s

に
お
い
て
の
み
現
わ
れ
る
も

の
な
の
で
あ
る
。

実
の
と
こ
ろ
外
的
対
象
に
は
対
象
化
さ
れ
る
知
そ
れ
自
身
が
含
ま
れ
て
い
る
。
対
象
と
し
て
の
こ
の
知
こ
そ
が
、
疑
念
を
誘
発
す
る

根
本
原
因
な
の
で
あ
る
。
現
象
す
る
知
は
こ
の
確
認
を
深
め
る
こ
と
で
絶
望
に
陥
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
さ

ら
に
、
一
体
何
が
疑
念
を
起
こ
さ
せ
る
の
か
、
と
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
意
識
で
あ
れ
、
あ
る
も
の
•
あ
る
こ
と
を

疑
う
と
き
、
け
っ
し
て
悪
戯
に
、
ま
た
闇
雲
に
そ
う
す
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
疑
う
こ
と
を
疑
い
続
け
る
、
あ
る
い
は
疑

う
こ
と
を
目
的
に
す
る
と
い
う
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
ー
そ
し
て
外
的
対
象
に
誘
発
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
疑

い
は
ど
こ
か
ら
湧
出
し
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
何
が
疑
い
を
始
め
る
（
あ
る
い
は
、
始
め
さ
せ
る
）
の
か
。
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こ
の
点
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
一
八
一
七
年
の
『
エ
ン
ツ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ

1
第
一
版
』
三
六
節
で
あ
る
。
「
私
は
以
前
、

意
識
の
学
問
的
歴
史
で
あ
る
『
精
神
現
象
学
』
を
、
そ
れ
が
純
枠
な
学
問
の
概
念
を
産
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
純
粋
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

学
問
に
先
立
つ
べ
き
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
の
第
一
部
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
•
•
•
こ
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
た
懐
疑
主
義
の
要

求
は
、
〈
学
問
に
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
懐
疑
が
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
絶
望
が
、
す
な
わ
ち
、
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

べ
て
の
も
の
に
お
い
て
完
全
に
無
前
提
で
あ
る
こ
と
が
先
立
っ
て
い
る
べ
き
で
あ
る
〉
、
と
い
う
要
求
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
要

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

求
は
本
来
、
純
粋
に
考
え
た
い
と
決
意
し
て

i
n
d
e
m
 E
n
t
s
c
h
l
u
B
,
 
r
e
i
n
 
d
e
n
k
e
n
 z
u
 w
o
l
l
e
n
、
自
由
に
よ
っ
て

<lurch
die 

F
r
e
i
h
e
i
t
1
す
な
わ
ち
、
一
切
を
抽
象
し
、
か
つ
自
分
が
純
粋
な
抽
象
態
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
ま
り
思
考
の
単
一
性
で
あ
る
こ
と

(13) 

を
把
握
し
て
い
る
自
由
に
よ
っ
て
1

遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
。
強
調
傍
点
を
付
し
た
三
つ
の
箇
所
に
留
意
し
よ
う
。
『
現
象
学
』

の
緒
論
で
提
起
さ
れ
た
問
題
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
「
A
・
論
理
学
」
の
な
か
の
序
論
に
相
当
す
る
「
予
備
概
念
」
の
ほ

と
ん
ど
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
自
分
を
実
現
す
る
懐
疑
主
義
」
と
現
在
分
詞
で
あ
っ
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
「
実
現
さ
れ
た
懐
疑

主
義
」
と
過
去
分
詞
に
な
っ
て
い
る
。
「
絶
望
」
が
「
す
べ
て
の
も
の
に
お
い
て
完
全
に
無
前
提
で
あ
る
こ
と
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
の
要
求
が
、
「
純
粋
に
考
え
た
い
と
決
意
し
て
、
つ
ま
り
は
自
由
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
懐
疑
主
義

が
実
現
す
る
と
、
「
完
全
な
無
前
提

die
g
a
n
z
l
i
c
h
e
 
V
o
r
a
u
s
s
e
t
z
g
g
s
l
o
s
i
g
k
e
i
t
」
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
純
枠
に
考
え
よ
う
と

意
欲
す
る
こ
と

r
e
i
n
d
e
n
k
e
n
 z
u
 w
o
l
l
e
n
」
が
可
能
な
立
場
に
達
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
成
果
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
無
前
提
と
純
粋
思
考
は
、
「
決
意
に
お
い
て
、
自
由
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
」
。

一
切
の
「
推
論

S
c
h
l
u
B
」
か
ら
独
立
し
て

(ent'
）
、
ま
っ
た
く
「
純
粋
な
思
考
」
の
は
じ

「
決
意

E
n
t
s
c
h
l
u
B
」
と
は
す
な
わ
ち
、

四

決

意

と

内

化
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス

め
て
の
起
点
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
自
由
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
一
切
を
疑
い
、
一
切
に
絶
望
し
て
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ま
っ
た
＜
何
も
な
い
、
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
決
意
し
、
意
欲
し
、
思
考
す
る
（
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
う
し
始
め
よ
う
と
す
る
）
何
も

の
か
が
、
す
で
に
成
果
と
し
て
「
実
現
さ
れ
て
い
る
」
と
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
、
そ
の
つ
ど
の
現
象
す
る
知
の
、

知
と
し
て
の
働
き
を
誘
発
し
、
懐
疑
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
始
め
、
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
現

実
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
単
な
る
実
体
で
は
な
い
「
生
き
た
実
体
」
、
懐
疑
す
る
「
主
体
」
(
3
,
2
3
)
、
す

な
わ
ち
、
懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
〈
自
己
〉
は
、
た
と
え
現
象
す
る
知
で
は
あ
れ
、
知
が
成
立
す
る
以
上
、
す
で
に
そ
の
主
体
と
し
て
働
い
て
い
る

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
知
の
当
の
主
体
そ
れ
自
身
は
、
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
前
提
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
懐
疑
と
絶
望
と
い
う
否
定
的
事
態
に
た
だ
飲
み
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
陶
酔

し
、
酪
訂
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
の
序
文
で
「
バ
ッ
カ
ス
的
興
奮
酪
訂
状
態

d
e
r

b
a
c
c
h
a
n
t
i
s
c
h
e
 
T
a
u
m
e
l
」
(
3
,
4
6
)

と
名
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
「
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
」
は
、
覚
醒
し
た
者
に
と
っ
て
「
感
覚

的
事
物
の
存
在
に
対
す
る
絶
望
」

(
3
,
9
1
)

の
闇
で
あ
る
と
同
時
に
、
（
「
宗
教
」
の
章
の
「
芸
術
的
宗
教
」
に
よ
れ
ば
）
「
直
接
的
自

己
確
信
に
お
い
て
で
し
か
な
い
」
に
せ
よ
、
「
自
己
が
自
分
に
と
っ
て
顕
わ
に
な
る
」

(
3
,
5
2
6
)

経
験
、
無
限
の
「
絶
対
精
神
の
正
体

が
打
ち
明
け
ら
れ
た
意
識
」

(
3
,
5
2
7
)

ー
す
な
わ
ち
〈
自
己
〉
の
自
覚
ー
の
経
験
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
知
の
、
知
に
と
っ
て
の
経

験
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
〈
自
己
〉
の
認
識
の
働
き
は
全
体
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
絶
望
で
さ
え

も
「
規
定
的
否
定
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
知
の
こ
の
事
態
全
体
を
「
内
化
・
想
起

E
r
i
n
n
e
r
u
n
g」

だ
と
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
現
象
と
は
生
起
と
消
滅
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
生
起
と
消
滅
そ
の
も
の
は
生
起
も
消
滅
も
せ
ず
、
そ
れ

自
体
で
あ
り
、
真
理
の
生
命
の
現
実
性
と
運
動
を
形
作
っ
て
い
る
。
・
・
・
静
止
状
態
と
捉
え
ら
れ
た
、
こ
の
[
経
験
の
]
運
動
の
全
体
に
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「
精
神
の
本
質
は
」
で
始
ま
る
一
八

0
三
年
の
講
義
草
稿
断
片
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
「
梢
神
の
本
質
は
、
自
然
に
対
置
さ

れ
て
い
る
自
分
を
見
出
し
、
こ
の
対
立
に
戦
い
を
挑
み
、
自
然
に
対
す
る
勝
利
者
と
し
て
自
分
自
身
に
至
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

精
神
は
あ
る
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
精
神
は
存
在
な
の
で
は
な
く
、
生
成
し
て
あ
る
も
の

g
e
w
o
r
d
e
n
s
e
i
n

で
あ
る
。
こ
れ
を

言
い
か
え
れ
ば
、
精
神
と
は
、
無
化
の
作
用
か
ら
現
わ
れ
て
き
て
、
こ
う
し
て
、
精
神
が
自
ら
用
意
し
た
無
と
い
う
こ
の
観
念
的
エ
レ

な
い
。

お
わ
り
に

、
、
、
、
、

お
い
て
は
、
こ
の
運
動
の
な
か
で
区
別
さ
れ
て
特
別
な
存
在
を
与
え
ら
れ
た
も
の
が
、
内
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
存
在
と
し
て
現
わ
れ
た
の
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
知
で
あ
り
、
こ
の
知
も
[
知
で
あ
る
以
上
は
]
た
だ
ち
に
現
存

す
る
よ
う
に
な
る
」

(
3
,
4
6
£
.
)

。

ヽ
ヽ
．
ヽ
ヽ
、
、

知
の
こ
の
運
動
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
成
果
と
し
て
実
現
さ
れ
る
内
化
す
る
〈
自
己
〉
は
、
運
動
を
開
始
し
て
経
験
し
て
い
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
現
象
す
る
知
」
、
つ
ま
り
内
化
さ
れ
る
〈
自
己
〉
と
―
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
―
つ
の
〈
自
己
〉
が
決
意
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
懐
疑
は
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
〈
自
己
〉
は
、
自
己
で
あ
る
と
は
い
っ

て
も
、
単
に
現
象
す
る
知
の
主
体
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
「
自
ら
を
実
現
し
た
懐
疑
主
義
」
と
し
て
、
絶
望
の
プ
ロ
セ
ス

の
果
て
の
目
標
点
に
立
ち
、
経
験
の
運
動
全
体
を
内
化
し
、
俯
殴
し
て
い
る
〈
自
己
〉
で
あ
る
。
絶
望
と
い
う
限
り
な
い
運
動
の
な
か

で
、
否
定
を
肯
定
に
転
化
す
る
真
実
無
限
の
「
魔
法
の
力
」
を
行
使
し
て
経
験
を
内
化
し
、
す
べ
て
を
自
己
の
中
心
に
総
括
し
え
て
い

る
〈
自
己
〉
、
最
小
で
あ
り
な
が
ら
最
大
を
包
括
し
た
こ
の
〈
自
己
〉
と
は
、
あ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
指
示
す
る
〈
無
限
〉
に
ほ
か
な
ら
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懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ビ
リ
ン
ス (14) 

メ
ン
ト
の
な
か
で
自
由
に
動
き
、
自
分
を
享
受
す
る
も
の
で
あ
る
」
。
こ
の
草
稿
は
い
わ
ゆ
る
イ
ェ
ー
ナ
体
系
構
想
の
う
ち
、
精
神
哲

学
に
関
す
る
断
片
の
―
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
と
自
然
と
の
体
系
上
の
か
か
わ
り
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で

の
精
神
に
は
、
第
二
節
で
考
察
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
に
お
け
る
理
念
と
、
第
三
節
で
の
「
現
象
す
る
知
」
と
い
う
二
つ
の
役
割
が

負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
「
精
神
の
本
質

W
e
s
e
n
」
が
、
理
念
と
し
て
、
自
然
と
の
対
立
を

克
服
し
て
自
分
自
身
に
至
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
で
「
存
在

ein
S
e
i
n
」
で
は
な
く
、
「
生
成
し
て
あ
る
も
の
」
、
つ
ま

り
、
自
分
の
存
在
を
否
定
し
な
が
ら
自
由
に
運
動
す
る
精
神
と
は
、
あ
の
「
す
ぺ
て
に
絶
望
す
る
」
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が

こ
こ
で
は
―
つ
の
精
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
特
質
と
も
言
う
べ
き
構
成
ー
す
な
わ
ち
、

理
念
と
し
て
の
精
神
が
体
系
全
体
を
貫
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
成
果
で
あ
る
理
念
が
始
ま
り
に
す
で
に
働
い
て
い
て
、
こ
の
理
念
の

、
、
、
、

誘
発
に
よ
っ
て
精
神
の
自
己
形
成
が
遂
行
さ
れ
る
と
い
う
構
成
ー
が
す
で
に
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
分
を
無
化
し
、
そ
の
上
で
自
由
に
自
己
形
成
を
遂
行
す
る
と
さ
れ
る
自
己
、
そ
の
意
味
で
は
無
限
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
形

成
な
ど
お
よ
そ
不
可
能
な
は
ず
の
こ
の
自
己
は
、
〈
無
限
〉
を
う
ち
に
蔵
す
る
〈
自
己
〉
と
し
て
、
「
至
る
所
に
中
心
が
あ
り
、
ど
こ
に

も
周
を
も
た
な
い
」
無
限
の
精
神
と
―
つ
の
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
無
限
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
無
限
で
あ
り
う
る
可
能
性
を
本

質
的
に
備
え
た
〈
自
己
〉
、
そ
れ
ゆ
え
〈
無
限
〉
の
〈
自
己
〉
が
、
そ
の
可
能
性
も
含
め
て
自
分
自
身
を
懐
疑
す
る
こ
と
が
、
自
分
を

実
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
懐
疑
主
義
は
近
代
の
「
理
性
」
へ
の
問
い
を
ラ
ビ
リ
ン
ス
か
ら
解

き
放
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
そ
れ
自
身
が
た
や
す
く
は
人
を
寄
せ
つ
け
な
い
ラ
ビ
リ
ン
ス
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
問
い
の
困
難
さ
に
こ
そ
理
由
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
理
性
」
は
け
っ
し
て
光
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
「
理
性
」
は
む
し
ろ
、
近
代
の
良
識
あ
る
人
々
さ
え
も
生
贄
に
す
る
ミ
ノ
タ
ウ
ロ

ス
の
住
む
ラ
ビ
リ
ン
ス
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
鵜
呑
み
に
す
れ
ば
飲
み
込
ま
れ
お
の
れ
を
見
失
う
の
は
必
定
。
理
念
の
光
を
信
じ
て
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註
（
引
用
文
中
の
強
調
傍
点
お
よ
び
[
]
括
弧
内
の
補
足
は
い
ず
れ
も
小
論
筆
者
の
も
の
で
あ
る
）

〈
自
己
〉
と
括
弧
を
付
し
て
い
る
の
は
、
通
常
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
自
己
」
の
概
念
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
〈
無
限
〉
に
つ
い
も
同
じ

だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
に
論
じ
る
よ
う
に
、
〈
自
己
〉
の
根
底
に
不
可
分
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
場
合
に
の
み
括
弧
を
付
し
て
い
る
。

カ
ー
ル
・
ケ
レ
ー
ニ
！
『
迷
宮
と
神
話
」
（
種
村
・
藤
川
訳
、
一
九
七
三
年
、
弘
文
堂
）
を
、
と
り
わ
け
同
書
所
収
の
第
一
論
文
「
迷
宮
の
研
究
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
3
)
D
i
e
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
n
 
S
c
h
r
i
f
t
e
n
 
v
o
n
 G
.
 
W. Leibniz, hrsg•von 

C
.
 J
.
 Gerhardt•Hildesheim 

1961, 
B
a
n
d
 6, 
S. 
29. 

（
邦
訳
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
・
エ
作
舎
、
第
六
巻
・
宗
教
哲
学
「
弁
神
論
・
上
』
佐
々
木
能
章
訳
、
一
七
頁
参
照
）
小
諭
第
二
節
で
取
り
扱
う

『
理
性
に
基
っ
く
自
然
と
恩
寵
の
原
理
」
も
、
こ
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
引
用
に
際
し
て
は
(L.,6'
）
と
し
、
頁
数
を
記
し
本
文
中
に
組

み
込
む
。

A
l
a
i
n
 d
e
 Lille, 
R
e
g
l
e
s
 d
e
 t
h
e
o
l
o
g
i
e
,
 
trad. 
p
a
r
 
F•Hurdy, 

P
a
r
i
s
 
1995, 
p
p
.
1
0
9
,
1
1
1
.

こ
の
仏
訳
書
か
ら
主
な
部
分
を
訳
出
し

て
お
き
た
い
。

「
第
七
規
則
神
は
、
そ
の
中
心
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
周
が
ど
こ
に
も
な
い
知
的
球
体
で
あ
る

l
|＇
そ
の
証
明
は
先
行
す
る
規

則
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
だ
―
つ
の
モ
ナ
ド
だ
け
が
、
ア
ル
フ
ァ
も
オ
メ
ガ
も
も
た
な
い
ア
ル
フ
ァ
に
し
て
オ
メ
ガ
で
あ
る
[
第
5
規
則

r

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
実
際
神
は
始
め
も
終
わ
り
も
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
「
球
体
」
と
呼
ば
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
球
形
の
固
有
性
は
、
始

(
4
)
 

(
2
)
 

(
1
)
 

懐
疑
と
絶
望
を
導
き
に
し
て
の
み
、
か
ろ
う
じ
て
お
の
れ
を
取
り
戻
し
、
光
の
下
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

れ
ば
、
懐
疑
こ
そ
は
、
「
理
性
」
の
迷
宮
か
ら
立
ち
戻
る
た
め
の
、
そ
れ
ゆ
え
迷
宮
の
奥
津
城
の
〈
無
限
〉
へ
の
道
を
確
保
す
る
た
め

の
、
ア
リ
ア
ド
ネ
の
糸
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
と
は
た
だ
理
念
に
奉
じ
る
テ
ー
セ
ウ
ス
の
勇
気
さ
え
あ
れ
ば
、
こ
と
の
大
半
は
す
で
に

成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
如
何
せ
ん
、
実
の
と
こ
ろ
、
理
性
は
も
と
よ
り
懐
疑
も
、
け
っ
し
て
英
雄
た
り
え
ぬ
私
た

ち
凡
人
を
愚
に
す
る
の
が
常
な
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
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(
9
)
 

懐
疑
す
る
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
、
あ
る
い
は
「
理
性
」
の
ラ
ピ
リ
ン
ス

め
も
終
わ
り
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
物
体
的
な
球
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
知
的
球
体
が
童
要
な
の
だ
。
神
は
球
体

で
あ
る
と
私
た
ち
が
言
う
と
き
、
神
に
お
い
て
物
体
に
類
似
し
た
球
体
を
考
え
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
引
き
ず
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

神
が
「
球
体
」
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
、
神
の
永
遠
性
の
ゆ
え
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
知
性
の
導
き
の
下
、
理
解
す
る
よ
う
に
し
よ
う
。

．．．
 

続
い
て
、
「
そ
の
中
心
が
至
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
周
が
ど
こ
に
も
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。
物
体
的
球
体
と
知
的
球
体
と
の
間
に
は
何
と
大

き
な
違
い
の
あ
る
こ
と
か
！
物
体
的
球
体
の
場
合
に
は
、
中
心
が
あ
ま
り
に
小
さ
い
が
た
め
に
そ
の
位
置
を
決
め
る
の
に
苦
労
す
る
が
、
周

が
多
く
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
。
知
的
球
体
の
場
合
に
は
、
中
心
は
至
る
所
に
あ
っ
て
、
周
は
ど
こ
に
も
な
い
。
中
心
と
は
被

造
物

]a
c
r
e
a
t
u
r
e

の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
時
間
が
永
遠
性
に
関
連
し
て
言
え
ば
瞬
間
で
し
か
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
神
の
広
大
無
辺

性
に
比
せ
ら
れ
る
こ
の
永
遠
性
は
、
点
あ
る
い
は
中
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
神
の
広
大
無
辺
性

l
'
i
m
m
e
n
s
i
t
e
d
e
 D
i
e
u
、
そ
れ
が

周
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
も
の
を
有
機
的
に
組
織
し
つ
つ
、
神
は
、
い
わ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
を

I

回
り
し
、
す
ぺ
て
の
も

の
を
自
ら
の
広
大
無
辺
さ
の
う
ち
に
包
摂
す
る
の
で
あ
る
。

物
体
的
球
体
と
知
的
球
体
と
の
間
に
は
さ
ら
に
、
今
―
つ
の
違
い
が
あ
る
。
物
的
球
体
に
お
い
て
は
中
心
は
動
か
ず
、
周
が
動
く
。
「
す
べ
て

の
も
の
が
動
く
よ
う
に
変
わ
ら
ず
働
き
か
け
る
」
神
ゆ
え
に
、
知
的
球
体
に
お
い
て
は
中
心
が
動
き
、
周
は
動
か
な
い
。
」

と
り
あ
え
ず
は
、
「
中
心
と
は
被
造
物
の
こ
と
」
、
そ
し
て
「
神
の
広
大
無
辺
性
が
周
の
こ
と
」
だ
と
い
う
点
に
留
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
発
想
に
よ
っ
て
、
人
間
に
お
い
て
、
〈
自
己
〉
と
〈
無
限
〉
と
が
―
つ
に
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

(
5
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
前
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
論
「
無
限
性
と
主
観
性
」
（
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』
第
1
号
、
一
九
九
六
年
、
東
北

大
学
国
際
文
化
研
究
科
ョ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
論
講
座
）
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
哲
学
者
た
ち
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。

(
6
)

パ
ス
カ
ル
「
パ
ン
セ
」
（
邦
訳
前
田
・
由
木
訳
、
中
公
文
庫
）
の
二
三
一
番
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
7
)
g
e
r
 die 
L
e
h
r
e
 
d
e
s
 
S
p
i
n
o
z
a
 
in 
B
r
i
e
f
e
n
 
a
n
 d
e
n
 H
e
r
r
n
 M•Mendelssohn, 

E
r
w
e
i
t
e
r
u
n
g
e
n
 d
e
r
 2
t
e
n
 
A
u
f
l
a
g
e
(
l
 78
9
)
,
 

V
o
r
r
e
d
e
,
 
•Friedrich 

H
e
i
n
r
i
c
h
 
J
a
c
o
b
i
 W
e
r
k
e
,
 B
a
n
d
 1.1•Hamburg 

1
9
9
8
,
 
S. 
152. 

(
8
)
i
b
i
d
.
,
 B
e
i
l
a
g
e
1
,
.
:
:
.
.
 
V
o
n
 d
e
m
 E
i
n
e
n
,
 
S. 
201.

以
下
こ
の
「
抜
粋
」
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
頁
数
の
み
記
す
こ
と
に
す
る
。
な

お
ヤ
コ
ー
ビ
の
こ
の
「
抜
粋
」
は
、
プ
ル
ー
ノ
の
原
書

r
原
因
、
原
理
、
一
者
に
つ
い
て
」
の
「
第
五
対
話
」
に
相
応
し
、
そ
の
ほ
ぼ
三
分
の

一
程
度
の
要
約
で
あ
る
。

G
.
 W•F•Hegel̀ Vorlesungen, 

A
u
s
g
e
w
a
h
l
t
e
 
N
a
c
h
s
c
h
r
i
f
t
e
n
 
u
n
d
 M
a
n
u
s
k
r
i
p
t
e
,
 
B
a
n
d
 6
,
 

V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 
iiber 
die 
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(14) 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
.
 
Tei! 
1, 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 P•Garniron 

u. 
W
.
 J
a
e
s
c
h
k
e
`
H
a
m
b
u
r
g
 1994, 

S. 
25.(Cf., 
G
.
W
.
F
.
 

H
e
g
e
l
,
 
W
e
r
k
e
 in 
2
0
 
B
a
n
d
e
n
,
 
T
h
e
o
r
i
e
 W
e
r
k
a
u
s
g
a
b
e
,
 
B
a
n
d
 18, 
S. 
47.)
以
下
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
、
前
者
の
講
義
録
に
つ

い
て
は
(Vor.,)
の
略
号
で
巻
数
と
と
も
に
頁
数
を
、
ま
た
特
に
断
ら
な
い
限
り
は
、
後
者
の
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
全
集
を
用
い
、
巻
数
と
頁
数
の

み
を
本
文
中
に
記
す
。

(18,47)
は
ズ
ー
ア
カ
ン
プ
版
第
一
八
巻
四
七
頁
の
こ
と
で
あ
る
。

(10)

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
必
然
性
と
自
由
」
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
お
よ
び
カ
ン
ト
と
関
連
さ
せ
て
、
本
誌
第
三
十
号
の
拙

論
「
必
然
性
と
自
由
ー
—
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
自
由
の
意
味
に
つ
い
て
ー
」
（
「
思
索
』
第
三
十
号
、
一
九
九
九
年
）
で
主
題
的
に
論
じ

た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
言
及
し
な
い
。
特
に
そ
の
第
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(11)

ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
八
二
四
年
の
「
宗
教
哲
学
講
義
』
で
、
「
神
が
私
を
見
る
目
は
、
私
が
神
を
見
る
目
で
あ
る
。
私
の
目
と
神
の
目
は
―
つ
で
あ
る
。

・
・
・
私
が
い
な
け
れ
ば
、
神
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
い
う
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
言
葉
を
引
い
た
こ
と
が
あ
る
(Vor.,3,248)
。
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
の
原
文
は
「
神
が
神
で
あ
る
こ
と
の
、
私
こ
そ
が
そ
の
原
因
で
あ
る
。
私
が
い
な
け
れ
ば
、
神
は
神
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い

る

(
C
f
•
•
V
o
r
.
,
3
,
4
0
1
f
.
}

。
変
更
し
た
意
図
は
推
測
す
る
し
か
な
い
。
神
の
超
越
的
特
質
は
有
限
な
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
そ
意
味
を
も
っ

の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
神
の
超
越
性
は
、
包
括
性
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(12)

こ
の
点
に
関
す
る
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
拙
論
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
カ

ギ
ガ

9

テ
コ

ン
ト
ー
「
理
念
」
を
め
ぐ
る
巨
人
族
と
の
戦
い
|
|
」
（
「
知
の
教
科
書
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
』
今
村
・
座
小
田
編
、
講
談
社
メ
チ
ェ
、
近
刊
）
、

「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
生
涯
と
思
想
|
—
自
由
の
哲
学
を
生
き
て
」
（
同
前
所
収
）
。

(13)0W•F•Hegel, 

S
a
m
t
l
i
c
h
e
 
W
e
r
k
e
,
 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 H
e
r
m
a
n
n
 G
l
o
c
k
n
e
r
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
1968, 
Bd.,6. 
S.48£.
な
お
、
こ
の
部
叩
心
ク
は
、

第
二
版
(
-
八
二
七
年
）
（

G
.
W
•
F
•
H
e
g
e
l
,

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 
W
e
r
k
e
.
 
h
r
s
g
.
 
v
o
n
 
R
h
e
i
n
i
s
c
h
,
W
 estfalischen 
A
k
a
d
e
m
i
e
 
d
e
r
 

W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 
B
d
.
 
19. 
H
a
m
b
u
r
g
 1989, 
S. 
90f.)
、
第
三
版
(
-
八
一
―

-0年
）
（
8
，168)
と
も
に
七
八
節
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

第
三
版
の
み
は
、
「
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
も
の
に
お
け
る
絶
望
が
、
」
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

G.W.F•Hegel, 

G
e
s
a
m
m
e
l
t
e
 W
e
r
k
e
,
、
h
r
s
g
.
v
a
n
 R
h
e
i
n
i
s
c
h
,
W
e
s
t
f
a
l
i
s
c
h
e
n
 
A
k
a
d
e
m
i
e
 d
e
r
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
,
 
B
d
.
 
5, 

H
a
m
b
u
r
g
 1998, 
S. 
370. 

（
ざ
こ
た

ゆ
た
か
・
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
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