
｢
美
的
な
も
の
｣
と
｢
学
問
的
な
も
の
｣

あ
る
い
は
｢
公
数
的
な
も
の
｣
と
｢
秘
教
的
な
も
の
｣

-

｢
美
的
哲
学
｣
の
成
立
と
解
体

-

小
田
部

胤久

近
代
美
学
は
､
｢
美
的
な
も
の
｣
を
他
の
領
域
か
ら
独
立
の
も
の
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
し
た
｡

一
体
､
近
代
美

学
の
成
立
期
(
す
な
わ
ち
､
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
)
に
お
い
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
そ
れ
と
村
を
な
す
｢
学
問
的
な
も

の

(
知
的
な
も
の
)
｣
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
､
い
か
に
哲
学
的
に
主
題
化
さ
れ
､
.
正
当
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
以
下
で
は
こ

の
課
題
に
答
え
る
た
め
に
､
｢
公
数
的
(
e
x
O
t
e
-
i
s
c
h
ヒ
な
も
の
と
｢
秘
教
的
(
e
s
O
t
e
r
i
s
c
h
ヒ
な
も
の
と
い
う
村
概
念
に
着
目
す
る
こ
と

に
し
た
い
｡

こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
す
る
対
概
念
は
､
一
般
向
け
に
(
村
話
篤
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
)
公
刊
さ
れ
た
､
な
い
し
初
心
者

向
け
に
語
ら
れ
た
｢
外
向
け
の
所
論
(
e
k
s
ひ
t
e
r
i
k
O
〓
O
g
O
i
ヒ
(
A
r
i
s
【
O
t
e
】
e
s
こ
ー
O
N
a
ぶ
首
､
厳
格
な
学
問
性
を
伴
っ
た
講
義
に
お
い
て
､

少
数
の
人
々
の
聴
覚
(
a
k
r
O
a
ヨ
a
)
に
向
け
て
口
伝
的
に
(
a
k
r
O
a
ヨ
a
【
i
s
c
h
)
(
い
わ
･
ば
内
向
け
に
)
語
ら
れ
る
理
論
と
の
相
違
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
っ
た
｡
通
例
の
解
釈
に
お
い
て
､
こ
の
対
概
念
は
､
学
問
の
公
共
性
を
前
提
と
す
る
近
代
哲
学
に
お
い
て
重
要
性
を
失
っ

た
､
と
み
な
さ
れ
､
そ
の
唯
一
の
例
外
と
し
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

T
)
｡
だ
が
､
近
代
美
学
の
成
立
に
村
し
て
こ
の
対
概
念
が
果
た
し
た
役
割
は
､
以
下
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
､
む
し
ろ
本
質
的
な
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
互
｡

･
わ
れ
わ
れ
の
議
論
は
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
｡

第
一
の
部
分
で
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
お
よ
び
そ
の
後
継
者
の
哲
学
に
お
け
る
→
美
的
な
も
の
｣
の
位
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
｢
美

三三



三四

的
な
も
の
｣
が
哲
学
的
に
主
題
化
さ
れ
た
の
は
､
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
､
彼
の
議
論
に
基
本
的

枠
組
み
を
与
え
た
の
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
で
あ
る
｡
そ
こ
で
第
〓
即
で
は
､
後
の
美
学
の
成
立
と
か
か
わ
る
限
り
で
､
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
議
論
の
検
討
を
行
う
｡
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
厳
密
な
学
問
に
要
求
さ
れ
る
｢
口
伝
的
な
書

き
方
｣
を
｢
公
数
的
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
な
書
き
方
｣
か
ら
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
｢
公
数
的
｣
な
も
の

と
呼
ぶ
領
域
こ
そ
､
後
に
｢
美
的
な
も
の
｣

の
占
め
る
位
置
と
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
｡
第
二
節
､
第
三
節
で
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
こ
う
し
た
議
論
が
一
八
世
紀
中
葉
に
お
い
て
及
ぼ
し
た
影
響
を
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
お
よ
び
ズ
ル
ソ
ァ
1
に
即
し
て
検
討
す
る
｡
両

者
に
お
い
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
が
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣

の
具
体
化
な
い
し
先
取
り
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
｡

第
二
の
部
分
､
す
な
わ
ち
､
第
四
節
か
ら
第
六
節
に
か
け
て
は
､
シ
ラ
ー
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
た
る
美
学
理
論
を
検
討
す
る
｡
第

四
､
五
節
で
は
､
シ
ラ
ー
お
よ
び
ロ
マ
ン
主
義
者
が
｢
美
的
な
も
の
｣
を
い
か
に
捉
え
返
し
､
｢
美
的
な
も
の
｣
に
新
た
な
課
題
を
与

え
た
の
か
､
を
検
討
す
る
｡
理
性
と
感
覚
､
さ
ら
に
は
啓
蒙
さ
れ
た
人
と
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
人
を
統
合
す
る
と
▼
い
う
役
割
を
獲
得

し
た
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
｢
人
間
性
｣

の
理
念
の
核
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
と
同
時
に
､
ロ
マ
ン
主
義
者
が
｢
学
問
的
な
も
の
｣

を
い
わ
ば
美
(
学
)

化
し
よ
う
と
試
み
る
点
に
､
シ
ラ
ー
と
ロ
マ
ン
主
義
者
の
相
違
が
存
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
･
る
で
あ
ろ
､
つ
｡
最
後

に
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ロ
マ
ン
主
義
批
判
を
主
題
と
す
る
｡
｢
学
問
的
な
も
の
｣
を
美
(
学
)
化
し
よ
う
と
す
る
ロ
マ
ン
主
義
を
批
判
す
る

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
が
｢
学
問
的
な
も
の
｣
か
ら
い
か
に
自
立
化
す
る
の
か
､
そ
の
自
立
化
を
支
え
て
い
る
の
は

い
か
な
る
芸
術
観
､
学
問
観
で
あ
る
の
か
､
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
課
題
と
な
る
｡
そ
の
こ
と
は
､
わ
れ
わ

れ
を
い
ま
だ
に
規
定
し
て
い
る
｢
美
的
な
も
の
｣

の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
｡

第
一
節

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
認
識
の
｢
渾
然
性
｣



ま
ず
第
一
に
着
目
す
べ
き
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
考
｢
認
識
､
真
理
､
観
念
に
つ
い
て
の
省
察
(
M
e
d
i
t
a
t
i
O
コ
e
S
d
e
c
O
g
コ
i
t
i
O
コ
e
-

く
e
-
i
t
a
t
e
巾
二
d
e
i
s
ヒ

(
一
六
八
四
年
)

で
あ
る
｡

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
自
ら
公
刊
し
た
数
少
な
い
こ
の
哲
学
上
の
論
考
に
お
い
て
､
彼
は
次
の
よ
う
に
認
識
を
分
類
す
る
｡
｢
認
識
は
不

明
な
認
識
(
c
O
g
コ
i
t
i
0
0
b
s
c
∈
r
a
)
と
明
断
な
(
c
-
a
r
a
)
認
識
に
分
か
れ
､
明
断
な
認
識
は
ま
た
渾
然
上
し
た
(
c
O
コ
2
s
a
)
認
識
と
判
明
な

(
d
i
s
t
i
n
c
t
a
)
認
識
に
分
か
れ
る
｡
判
明
な
認
識
は
､
不
十
全
な
(
i
コ
a
d
a
e
q
u
a
t
a
)
認
識
と
十
全
な
(
a
d
a
ぷ
亡
a
t
a
)
認
識
に
…
…
分
か
れ
る
｣

(
L
e
i
b
コ
i
N
｣
<
恵
N
)
｡
認
識
は
不
明
な
も
の
か
ら
明
断
な
も
の
､
判
明
な
も
の
､
さ
ら
に
は
十
全
な
も
の
へ
と
上
昇
し
て
い
く
が
､
こ

の
上
昇
を
支
え
て
い
る
の
が
表
象
(
あ
る
い
は
概
念
)

の
｢
分
析
｣
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
認
識
の
明
晰
･
判
明
性
の
度
合
は
､
表
象

が
ど
の
程
度
分
析
さ
れ
て
い
る
か
に
村
応
す
る
｡
具
体
的
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
論
述
に
沿
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
階
梯
に
つ
い
て
み
て
お

く
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
概
念
の
表
象
し
て
い
る
事
象
を
そ
れ
と
し
て
同
定
し
え
な
い
場
合
､
そ
の
概
念
は
不
明
で
あ
る
｡
そ

れ
に
対
し
､
そ
の
よ
う
な
同
定
が
可
能
で
あ
る
場
合
､
概
念
は
明
断
で
あ
る
｡
明
断
な
認
識
が
判
明
で
あ
る
の
は
､
あ
る
事
象
を
他

の
事
象
か
ら
区
別
す
る
に
十
分
な
徴
標
を
分
析
的
に
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
る
｡
さ
ら
に
概
念
の
分
析
が
究
極
ま
で
な

さ
れ
､
そ
の
概
念
が
そ
れ
を
構
成
す
る
｢
原
初
的
概
念
｣
に
ま
で
還
元
さ
れ
る
と
き
､
認
識
は
十
全
と
呼
ば
れ
る
｡

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
､
こ
の
明
晰
･
判
明
性
の
階
梯
が
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
美
学
を
支
え
る
枠
組
み
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
｡
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
渾
然
と
し
た
認
識
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
二
つ
の
例
を
挙
げ
て
い
る
｡
第
一
は
､
｢
色
彩
､
香
り
､
味
｣
な

ど
の
｢
感
覚
的
対
象
｣
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
｡
こ
れ
は
｢
感
官
の
単
な
る
証
拠
(
s
i
ヨ
p
-
e
x
s
e
コ
S
u
u
m
t
e
S
t
i
m
O
n
i
亡
ヨ
ヒ
に
基
づ
く

も
の
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
説
明
し
た
り
定
義
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
感
覚
的
村
象
に
関
し
て
は
､
(
今
日
の
用
語
を
用
い
る

な
ら
ば
)
直
示
的
定
義
の
み
が
可
能
で
あ
る
｡
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
第
二
に
挙
げ
る
の
は
､
芸
術
家
が
､
そ
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が

で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
適
切
に
作
品
の
よ
し
あ
し
を
語
り
う
る
､
と
い
う
例
で
あ
る
｡
理
由
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

は
､
対
象
の
表
象
が
そ
の
徴
標
に
分
析
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
芸
術
家
の
批
評
は
知
性
的
分
析
以
前
の
一
種
の
直
証
性
に
支

三五



三六

え
ら
れ
て
い
る
｡
第
一
､
第
二
の
い
ず
れ
の
場
合
も
､
渾
然
と
し
た
認
識
は
そ
れ
以
上
分
析
不
可
能
で
あ
っ
て
､
そ
れ
を
判
明
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
意
味
に
お
い
て
､
渾
然
と
し
た
認
識
は
そ
れ
固
有
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
｡
こ
の

よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
え
を
背
景
と
し
て
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
後
に
美
の
在
処
を
渾
然
と
し
た
感
性
的
認
識
の
内
に
求
め
る

こ
と
に
な
る
(
c
【
B
a
u
ヨ
g
a
ユ
e
コ
A
e
s
.
空
∽
)
｡

だ
が
､
あ
ら
ゆ
る
認
識
(
な
い
し
表
象
)
に
関
し
て
､
こ
う
し
た
渾
然
性
が
是
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

『
人
間
知
性
新
論
』
(
一
七
〇
三
年
執
筆
､
.
没
後
一
七
六
五
年
公
刊
)
に
お
い
て
､
次
の
.
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
だ
が
､
.
こ
の
渾
然
状

態
が
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
そ
れ
は
､
判
明
な
観
念
を
持
つ
こ
と
が
重
要
で
､
か
つ
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
持
ち
う
る
場
合
で
あ

る
｣
(
L
e
i
b
コ
i
N
<
-
ぃ
い
｣
)
｡
対
象
な
い
し
観
念
に
つ
い
て
､
そ
れ
を
｢
分
析
｣
し
｢
定
義
｣
す
る
こ
と
こ
そ
､
学
問
の
営
み
で
あ
る
｡

｢
判
明
性
｣
を
目
指
す
べ
き
学
問
が
､
あ
え
て
渾
然
と
し
た
観
念
に
満
足
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
上
こ
ろ
が
､
現
実
に

用
い
ら
れ
る
言
語
に
お
い
て
は
､
あ
え
て
こ
う
し
た
渾
然
と
し
た
状
態
に
と
ど
ま
る
も
の
が
あ
る
｡
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
.
ツ
は
次
の
よ
う
に

批
判
す
る
｡

優
雅
さ
(
箪
昔
a
コ
C
e
)
や
気
の
利
い
た
言
葉
(
b
O
コ
S
ヨ
O
t
～
首
偏
愛
す
る
こ
と
も
､
こ
う
し
た
言
語
の
混
乱
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
｡

と
い
う
の
も
､
思
想
を
美
し
く
快
い
仕
方
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
､
人
は
比
喩
(
t
-
O
P
e
)
に
よ
っ
て
､
.
通
常
の
意
味
と
は
多
少
異

な
る
意
味
を
言
葉
に
与
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
…
…
最
も
分
別
の
あ
る
人
で
あ
れ
ば
､
通
常
の
読
者
の
た
め
に
書
く
.
場
合

で
あ
っ
て
も
､
も
し
も
言
葉
の
固
定
し
た
意
味
に
細
心
に
と
ど
ま
ろ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
､
自
分
の
表
現
に
快
さ
(
a
g
r
ぎ
e
コ
t
)
や

力
強
さ
(
彗
c
e
首
与
え
る
も
の
を
避
け
る
で
あ
ろ
う
｡
著
者
は
､
表
現
の
変
化
が
誤
謬
や
誤
っ
た
推
論
を
生
み
出
し
た
り
し
な
い

よ
う
に
､
と
も
か
く
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
古
代
人
た
ち
が
公
数
的
(
e
x
O
t
賢
q
u
e
)
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
(
p
O
p
u
】
a
i
r
e
古
書
き
方
と
､

口
伝
的
〔
秘
数
的
〕
(
a
c
-
O
a
ヨ
a
t
i
q
u
e
古
書
き
方
､
す
な
わ
ち
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
専
心
す
る
人
々
の
た
め
の
書
き
方
を
区



別
し
た
の
も
､
こ
の
た
め
で
あ
る
｡
(
せ
〓
→
∴
〓
･
N
爪
〓
N
)

こ
の
よ
う
に
､
判
明
性
を
求
め
る
べ
き
学
問
に
お
い
て
は
､
｢
快
さ
や
力
強
さ
｣
を
求
め
る
よ
う
な
言
語
表
現
-
具
体
的
に
い
う

な
ら
ば
､
｢
比
喩
(
s
i
ヨ
i
≡
∈
d
O
ビ
ヤ
｢
例
(
e
x
e
ヨ
p
-
亡
ヨ
ヒ
に
よ
っ
て
｢
心
を
動
か
す
｣
よ
う
な
弁
論
術
的
･
修
辞
的
言
語
(
l
<
七
三
会
)

･
･
･
･
･
･
･
･
⊥
は
避
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
､
言
語
表
現
は
常
に
判
明
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
う
し
た
言
語
表
現
の
典
型
は
｢
数
学
｣
で
あ

り
､
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
形
而
上
学
や
道
徳
学
｣
も
ま
た
｢
数
学
的
｣
に
｢
論
証
｣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
無
論
､
こ
う
し
た
言
語
表
現

を
理
解
す
る
人
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
､
｢
極
め
て
少
数
の
読
者
(
u
コ
p
e
【
i
t
n
O
ヨ
b
r
e
d
e
L
e
c
t
e
u
r
s
ヒ
に
限
ら
れ

る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
こ
う
し
た
｢
書
き
方
｣
は
｢
口
伝
的
=
秘
数
的
(
a
c
r
O
a
ヨ
a
t
i
q
u
e
ヒ
〔
す
な
わ
ち
､
選
ば
れ
た
少
数
の
読
者
の
聴
覚

に
対
し
て
い
わ
ば
直
接
語
り
か
け
る
よ
う
な
書
き
方
〕
と
呼
ば
れ
る
｡
だ
が
､
仮
に
読
者
が
少
数
で
あ
ろ
う
と
も
､
こ
の
よ
う
な
書

き
方
を
本
来
は
試
み
る
べ
き
な
の
で
あ
る
(
<
-
N
お
)
享
｡

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
限
り
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
｢
学
問
的
な
も
の
｣
か
ら
本
来
的
に
は
排
除
さ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
｡

｢
学
問
的
な
も
の
｣
に
お
い
て
｢
美
的
な
も
の
｣
が
意
味
を
有
す
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
た
だ
､
｢
美
的
な
も
の
｣
が
｢
学
問
的
な
も

の
｣
を
｢
公
教
的
(
e
x
O
t
賢
q
u
e
古
い
し
通
俗
的
｣
な
も
の
､
す
な
わ
ち
大
衆
向
け
の
も
の
に
し
う
る
､
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
､
ヴ
オ
ル
フ
学
派
の
人
々
は
｢
寓
話
｣
や
｢
比
喩
｣
さ
ら
に
は
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
.
を
理
論
化

し
て
い
る
｡
｢
美
的
な
も
の
｣
と
｢
学
問
的
な
も
の
｣
の
村
比
は
､
｢
感
性
｣
と
｢
理
性
｣
､
｢
像
｣
と
｢
真
理
｣
､
｢
照
明
｣
と
｢
証
明
｣
､

｢
大
衆
｣
と
｢
哲
学
者
｣
と
い
っ
た
対
比
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
｡
｢
学
問
的
な
も
の
｣
が
｢
真
理
｣
で
あ
る
か
否
か
は
､
た
だ
学
問
的

に
の
み
｢
証
明
｣
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
が
｢
学
問
的
な
も
の
｣
の
｢
真
理
｣
そ
｢
証
明
｣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
は
…
…
証
明
す
る
こ
と
に
は
全
く
役
立
た
な
い
｡
…
…
人
は
道
徳
的
真
理
を
証
明
さ
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
り
､
た

だ
こ
の
道
徳
的
真
理
を
そ
れ
に
相
応
し
い
光
の
内
に
示
す
よ
う
な
例
(
E
x
e
ヨ
p
e
】
首
里
示
し
ょ
う
と
す
る
の
み
で
あ
る
｣
(
B
｡
d
ヨ
｡
r
-

三七



三人

霊
宝
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
美
的
な
も
の
｣
の
真
理
性
は
､
･
そ
れ
が
例
示
す
る
｢
学
問
的
な
も
の
｣
の
真
理
性
に
全
く
依
存
し
て
車
.
る
t
l
}
｡

こ
の
よ
う
な
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
議
論
の
枠
組
み
に
依
拠
し
っ
つ
も
､
｢
美
的
な
も
の
｣
に
固
有
の
真
理
性
を
認
め
る
の
が
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
で
あ
る
｡
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
｢
美
的
な
も
の
｣
を
い
か
に
正
当
化
す
る
の
か
､
次
に
考
察
す
る
こ
と
に
し
ま
う
｡

第
二
節

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
｢
美
的
真
理
｣

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

｢
公
数
的
(
e
x
O
【
賢
q
u
e
)
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
(
p
O
p
∈
-
a
i
r
e
)
｣
t
な
も
の
と
→
口
伝
的

(
a
c
r
O
a
ヨ
a
t
i
q
u
e
ヒ
な
も
の
と
い
う
対
立
を
踏
ま
え
つ
つ
､
二
つ
の
思
考
法
を
区
別
す
る
｡

思
考
に
は
二
種
類
の
も
の
が
あ
り
､
一
方
は
｢
連
続
的
で
､
よ
り
広
範
で
あ
る
｣

の
に
対
し
､
他
方
は
｢
簡
潔
で
､
よ
り
縮
減

さ
れ
て
い
る
｣
(
5
〉
｡
前
者
〔
の
美
的
思
考
〕
は
美
的
地
平
(
h
O
-
i
N
O
コ
a
e
S
【
h
e
t
i
c
u
s
)
に
､
後
者
〔
の
論
理
的
思
考
〕
は
論
理
的
地
平

(
h
O
r
i
N
O
n
-
O
g
i
c
u
s
)
に
固
有
で
あ
る
､
と
私
は
主
張
す
る
｡
…
…
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
す
で
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
､

…
…
簡
潔
な
種
類
の

〔
論
理
的
〕
思
考
は
､
学
問
的
な
も
の
ど
も
､
と
り
わ
け
口
伝
〔
的
な
講
義
〕

に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
べ

き
も
の
ど
も
(
s
c
i
e
n
t
i
く
i
c
a
も
ー
a
e
S
e
ユ
i
∋
a
C
r
O
a
ヨ
a
t
i
c
a
)
に
お
い
て
は
な
る
ほ
ど
必
要
で
あ
る
が
､
他
の
場
所
に
お
い
て
､
理
性
の
領

域
の
外
部
(
e
x
t
r
a
r
a
t
i
O
コ
i
s
c
i
r
c
u
】
O
S
)
で
は
欠
点
と
な
り
う
る
｡
(
B
a
u
ヨ
g
吉
n
-
A
e
s
.
ゆ
】
N
N
)

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
､
｢
口
伝
的
｣
な
書
き
方
(
な
い
し
思
考
法
)

こ
そ
が
最
も
厳
密
な
も
の
で
あ
り
､
学
問
お
よ

び
理
性
に
相
応
し
い
､
と
考
え
る
点
に
お
い
て
､
共
通
し
て
い
る
｡
だ
が
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
は
異
な
っ
て
､

こ
の
厳
密
な
書
き
方
(
な
い
し
思
考
法
)

が
｢
欠
点
と
な
り
う
る
｣
よ
う
な
領
域
が
あ
る
､
と
主
張
す
る
｡
こ
の
領
域
こ
そ
｢
美
的

地
平
｣

で
あ
る
互
｡
こ
こ
に
は
､
｢
論
理
的
な
も
の
｣
か
ら
の

｢
美
的
な
も
の
｣

の
自
律
性
の
表
明
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
こ



の
自
律
性
は
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
こ
で
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
｢
美
学
｣
の
構
想
に
つ
い
て
､
簡
単
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
､
従
来

の
｢
論
理
学
｣
が
｢
判
明
｣
に
認
識
す
る
｢
知
性
的
能
力
｣
(
す
な
わ
ち
｢
上
位
認
識
能
力
｣
)
に
の
み
か
か
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
批

判
し
､
｢
判
明
｣
な
ら
ざ
る
表
象
を
捉
え
る
｢
感
性
的
能
力
｣
(
す
な
わ
ち
｢
下
位
認
識
能
力
｣
｢
理
性
に
類
比
的
な
も
の
｣
)
の
働
き

方
を
律
す
る
論
理
学
を
要
請
す
る
｡
こ
の
｢
下
位
認
識
能
力
の
論
理
学
｣
こ
そ
､
彼
が
提
唱
す
る
｢
美
学
〔
=
感
性
学
〕
｣
に
ほ
か
な

ら
な
い
(
M
e
d
.
竿
ご
ご
一
山
･
〓
か
ー
M
e
t
.
ゆ
u
い
い
→

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
前
節
で
検
討
し
た
表
象
の
明
噺
性
の
階
梯
に
対
し
て
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
新
た
に
｢
内
包
的
明
噺
性

(
c
-
a
r
i
t
a
s
i
コ
t
e
コ
S
i
v
a
ヒ
｢
外
延
的
明
晰
性
(
e
x
t
e
n
s
i
<
a
ヒ
(
M
e
d
.
竃
±
と
い
う
対
概
念
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
･

よ
れ
ば
､
明
晰
な
表
象
は
二
種
類
の
仕
方
で
よ
り
明
断
に
な
る
｡
そ
の
一
つ
は
｢
内
包
的
に
よ
り
明
断
な
表
象
｣
で
あ
る
が
､
そ
れ

は
あ
る
表
象
が
そ
の
徴
標
に
分
析
さ
れ
､
こ
の
徴
標
自
体
が
明
晰
に
表
象
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
｡
そ
の
と
き
表
象
は
判
明
で
あ
り
､

そ
れ
は
認
識
の
論
理
的
完
全
性
を
構
成
す
る
｡

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
独
自
性
は
､
美
学
の
扱
う
べ
き
領
域
と
し
て
｢
外
延
的
明
断
性
｣
と
い
う
第
二
の
明
断
性
を
導
入
し
た
上
こ

ろ
に
あ
る
｡
｢
表
象
A
の
内
に
表
象
B
､
C
､
D
等
よ
り
も
よ
り
多
く
の
も
の
ど
も
〔
=
徴
標
〕
が
表
象
さ
れ
､
し
か
も
こ
れ
ら
の
表

象
が
す
べ
て
渾
然
と
し
て
い
る
と
き
､
A
は
他
の
表
象
よ
り
も
外
延
的
に
よ
り
明
晰
で
あ
ろ
う
｣
(
軍
馬
表
象
A
が
｢
外
延
的
に
｣

よ
り
明
断
で
あ
る
､
と
呼
ば
れ
る
理
由
は
､
先
の
内
包
的
明
晰
性
に
お
い
て
は
徴
標
の
明
断
性
が
増
大
す
る
の
に
対
し
て
､
こ
こ
で

は
徴
標
の
数
(
す
な
わ
ち
外
延
量
)
が
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
む
ろ
ん
､
こ
の
表
象
は
判
明
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え

に
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
､
｢
し
か
も
こ
れ
ら
〔
す
な
わ
ち
､
表
象
A
を
構
成
す
る
諸
徴
標
〕
の
表
象
が
す
べ
て
渾
然
と
し
て
い
克
と
き
｣

と
い
う
限
定
を
付
す
(
i
b
i
d
.
)
｡
三
一
口
で
い
え
ば
､
あ
る
表
象
が
他
の
表
象
よ
り
も
多
く
の
徴
標
を
含
み
つ
つ
も
､
こ
れ
ら
の
個
々
の
徴

標
に
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
場
合
に
､
こ
の
表
象
は
外
延
的
に
よ
り
明
断
と
な
る
｡
外
延
的
に
明
晰
な
表
象
に
つ
い
て
､
マ
イ
ア
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四〇

-
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
｢
多
く
の
も
の
〔
=
徴
標
〕
を
自
己
の
内
に
含
み
､
こ
の
よ
う
に
し
て
､
多
く
の
部
分
か
ら
な
る
全

体
と
し
て
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
概
念
は
､
印
象
深
い
概
念
､
含
蓄
の
あ
る
概
念
と
呼
ば
れ
る
｡
…
…
こ
の
よ
う
な
概
念
を
反
省
す

る
た
び
に
､
わ
れ
わ
れ
は
以
前
表
象
し
な
か
っ
た
何
か
新
し
い
も
の
を
そ
の
内
に
発
見
す
る
｡
…
…
こ
の
よ
う
な
概
念
は
わ
れ
わ
れ

に
多
く
の
も
の
を
一
遍
に
表
象
さ
せ
る
の
で
､
わ
れ
わ
れ
に
視
野
の
広
い
展
望
を
与
え
る
｣
(
M
e
i
e
r
u
讐
ぶ
｡
外
延
的
に
明
断
な
表
象

は
､
そ
の
意
味
の
充
溢
､
印
象
の
強
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
.
｡

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
こ
う
し
た
理
論
化
を
支
え
て
い
る
の
は
､
｢
類
･
種
･
個
体
｣
と
い
う
存
在
の
階
梯
で
あ
る
｡

類
に
対
し
て
付
加
さ
れ
た
種
の
規
定
性
〔
種
差
〕
が
種
を
構
成
し
､
よ
り
高
次
の
類
に
付
与
さ
れ
た
類
の
規
定
性
が
よ
り
低
次

の
類
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
､
よ
り
低
次
の
類
や
種
の
表
象
は
､
類
や
よ
り
高
次
の
類
の
表
象
よ
り
も
詩
的
で
あ
る
｡

例
(
e
x
e
ヨ
p
-
u
阜
吉
は
､
よ
り
限
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
表
象
を
明
断
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
､
よ
り
限
定
さ
れ
た
も
の
.
の
表

象
で
あ
る
｡

渾
然
と
表
象
さ
れ
た
例
は
､
こ
の
ロ
享
不
さ
れ
た
例
に
よ
っ
て
明
証
的
に
さ
れ
る
べ
き
表
象
よ
り
も
､
外
延
的
に
よ
り
明
断
な
表

象
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
そ
れ
は
よ
り
詩
的
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
例
の
中
で
は
､
個
体
の
例
が
〔
最
も
限
定
さ
れ
て
い
る
ゆ

え
に
〕
最
高
の
例
で
あ
る
｡
(
M
e
d
.
竃
?
付
N
)

す
で
に
う
ィ
プ
ニ
ッ
ツ
は
､
｢
例
｣
を
用
い
る
こ
と
が
｢
公
数
的
｣
な
語
り
方
に
属
す
る
､
一
と
述
べ
て
､
そ
の
後
の
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー

論
｣
の
基
礎
を
築
い
た
が
(
｢
e
i
b
n
i
N
こ
<
忘
か
)
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
も
そ
の
議
論
を
継
承
し
て
い
る
｡
｢
例
｣
と
は
｢
自
己
を
含
む
上
位

概
念
を
照
ら
し
出
す
｣
な
い
し
明
晰
に
す
る
｣
と
こ
ろ
の
｢
下
位
概
念
｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
B
a
u
ヨ
g
a
r
t
e
コ
こ
r
e
s
.
ゆ
u
N
馬
そ
し
て
､

こ
れ
ら
の
｢
下
位
概
念
｣
の
中
で
は
､
最
も
限
定
さ
れ
た
｢
個
体
｣
の
表
象
こ
そ
が
｢
例
｣
と
し
て
最
適
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う



(
ゆ
山
笠
)
｡
抽
象
的
な
上
位
概
念
を
そ
れ
自
体
と
し
て
呈
示
す
る
こ
と
が
｢
口
伝
的
な
書
き
方
､
す
な
わ
ち
真
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
専

念
す
る
人
々
の
た
め
の
書
き
方
｣
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
同
一
の
概
念
を
具
体
的
な
下
位
概
念
に
よ
っ
て
例
示
す
る
こ
と
こ
そ
､
｢
公
数

的
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
｣
な
表
現
の
特
質
な
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
独
自
性
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
､
彼
の
｢
真
理
観
｣
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
｡

彼
は
｢
真
理
｣
を
｢
形
而
上
的
真
理
｣
と
｢
論
理
的
真
理
｣
に
分
け
る
｡
前
者
は
わ
れ
わ
れ
が
対
象
を
表
象
す
る
か
否
か
か
ら
独

立
な
真
理
､
つ
ま
り
対
象
そ
れ
自
体
に
帰
属
す
る
｢
客
観
的
真
理
｣
､
対
象
そ
れ
自
体
の
真
の
在
り
方
の
こ
と
で
あ
っ
て

(
そ
れ
ゆ
え

に
､
真
相
･
真
実
態
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
)
､
そ
れ
は
本
来
的
に
は
神
の
知
性
の
認
識
対
象
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
｢
論

理
的
真
理
｣
と
は
､
｢
表
象
｣
さ
れ
る
限
り
で
の
形
而
上
的
真
理
､
す
な
わ
ち
｢
主
観
的
真
理
｣
を
指
す
｡
一
般
に
古
来
か
ら
真
理
の

定
義
と
し
て
｢
精
神
と
対
象
の
一
致
｣
が
挙
げ
ら
れ
る
が
､
そ
の
よ
う
な
真
理
が
こ
の
｢
論
理
的
真
理
｣
で
あ
る
(
竃
N
い
ム
N
鳥
形
而

上
的
真
理
と
は
本
来
的
に
は
神
の
知
性
の
捉
え
る
対
象
で
あ
り
､
こ
の
真
理
に
全
く
一
致
す
る
論
理
的
真
理
は
神
の
知
性
に
の
み
帰

属
す
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
人
間
の
場
合
､
論
理
的
真
理
は
､
こ
の
形
而
上
的
真
理
が
上
位
認
識
能
力
に
よ
っ
て
判
明
に
表
象
さ
れ
る

か
､
あ
る
い
は
下
位
認
識
能
力
に
よ
っ
て
渾
然
と
表
象
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
､
｢
狭
義
の
論
理
的
真
理
｣
と
｢
美
的
真
理
｣
と
に
区
別

さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
(
笥
N
e
､
か
つ
､
両
者
を
合
わ
せ
た
｢
美
･
論
粗
的
真
理
｣
に
は
､
｢
全
知
〔
=
神
〕
の
み
が
獲
得
し
う
る
最

高
の
論
理
的
真
理
か
ら
み
る
と
､
無
限
に
大
き
な
欠
落
が
あ
る
｣
(
ゆ
u
禁
)
｡
こ
の
欠
落
は
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
よ
れ
ば
､
人
間
が
真

理
に
向
か
う
際
に
､
真
理
に
対
し
て
｢
形
式
的
完
全
性
｣
を
与
ゝ
え
る
か
､
｢
質
料
的
完
全
性
｣
を
与
え
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ち
れ
て

い
る
､
と
い
う
点
に
あ
る
(
悪
法
扁
形
式
的
完
全
性
は
表
象
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
､
表
象
に
論
理
的
判
明
性
を
与
え
､
そ

の
典
型
は
普
遍
概
念
･
抽
象
概
念
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
質
料
的
完
全
性
は
､
あ
る
表
象
が
内
容
的
に
全
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
､
つ
ま
り
そ
の
表
象
を
構
成
す
る
徴
標
の
充
実
･
豊
か
さ
の
こ
と
で
あ
っ
て
､
そ
の
究
極
的
な
典
型
は
個
物
､
な
い
し
個
物
の
表

四
一



四二

象
で
あ
る
(
莞
亘
ミ
∵
そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
最
高
の
論
理
的
真
理
｣
(
つ
ま
り
形
而
上
的
真
理
に
完
全
に
一
致
す
る
真
理
)
と
の
か
か
わ
り
に

お
い
て
人
間
の
優
待
し
う
る
論
理
的
真
理
の
特
質
を
規
定
す
る
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
は
そ
の
制
限
の
ゆ
え
に
､
次
の
二

っ
の
可
能
性
の
内
か
ら
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
る
､
す
な
わ
ち
､
一
方
で
抽
象
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
畢
口
同
の
論
理
的
真
理
の
有

し
て
い
る
判
明
性
を
追
求
す
る

(
た
だ
し
､
こ
の
と
き
最
高
の
論
理
的
真
理
が
有
し
て
い
た
規
定
性
は
減
少
す
る
)
か
､
あ
る
い
は

抽
象
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
判
明
性
を
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
高
の
論
理
的
真
理
が
有
し
て
い
た
汎
通
的
規
定
性
を
追

求
す
る
か
､
の
い
ず
れ
か
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
か
ら
､
｢
外
延
的
明
断
性
｣
を
そ
の
特
徴
と
す
る
｢
感
性
的
認
識
｣

の
独
自
の
意
義
が
明
ら
か
と
な
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
感
性

的
認
識
｣
は
､
仮
に
そ
れ
が
論
理
的
判
明
性
と
い
う
点
で
は
｢
知
性
的
認
識
｣
に
劣
る
に
し
て
も
､
神
の
認
識
の
有
す
る
.
｢
質
料
的

完
全
性
｣
を
可
能
な
限
り
模
倣
す
る
点
に
お
い
て
､
｢
知
性
的
認
識
｣
に
還
元
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
独
自
の
完
全
性
を
有
す
る
｡
換

言
す
れ
ば
､
外
延
的
明
断
性
と
は
､
形
而
上
的
真
理
と
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
有
限
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
､
質

料
の
面
か
ら
そ
れ
に
限
り
な
く
接
近
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
明
晰
性
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
｢
知
性
的

な
も
の
｣

の
真
理
性
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
独
自
の
｢
美
的
真
理
｣
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
｡
な
る
ほ
ど
､
｢
美

的
｣
な
下
位
概
念
は
｢
学
問
的
｣
な
上
位
概
念
を
｢
例
示
｣
ノ
す
る
で
あ
ろ
う
が
､
し
か
し
､
｢
美
的
な
も
の
｣
の
真
理
性
は
｢
学
問
的

な
も
の
｣

の
真
理
性
に
は
還
元
さ
れ
な
い
｡

第
三
節

ズ
ル
ツ
ァ
ー
と
｢
美
的
な
も
の
｣
の
力
動
性

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
同
じ
く
ヴ
オ
ル
フ
学
派
に
属
し
っ
つ
も
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
｢
美
的
な
も
の
｣
の
正

当
化
を
行
っ
た
の
が
ズ
ル
ソ
ァ
ー
で
あ
る
｡
以
下
で
は
､
彼
の
論
考
｢
言
語
と
理
性
の
相
互
的
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
｣
(
一
七

六
七
年
)

を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡



わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
は
､
ズ
ル
ソ
ァ
ー
が
｢
隠
喩
｣

に
対
し
て
与
え
て
い
る
積
極
的
な
意
義
で
あ
る
｡
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
従

え
ば
､
｢
比
喩
｣
の
一
種
と
し
て
の
｢
隠
喩
｣
は
｢
学
問
的
な
も
の
｣
を
通
俗
化
す
る
役
割
を
果
た
す
に
す
ぎ
な
い
(
｢
e
i
b
コ
ー
N
)
<
態
-
¶

こ
う
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
否
定
的
な
隠
喩
観
に
対
し
て
､
な
る
ほ
ど
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
､
隠
喩
が
｢
外
延
的
に
よ
り
明
断
な
表

象
｣
を
可
能
に
す
る
点
に
注
目
す
る
(
B
a
u
ヨ
g
a
ユ
e
コ
.
M
e
d
.
冨
山
)
｡
だ
が
そ
の
場
合
も
､
｢
美
的
な
も
の
｣
と
｢
学
問
的
な
も
の
｣
･
は
異

な
る
完
全
性
を
求
め
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
村
し
､
ズ
ル
ツ
ア
.
-
の
特
徴
は
｢
美
的
な
も
の
｣
と
し
て

の
隠
喩
が
｢
学
問
的
な
も
の
｣

に
対
し
て
有
す
る
影
響
を
積
極
的
に
評
価
す
る
点
に
あ
る
｡

ズ
ル
ソ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
｡
｢
人
間
の
知
性
の
内
に
は
多
く
の
不
明
な
観
念
が
存
在
し
､
そ
れ
が
人
間
の
知
識
の
成
長
に

と
っ
て
の
制
約
と
な
っ
て
い
る
｡
だ
が
､
適
切
な
隠
喩
は
こ
の
制
約
を
遠
く
に
押
し
や
る
｣
(
S
u
-
N
e
-
こ
0
0
薫
こ
の
こ
と
は
い
か
に
し

て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

観
念
が
不
明
で
あ
る
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
観
念
を
他
の
観
念
か
ら
区
別
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
｡
隠
喩
は
､
明
噺
で
感
性
的

な
像
を
直
接
的
に
表
示
す
る
｡
隠
喩
の
役
割
は
､
不
明
な
観
念
を
こ
の
明
噺
な
像
に
比
較
し
誓
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
不
明
な
観
念

を
明
晰
に
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
隠
喩
を
可
能
に
す
る
能
力
は
､
表
象
の
間
に
｢
類
似
性
｣
を
発
見
す
る
｢
機
知
｣
で

あ
る
(
】
空
)
｡
こ
う
し
た
機
知
の
働
き
に
基
づ
く
隠
喩
の
力
に
よ
っ
て
､
｢
知
性
に
と
っ
て
捉
え
難
く
思
わ
れ
た
も
の
が
､
可
視
的
で
可

感
的
と
な
る
｣
(
-
0
0
や
)
｡
認
識
に
お
い
て
隠
喩
の
果
た
す
役
割
は
､
｢
幾
何
学
に
お
い
て
図
形
の
果
た
す
作
用
｣
に
替
え
る
こ
と
が
で
き

る｡

ズ
ル
ツ
ァ
ー
の
隠
喩
観
を
支
え
て
い
る
の
は
､
彼
の
次
の
よ
う
な
確
信
で
あ
る
｡

あ
る
言
語
の
隠
喩
は
次
の
よ
う
な
真
理

-

す
な
わ
ち
､
人
々
が
た
だ
半
ば
捉
え
､
あ
る
い
は
遠
く
か
ら
眺
め
た
に
と
ど
ま
り
､

それを展開することのできなかったような真理1を含んでいる｡……詠も､〔知性によって〕証明できるよ

四三



り
も
は
る
か
に
多
く
の
真
理
を
感
覚
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
(
-
苫
)

隠
喩
と
は
､
い
わ
ば
展
開
さ
れ
ざ
る
真
理
､
す
な
わ
･
ち
予
感
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
真
理
の
宝
庫
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
に
､
｢
理
性
の
進
歩
は
､
言
語
の
中
の
隠
喩
の
部
分
が
ど
の
程
度
完
全
で
あ
る
か
に
多
く
依
存
す
る
｣
(
室
)
こ
と
に
な
る
｡

な
る
ほ
ど
､
隠
喩
は
認
識
に
と
っ
て
の
目
的
そ
れ
自
体
で
は
な
く
､
手
段
に
す
ぎ
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
隠
喩
は
不
明
な
認
識
を
明
断

に
す
る
こ
と
は
で
き
.
て
も
､
そ
れ
を
｢
証
明
｣
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
隠
喩
が
わ
れ
わ
れ
に
｢
感
じ
｣
さ
せ
る
真
理
は
､
た
だ
理

性
に
よ
っ
て
｢
展
開
｣
さ
れ
｢
証
明
｣
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
と
は
い
え
､
ズ
ル
ソ
ア
ー
は
､
理
性
が
真
理
を
発
見
す
る
た
め

に
隠
喩
の
力
を
借
り
る
こ
と
､
.
す
な
わ
ち
隠
喩
が
｢
理
性
の
進
歩
｣
を
可
能
に
す
る
不
可
欠
の
手
段
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
｡
隠

喩
が
学
問
的
進
歩
に
と
っ
て
有
用
で
あ
っ
た
こ
と
の
例
と
し
て
､
ズ
ル
ソ
ァ
ー
は
具
体
的
に
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
を
挙
げ
て
い

る
｡
と
い
う
の
も
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
､
｢
明
晰
な
､
不
明
な
､
渾
然
と
し
た
､
判
明
な
概
念
と
い
っ
た
隠
喩
的
表
現
｣
が
単
に
渾
然

と
示
し
て
い
る
事
柄
を
｢
分
析
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
論
理
学
｣
に
対
し
て
基
礎
を
置
く
と
と
も
に
､
｢
心
理
学
｣
に
村
し
て
も

多
大
の
貢
献
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
-
∞
草
)
｡

こ
う
し
て
ズ
ル
ソ
ア
ー
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
｡

哲
学
者
は
､
証
明
可
能
な
理
性
的
推
論
に
よ
っ
て
､
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
蓄
え
を
増
大
す
る
の
に
対
し
､
芸
術
家
(
d
e
r
s
c
h
穿
e
G
e
i
s
t
)

は
､
適
切
な
隠
喩
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
七
､
知
識
の
制
約
を
超
え
出
る
｡
想
像
力
は
し
ば
し
ば
､
最
も
洞
察
力
に
富
む
知
性
(
d
e
r

S
C
h
a
r
家
n
コ
i
g
s
t
e
<
e
r
s
【
a
コ
d
首
同
様
に
､
深
く
思
惟
す
る
(
t
i
e
2
e
n
k
e
コ
)
こ
と
が
あ
る
｡
…
…
哲
学
者
は
常
に
真
理
を
求
め
る
が
､
し
ば

し
ば
捉
え
ら
れ
ず
に
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
芸
術
家
は
真
理
を
求
め
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
し
ば
し
ば
見
出
す
｡
(
-
¢
こ



ズ
ル
ソ
ァ
ー
が
注
目
す
る
の
は
､
｢
美
的
な
も
の
｣
の
内
に
認
め
ら
れ
る
真
理
発
見
的
機
能
で
あ
る
｡
｢
美
的
な
も
の
｣
と
は
既
存

の
｢
学
問
的
な
も
の
｣
を
単
に
.
｢
公
数
的
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
｣
に
す
る
も
の
な
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
未
知
な
る
｢
学
問
的
な
も

の
｣
を
先
取
り
す
る
､
と
い
う
課
題
を
得
る
｡
｢
〔
想
像
力
に
よ
る
〕
あ
る
像
の
創
出
(
E
r
r
i
n
d
u
n
g
)
は
､
〔
知
性
に
よ
る
〕
発
見

(
E
邑
e
c
k
u
コ
g
首
し
ば
し
ば
同
じ
だ
万
の
価
値
を
持
ち
う
る
｡
こ
れ
は
芸
術
家
を
鼓
舞
す
る
新
た
な
根
拠
と
な
ろ
う
｣
(
芯
扁
こ
の
よ

う
に
し
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
真
理
を
い
わ
ば
(
構
想
)
す
る
た
め
の
媒

体
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
四
節

シ
ラ
I
と
｢
美
し
い
形
式
｣

第
二
節
お
よ
び
第
三
節
に
お
い
て
検
討
し
た
理
論
は
､
い
ず
れ
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
(
な
い
し
ヴ
オ
ル
フ
学
派
)

の
影
響
下
に

展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
一
人
世
紀
末
に
な
る
と
､
新
た
な
仕
方
で
｢
美
的
な
も
の
｣
を
正
当
化
し
ょ
う
と
す
る

議
論
が
現
れ
る
｡
そ
の
点
を
ま
ず
は
､
シ
ラ
ー
の
論
考
｢
美
し
い
形
式
の
使
用
に
お
け
る
必
然
的
限
界
に
つ
い
て
｣
(
初
稿
一
七
九
五

年
､
一
人
〇
〇
年
改
稿
)

の
内
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
(
ヱ
｡

シ
ラ
ー
は
こ
の
論
考
の
冒
頭
に
お
い
て
､
｢
学
問
的
(
w
i
s
s
e
コ
S
C
h
a
要
c
h
ヒ
な
文
体
と
｢
通
俗
的
(
p
O
p
亡
】
腎
ヒ
な
文
体
と
を
区
別
す
る
｡

｢
学
問
的
｣
な
文
体
は
､
｢
悟
性
｣
の
厳
密
な
要
求
に
従
う
｡
そ
れ
ゆ
ゝ
㌃
に
､
そ
れ
に
｢
個
別
的
事
例
｣
な
ど
の
具
体
的
な
も
の
に
か

か
わ
る
｢
想
像
力
｣
の
｢
自
由
｣
は
認
め
な
い
｡
そ
れ
に
村
し
､
｢
通
俗
的
｣
な
文
体
と
は
､
必
ず
し
も
学
問
に
適
し
て
い
な
い
一
般

的
読
者
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
七
､
通
俗
的
文
体
は
､
単
に
厳
密
な
概
念
を
呈
不
す
る
の
み
な
ら
ず
､
｢
こ
れ
ら
の

概
念
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
直
観
と
個
別
的
事
例
を
同
時
に
与
え
る
こ
と
を
好
む
｣
(
S
c
h
i
〓
e
r
〉
<
-
S
N
･
薫

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
限
り
､
シ
ラ
ー
の
議
論
は
基
本
的
な
点
に
お
い
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
お
よ
び
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
議
論
と
異
な

ら
な
い
｡
シ
ラ
ー
の
独
自
性
は
､
こ
の
｢
通
俗
的
｣
な
文
体
に
お
け
る
想
像
力
の
働
き
を
二
生
産
的
(
p
r
｡
d
∈
k
t
i
く
)
(
自
ら
形
成
す
る

四五



四六

自
己
の
力
を
示
す
も
の
)
｣
で
は
な
く
､
単
に
｢
再
生
的
(
r
e
p
-
O
d
u
k
t
i
v
)
(
与
え
ら
れ
た
表
象
を
新
た
に
す
る
も
の
)
｣
に
す
ぎ
な
い
､

と
み
な
す
点
に
あ
る
享
｡
こ
う
し
た
｢
通
俗
的
｣
な
文
体
の
限
界
は
､
想
像
力
が
学
問
的
理
論
を
前
提
と
し
､
そ
れ
に
仕
え
る
の
み

で
あ
る
点
に
､
す
な
わ
ち
､
こ
の
文
体
が
｢
教
訓
的
(
d
i
d
a
k
t
i
s
c
h
ヒ
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
シ
ラ
ー
は
､
｢
学
問
的
｣
な

文
体
と
｢
通
俗
的
｣
な
文
体
か
ら
｢
美
し
い
文
体
｣
を
区
別
す
る
(
S
竜

想
像
力
の
関
心
は
､
自
ら
の
対
象
を
好
む
が
ま
ま
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
､
悟
性
の
関
心
は
､
自
ら
の
村

象
を
厳
密
な
必
然
性
に
よ
っ
て
結
合
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
両
者
の
関
心
は
か
く
も
相
互
に
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
､
し
か

し
両
者
の
間
に
は
結
合
点
が
存
在
す
る
｡
こ
の
点
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
､
美
し
い
文
体
(
s
c
h
穿
e
S
c
h
r
e
i
b
a
r
t
)
に
固
有
の
功
績
で

あ
る
｡
…
…
言
論
の
身
体
を
な
す
諸
々
の
直
観
が
､
事
象
の
本
性
に
基
づ
い
て
〔
概
念
的
に
〕
相
互
に
結
合
す
る
の
で
は
な
く
､

む
し
ろ

〔
そ
れ
ぞ
れ
が
〕
自
立
的
な
分
肢
と
し
て
､
そ
れ
固
有
の
全
体
と
し
て
そ
れ
自
体
で
存
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
､

…
…
衣
装
〔
=
弁
論
の
感
性
的
側
面
〕
は
美
的
自
由
を
有
し
､
構
想
力
の
欲
求
は
満
た
さ
れ
る
｡
こ
う
し
た
表
現
は
有
機
的
所

産
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
そ
こ
で
は
､
単
に
全
体
が
生
き
て
い
る
の
み
な
ら
ず
､
個
々
の
部
分
も
そ
れ
固
有
の
生
命
を
有
し
て

い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
単
に
学
問
的
な
表
現
は
機
械
的
所
産
で
あ
り
､
そ
の
諸
部
分
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
生
命
を
持
た
ず
､
そ

れ
ら
の
結
合
を
通
し
て
全
体
に
対
し
て
人
為
的
生
命
を
与
え
る
の
み
で
あ
る
｡
(
S
箪
)

｢
悟
性
｣
が
｢
必
然
性
｣
を
要
求
す
る
の
に
対
し
､
｢
想
像
力
｣
は
｢
自
由
｣
を
要
求
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
両
者
の
要
求
は
｢
相
互

に
対
立
す
る
よ
う
に
見
え
る
｣
が
､
こ
う
し
た
｢
対
立
｣
を
宥
和
し
調
和
に
も
た
ら
す
こ
と
こ
そ
､
｢
美
し
い
文
体
｣

の
特
色
に
ほ
か

な
ら
な
い
｡
こ
こ
で
は
､
｢
通
俗
的
｣
文
体
と
は
異
な
っ
て
､
想
像
力
は
も
は
や
悟
性
の
支
配
下
に
あ
る
｢
再
生
的
｣
想
像
力
で
は
な

い
｡
む
し
ろ
､
想
像
力
は
悟
性
の
強
制
か
ら
｢
自
由
｣
に
｢
生
産
的
｣

に
作
用
し
っ
つ
､
そ
れ
が
自
ず
と
悟
性
の
｢
必
然
性
｣
と
調



和
す
る
｡
こ
の
点
で
､
｢
悟
性
｣
の
強
制
の
も
と
に
あ
る
文
体
が
｢
機
械
｣
に
比
せ
ら
れ
る
の
に
村
し
て
､
｢
美
し
い
文
体
｣
は
｢
有

機
体
｣
に
誓
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
こ
の
｢
美
し
い
文
体
｣
の
定
義
は
､
真
の
芸
術
家
を
似
非
の
芸
術
家
(
す
な
わ
ち
好
事
家
)
か
ら

区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
｡
好
事
家
は
単
に
｢
想
像
力
｣
の
要
求
に
従
う
に
す
ぎ
な
い
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
｢
真
の
芸
術
上
の
天

才
(
w
a
h
r
e
s
不
u
コ
S
t
閃
e
コ
i
e
ヒ
は
､
そ
の
想
像
力
の
働
き
が
悟
性
の
働
き
と
調
和
す
る
点
に
あ
る
(
悪
筆
)
｡
以
上
の
議
論
か
ら
朋
ら
か
な

よ
う
に
､
｢
美
し
い
文
体
｣
は
､
想
像
力
が
単
に
悟
性
の
強
制
の
も
と
に
働
く
場
合
と
悟
性
の
強
制
か
ら
逃
れ
て
作
用
す
る
場
合
の
ち

ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
｡

こ
の
よ
う
な
シ
ラ
ー
の
｢
美
し
い
文
体
｣
に
関
す
る
議
論
は
､
彼
独
自
の
人
間
観
に
依
拠
し
て
い
る
｡
｢
悟
性
が
そ
の
よ
う
な
〔
真

に
美
し
い
〕
所
産
を
探
求
す
る
な
ら
ば
､
こ
の
所
産
は
〔
そ
の
合
法
則
性
､
内
的
必
然
性
の
ゆ
え
に
〕
悟
性
に
完
全
に
満
足
を
与
え

る
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
､
こ
の
所
産
は
真
に
美
し
い
の
で
あ
る
か
ら
､
自
己
の
合
法
則
性
を
強
い
る
こ
と
を
し
な
い
｡
そ
れ
は
悟
性
の

み
に
語
り
か
け
る
の
で
は
な
く
､
純
粋
な
統
一
性
と
し
て
､
人
間
の
調
和
的
全
体
に
対
し
て
語
り
か
け
る
｣
(
甚
罵
｢
学
問
的
な
も
の
｣

が
人
間
に
お
け
る
｢
悟
性
｣
に
の
み
か
か
わ
る
の
に
対
し
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
｢
悟
性
｣
と
｢
想
像
力
｣
か
ら
な
る
人
間
の
｢
全
体
｣

に
語
り
か
け
る
｡
こ
こ
に
こ
そ
､
単
に
｢
機
械
的
｣
な
所
産
し
か
生
み
出
す
こ
と
の
な
い

｢
学
問
的
な
も
の
｣
と
の
対
比
に
お
け
る

｢
美
的
な
も
の
｣
の
独
自
な
意
義
が
あ
る
｡
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
全
体
と
し
て
の
人
間
性
の
理
念
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
､
正
当

化
さ
れ
る
の
で
あ
る
享
｡

第
五
節

ロ
マ
ン
主
義
と
｢
美
的
哲
学
｣

こ
の
シ
ラ
ー
の
議
論
は
､
以
下
検
討
す
る
よ
う
に
､
彼
に
続
く
美
学
理
論
(
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
理
論
)

に
対
し
て
根

本
的
な
影
響
を
与
え
た
｡
だ
が
､
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
､
シ
ラ
ー
の
議
論
と
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
理
論
と
の
相
違
を
捨
象
し
て
は
な

る
ま
い
｡
な
る
ほ
ど
シ
ラ
ー
は
､
｢
美
的
な
も
の
｣
を
｢
人
間
性
｣
の
理
念
の
中
心
に
据
え
る
｡
だ
が
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣
に
閲
す

四七



四八

る
限
り
､
彼
は
そ
れ
を
こ
の
｢
人
間
性
｣
の
理
念
に
従
属
さ
せ
な
い
｡
む
し
ろ
彼
は
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣
は
｢
美
的
な
も
の
｣
か
ら

自
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
主
張
す
る
｡
｢
思
考
に
お
け
る
首
尾
一
貫
性
が
重
要
で
あ
る
場
合
に
は
､
想
像
力
は
そ
の
悪
意
的

性
格
を
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
(
S
毒
と
こ
ろ
が
､
こ
う
し
た
｢
学
問
的
な
も
の
｣
の
｢
美
的
な
も
の
｣
か
ら
の
自
立
こ
そ
､

ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
理
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
以
下
で
は
､
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
理
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
､
｢
ド
イ
ツ
観
念
論
最
古
の
体
系
計
画
｣
(
一
七
九
六
-
九
七
年
頃
)

に
お
け
る
｢
美
的
哲
学
｣
の
理
念
と
､
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲

学
に
お
け
る
｢
美
的
な
も
の
｣
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

｢
ド
イ
ツ
観
念
論
最
古
の
体
系
計
画
｣
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
稿
に
な
る
断
片
に
つ
い
て
は
､
そ
の
実
際
の
著
者
が
誰
で
あ
る
の

か
､
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
､
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
(
コ
e
g
e
-
こ
u
悪
∞
)
｡
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
は
､

こ
の
断
片
に
お
い
て

｢
美
的
な
も
の
｣
が
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
､
で
あ
る
｡

著
者
は
､
シ
ラ
ー
が
対
立
物
を
調
和
さ
せ
る
も
の
と
し
て
｢
美
｣
を
捉
え
た
こ
と
を
継
承
し
っ
つ
､
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｡
｢
私
の

確
信
で
は
､
理
性
の
最
高
の
働
き
､
す
な
わ
ち
理
性
が
あ
ら
ゆ
る
理
念
を
包
括
す
る
働
き
は
､
美
的
な
働
き
(
賢
h
e
t
i
s
c
h
e
r
A
k
t
)
で
あ

る
｡
…
…
哲
学
者
は
詩
人
と
同
じ
だ
け
の
美
的
力
(
賢
h
e
【
i
s
c
h
e
K
-
a
3
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣
(
ぃ
い
u
)
｡
こ
れ
は
､
｢
哲
学
｣
の

営
み
と
｢
詩
人
｣
(
な
い
し
芸
術
家
)

の
営
み
と
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
換
言
す
れ
ば
､
｢
理
性
｣
の
働
き
を
単
に
理

性
的
な
も
の
に
と
ど
め
ず
に
､
同
時
に
｢
美
的
｣
に
す
る
試
み
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
｢
理
性
の
神
話
｣
と
い
う
理
念
が
生
じ
る
｡

わ
れ
わ
れ
〔
哲
学
者
〕
が
理
念
を
美
的
に
(
賢
h
e
t
i
s
c
h
)
､
す
な
わ
ち
神
話
的
宣
(
m
y
t
h
｡
】
｡
g
i
s
c
h
守
る
以
前
は
､
理
念
は
民
衆

.
(
<
○
-
k
)
の
関
心
を
引
か
な
い
｡
だ
が
反
対
に
､
神
話
が
理
性
的
で
あ
る
以
前
は
､
哲
学
者
は
神
話
を
恥
じ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
れ

ゆ
え
に
､
啓
蒙
さ
れ
た
人
々

〔
哲
学
者
〕
と
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
人
々

〔
民
衆
〕
庵
っ
い
に
相
互
に
手
を
差
し
伸
べ
な
く
て
は

な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
神
話
は
哲
学
的
と
な
り
､
民
衆
は
理
性
的
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
ず
､
〔
他
方
で
〕
哲
学
は
､
哲
学
者
を



感
性
的
に
す
る
た
め
に
､
神
話
的
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
の
と
き
､
わ
れ
わ
れ
の
も
と
に
は
永
遠
の
統
一
が
支
配
す

る
｡
…
…
そ
の
と
き
､
個
々
人
に
関
し
て
も
､
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
関
し
て
も
､
そ
の
あ
ら
ゆ
る
力
の
平
等
な
形
成
が
わ
れ
わ
れ

を
待
ち
受
け
て
い
る
｡
い
か
な
る
力
も
も
は
や
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
と
き
諸
精
神
の
普
遍
的
な
自
由
と

平
等
が
支
配
す
る
｡
(
ぃ
い
か
)

神
話
化
さ
れ
た
哲
学
､
す
な
わ
ち
｢
美
的
哲
学
(
賢
h
e
-
i
～
C
h
e
P
h
〓
｡
S
O
p
h
i
e
ヒ
(
ぃ
い
写
し
そ
､
著
者
の
目
指
す
哲
学
の
あ
り
方
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
こ
う
し
た
｢
美
的
哲
学
｣
は
､
個
々
人
の
内
部
に
お
け
る
｢
理
性
｣
と
｢
感
性
｣
と
の
調
和
を
達
成
す
る
と
と
も
に
､
一
｢
啓

蒙
さ
れ
た
人
々
｣
と
｢
啓
蒙
さ
れ
て
い
な
い
人
々
｣
､
｢
哲
学
者
｣
と
｢
民
衆
｣
と
の
間
の
調
和
も
達
成
す
る
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
｢
人

類
の
最
後
に
し
て
最
大
の
作
品
｣
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
(
N
い
馬

シ
ラ
ー
は
す
で
に
『
美
的
教
育
書
簡
』
(
一
七
九
五
年
)
に
お
い
て
､
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
平
等
を
成
り
立
た
せ
る
｢
美
的
国
家
｣
の

理
念
を
提
起
し
て
い
た
が
(
S
c
h
i
ニ
e
r
)
<
恵
｣
)
､
こ
の
断
片
の
著
者
が
こ
の
｢
美
的
国
家
｣
の
理
念
を
継
承
し
っ
つ
議
論
を
立
て
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
〈
･
｡
)
｡
こ
の
断
片
に
お
い
て
､
｢
哲
学
的
な
も
の
｣
(
な
い
し
学
問
的
な
も
の
)
と
｢
美
的
な
も
の
｣
と
が
従
来
村

比
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
そ
れ
自
体
が
批
判
さ
れ
､
両
者
の
綜
合
が
人
類
の
究
極
的
目
的
と
さ
れ
る
｡

次
に
､
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
二
八
〇
〇
年
)
に
目
を
移
そ
う
｡
わ
れ
わ
れ
の
着
目
す
べ
き
は
､
シ
ェ
リ

ン
グ
が
｢
哲
学
的
な
も
の
｣
と
｢
美
的
な
も
の
｣
と
を
い
か
に
関
連
づ
け
て
い
る
か
､
で
あ
る
｡

シ
ェ
リ
ン
グ
は
､
彼
が
｢
知
的
直
観
｣
と
呼
ぶ
哲
学
の
｢
原
理
｣
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
こ
の
感
性
的
で
は
な

く
知
的
(
i
コ
t
e
〓
e
k
t
u
e
〓
盲
直
観
は
…
…
そ
れ
自
体
単
に
内
的
な
直
観
で
あ
っ
て
､
決
し
て
そ
れ
自
体
で
は
客
観
的
に
な
り
え
な
い
｡
そ

れ
は
た
だ
第
二
の
直
観
に
よ
っ
て
の
み
客
観
的
に
な
り
う
る
｡
こ
の
第
二
の
直
観
こ
そ
美
的
直
観
(
賢
h
e
t
i
s
c
h
e
A
コ
S
C
h
a
｡
｡
｡
g
)
で
あ
る
｣

(
S
c
h
e
≡
n
g
こ
〓
ゝ
N
u
)
｡
こ
の
哲
学
の
｢
原
理
｣
で
あ
る
｢
知
的
直
観
｣
は
､
シ
ェ
リ
ン
グ
.
に
よ
れ
ば
､
ま
さ
に
原
理
で
あ
る
が
ゆ
え

四九



五〇

に
､
そ
れ
以
上
｢
証
明
｣
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
､
単
に
｢
要
求
｣
な
い
し
｢
要
請
(
p
O
S
t
u
-
i
e
r
e
長
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
(
当
○
)
｡
か
つ
､
知
的
直
観
は
｢
一
般
の
意
識
の
内
に
は
現
れ
る
こ
と
が
な
い
｣
(
已
○
)
｡
こ
の
こ
と
は
､
知
的
直
観
を
自
ら
の
｢
機

関
｣
(
麗
豆
と
す
る
哲
学
が
｢
哲
学
と
し
て
は
決
し
て
普
遍
妥
当
的
に
な
り
え
な
い
｣
(
8
0
)
こ
と
､
つ
ま
り
単
に
｢
主
観
的
｣
(
か
N
や
)
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
シ
ェ
リ
ン
グ
の
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
の
全
体
系
は
､
｢
哲
学
す
る
わ
れ

わ
れ
｣
(
山
∞
や
)
に
と
っ
て
の
み
妥
当
す
る
こ
の
単
に
主
観
的
な
知
的
直
観
を
､
普
遍
妥
当
的
な
も
の
に
､
す
な
わ
ち
｢
〔
哲
学
す
る
〕
わ

れ
わ
れ
の
対
象
と
し
て
の
自
我
｣
(
已
∞
)
に
と
っ
て
も
妥
当
す
る
も
の
に
化
す
た
め
の
行
程
に
ほ
か
な
ら
ず
､
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
行

程
を
締
め
く
く
る
も
の
と
し
て
｢
芸
術
｣
な
い
し
｢
美
的
直
観
｣
を
主
題
と
す
る
｡
そ
れ
ゆ
え
に
､
シ
ェ
リ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
｡
｢
哲
学
が
単
に
主
観
的
に
の
み
呈
示
し
う
る
も
の
を
､
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
て
客
観
化
す
る
の
に
成
功
し
う
る
の
は
､
た

だ
芸
術
の
み
で
あ
る
｣
(
か
N
葛
換
言
す
れ
ば
､
哲
学
は
｢
哲
学
と
し
て
｣
普
遍
妥
当
的
に
な
る
の
で
は
な
く
､
｢
芸
術
｣
な
い
し
｢
美

的
直
観
｣
を
媒
介
と
し
て
普
遍
妥
当
的
に
な
る
｡
こ
こ
か
ら
､
｢
芸
術
は
､
哲
学
が
外
的
に
は
呈
示
し
え
な
い
も
の
…
…
を
常
に
新
た

に
証
す
る
､
哲
学
の
唯
一
真
に
し
て
永
遠
な
る
機
関
で
あ
り
か
つ
証
書
で
あ
る
｣
(
か
N
｣
)
､
と
い
う
命
題
が
生
じ
る
｡
哲
学
的
思
索
は

｢
芸
術
｣
を
道
具
と
し
つ
つ
､
｢
芸
術
｣
の
内
に
結
晶
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡
『
ブ
ル
ー
ノ
』
〓
八
〇

二
年
)

の
言
葉
を
援
用
す
る
な
ら
ば
､
｢
哲
学
は
そ
の
自
然
本
性
上
､
必
然
的
に
秘
数
的
(
e
s
O
t
e
r
i
s
c
h
)
で
あ
る
｣
の
に
村
し
､
｢
産
出
す

る
も
の

〔
=
芸
術
家
〕

の
技
(
K
u
コ
S
t
)
は
必
然
的
に
公
数
的
(
e
x
O
【
e
r
i
s
c
h
)
で
あ
る
｣
(
l
<
短
-
○
(
‖
一
｡

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
､
｢
秘
数
的
･
公
数
的
｣
と
い
う
対
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
す
で
に
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
(
お
よ
び
そ
の
学
派
)
は
､
｢
美
的
な
も
の
｣
の
意
義
を
､
学
問
(
な
い
し
哲
学
)

の
｢
口
伝
｣
性
な
い
し
｢
秘
教
｣
性
を

｢
公
数
的
､
す
な
わ
ち
通
俗
的
｣
な
も
の
に
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
た
｡
こ
う
し
た
考
え
は
､
形
を
変
え
な
が
ら
も
､
前
節
に
お
い

て
検
討
し
た
シ
ラ
ー
､
あ
る
い
は
本
節
で
検
討
し
た
｢
ド
イ
ツ
観
念
論
最
古
の
体
系
計
画
｣
ヤ
シ
エ
リ
ン
グ
の
理
論
の
内
に
認
め
ら

れ
る
｡
だ
が
､
こ
こ
で
は
､
そ
の
差
異
に
も
着
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
ま
ず
第
一
に
､
す
で
に
前
節
末
尾
で
明
ら
か
に
し
た
よ



う
に
､
シ
ラ
ー
(
お
よ
び
彼
以
後
)

の
理
論
に
お
い
て
は
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
､
単
に
既
存
の
哲
学
を
通
俗
化
す
る
も
の
で
は
な
く
､

む
し
ろ
｢
人
間
性
｣
の
理
念
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
だ
が
同
時
に
､
第
二
に
､
前
節
で
検
討
し
た
シ
ラ
ー
の
理
論
と
本

節
で
検
討
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
美
学
理
論
と
の
間
の
差
異
も
明
白
で
あ
ろ
う
｡
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
､
｢
美
的
な
も
の
｣
は
｢
哲
学

の
機
関
に
し
て
証
書
｣
と
し
て
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣
を
構
成
す
る
不
可
分
の
契
機
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､

シ
ラ
ー
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣

の
美
(
学
)
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る
､
と
い
っ
て
よ
い
｡
シ
ェ
リ
ン
グ
の
理
論

は
､
哲
学
が
｢
美
的
な
も
の
｣

に
対
し
て
与
え
た
最
高
の
賛
辞
で
あ
る
と
い
え
よ
う
｡

第
六
節

ヘ
ー
ゲ
ル
と
｢
美
的
哲
学
｣
の
終
焉

だ
が
､
｢
哲
学
｣
は
シ
ェ
リ
ン
グ
が
述
べ
る
よ
う
に
｢
哲
学
と
し
て
は
決
し
て
普
遍
妥
当
的
に
な
り
え
な
い
｣
た
め
に
､
自
ら
を
客

観
化
す
る
に
は
｢
美
的
直
観
｣
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
う
し
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
哲
学
観
-
す
な
わ
ち
､
哲
学
な

い
し
｢
学
問
的
な
も
の
｣
を
美
(
学
)
化
し
ょ
う
と
す
る
試
み
-
-
1
を
批
判
し
た
の
が
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
(
一
八
〇
七

年)

で
あ
る
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
｢
学
問
的
な
も
の
｣
が
｢
秘
数
的
｣
な
も
の
と
し
て
現
象
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
｡
｢
〔
形
式
の
〕
仕
上

げ
が
な
く
て
は
､
学
問
は
普
遍
的
な
わ
か
り
や
す
さ
〔
悟
性
性
〕
(
<
3
.
t
賢
d
〓
c
h
k
e
i
t
首
欠
き
､
何
人
か
の
個
人
の
秘
数
的
所
有
物

(
e
s
O
t
e
r
i
s
c
h
e
s
B
e
s
i
t
N
t
u
ヨ
)
で
あ
る
か
の
よ
う
な
仮
象
を
生
む
｣
(
H
e
g
e
二
l
二
望
宣
だ
が
､
学
問
の
秘
教
性
は
実
際
に
は
｢
仮
象
｣
に

す
ぜ
ず
､
学
問
に
と
っ
て
の
最
終
的
で
本
来
的
な
あ
り
方
で
は
な
い
｡
｢
完
全
に
規
定
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
､
同
時
に
ま
た
公
数
的

(
e
x
O
t
e
r
i
s
c
h
)
で
あ
り
､
理
解
可
能
で
あ
り
､
学
ば
れ
る
こ
と
で
す
べ
て
の
人
々
の
所
有
物
と
な
り
う
る
｡
学
問
の
わ
か
り
や
す
い
〔
悟

性
的
な
〕
形
式
(
く
e
r
S
t
賢
d
i
g
e
F
O
∃
)
は
学
問
に
い
た
る
道
､
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
開
か
れ
､
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
と
っ
て
平
坦
に

さ
れ
た
道
で
あ
る
｣
(
N
O
¶
す
な
わ
ち
､
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
､
学
問
(
な
い
し
哲
学
)
そ
れ
自
体
の
内
に
､
秘
教
性
か
ら
公
教
性
へ

五
一



五二

自
己
を
解
放
す
る
方
途
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡
こ
の
方
途
を
｢
芸
術
｣
･
な
い
し
｢
美
的
な
も
の
｣
に
委
ね
る
こ
と
は
､
か

え
っ
て
学
問
を
秘
数
的
な
虻
の
に
と
ど
め
る
こ
と
に
か
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
｢
芸
術
終
焉
論
｣
が
帰
結
す
る
｡
.
彼
の
｢
芸
術
終
焉
論
｣
は
す
で
に
『
精
神
現

象
学
』
の
内
に
萌
芽
的
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
彼
が
そ
の
理
論
を
十
全
に
展
開
し
た
の
は
『
美
学
』
に
お
い
て
で
あ
る
｡

そ
こ
で
以
下
で
は
､
彼
の
『
美
学
』
に
即
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

彼
の
｢
芸
術
終
焉
論
｣
は
､
シ
ェ
リ
ン
グ
が
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
に
お
い
て
呈
示
し
た
命
題
､
す
な
わ
ち
､
芸
術
は
哲

学
の
｢
機
関
｣
に
し
て
｢
証
書
｣
で
あ
る
､
と
い
う
命
題
へ
の
対
決
か
ら
生
ま
れ
た
｡
｢
芸
術
は
､
そ
れ
が
…
…
哲
学
と
共
通
の
円
環

に
属
t
､
…
…
精
神
の
最
も
包
括
的
な
真
理
を
意
識
化
し
表
現
す
る
と
き
に
､
は
じ
め
て
そ
の
最
高
の
使
命
を
成
し
遂
げ
る
｡
…
…

こ
の
使
命
を
芸
術
は
…
…
哲
学
と
共
有
し
て
い
る
､
た
だ
し
芸
術
の
独
自
性
は
､
至
高
の
も
の
を
〔
哲
学
の
よ
う
に
概
念
的
に
把
握

す
る
の
で
は
な
く
〕
.
感
性
的
に
表
現
す
る
､
と
い
う
点
に
あ
る
｣
(
X
≡
曽
○
｡
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
哲
学
と
芸
術
が
共
通
の
課
題

(
す
な
わ
ち
､
真
理
と
し
て
の
絶
対
者
の
表
現
と
い
う
課
題
)
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
､
哲
学
と
芸
術
と
が
用
い
る
媒
体
の
差

異
に
着
目
す
る
｡
も
し
も
絶
対
者
が
感
性
的
に
表
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
シ
ェ
リ
ン
グ
の
命
題
は
正
し
い
｡
だ
が
､
こ

の
前
提
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

ヘ
ー
ゲ
ル
は
､
絶
対
者
が
感
性
的
に
十
全
に
表
現
さ
れ
て
い
た
時
代
が
あ
る
､
と
考
え
る
｡
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
｡
｢
ギ

リ
シ
ア
で
は
､
芸
術
が
絶
村
者
に
対
す
る
最
高
の
表
現
で
あ
り
､
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
は
芸
術
そ
れ
自
体
の
宗
教
で
あ
っ
美
｣
(
×
I
V
態
)
｡

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
､
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
特
質
が
芸
術
の
本
性
と
合
致
し
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
､
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
は

感
性
的
な
形
態
の
内
に
そ
の
精
神
性
を
十
全
に
示
し
て
お
り
､
そ
こ
に
は
精
神
的
内
容
と
感
性
的
形
態
と
の
一
致
が
成
り
立
っ
て
い

る
が
､
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
芸
術
の
本
来
求
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
芸
術
が
宗
教
と
一
体
化
し
て
い
た
時
代
､
芸

術
が
絶
対
者
を
十
全
に
表
現
し
え
た
時
代
に
あ
っ
て
は
､
芸
術
は
最
も
価
値
高
き
も
の
で
あ
る
｡



だ
が
､
事
態
は
キ
リ
ス
ト
教
の
成
立
と
と
も
に
全
く
変
わ
っ
た
､
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
｡
.

芸
術
に
と
っ
て
の
其
の
内
容
で
あ
る
た
め
に
､
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
感
性
的
な
も
の
へ
と
歩
み

出
て
感
性
的
な
も
の
に
お
い
て
適
合
し
う
る
､
と
い
う
こ
と
が
芸
術
そ
れ
固
有
の
使
命
を
な
す
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
真
理
の
よ

り
深
い
捉
え
.
方
が
存
す
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
真
理
は
も
は
や
感
性
的
な
も
の
に
親
近
的
で
も
友
好
的
で
も
な
い
た
め
に
､
そ

の
真
理
を
こ
の

〔
感
性
的
な
〕
素
材
に
よ
っ
て
適
切
な
仕
方
で
取
り
上
げ
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
真
理
の
捉
え
方
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
｡
(
X
≡
ト
買
)

古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
の
絶
対
者
と
は
芸
術
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
､
キ
リ
ス
ト
教
徒

に
と
っ
て
の
絶
村
者
は
感
性
的
直
観
を
超
え
て
い
る
｡

か
つ
て
は
芸
術
こ
そ
絶
対
者
を
意
識
す
る
た
め
の
最
高
の
や
り
方
で
あ
っ
た
が
､
今
日
の
世
界
の
精
神
､
よ
り
詳
し
く
は
わ
れ

わ
れ
の
宗
教
と
わ
れ
わ
れ
の
理
性
的
教
養
の
精
神
は
､
そ
う
し
た
段
階
を
超
え
出
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
芸
術
制
作
と
そ
の
作

品
に
固
有
の
特
質
は
､
わ
れ
わ
れ
の
最
高
の
欲
求
を
満
た
さ
な
け
｡
わ
れ
わ
れ
は
､
芸
術
作
品
を
神
と
し
て
崇
拝
し
あ
が
め
う

る
段
階
を
超
え
出
た
｡
…
…
思
想
と
反
省
は
芸
術
を
飛
び
越
え
た
｡
…
…
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
美
し
い
日
々
は
…
…
過
ぎ
去
っ
た

の
で
あ
る
｡
(
N
e

ヘ
ー
ゲ
ル
の
｢
芸
術
終
焉
論
｣
･
の
意
味
は
､
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
世
界
へ
の
移
行
に
お
け
る
絶
村
者
の
変
容
が
絶
対
者

の
表
現
と
し
て
は
芸
術
を
過
去
の
も
の
に
し
た
､
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
｡
ヘ
ー
.
ゲ
ル
の
議
論
の
核
心
は
､
絶
対
者
の
把
握

五三



五四

は
本
来
的
に
は
概
念
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
哲
学
的
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
､
芸
術
と
い
う
感
性
的
媒
体
を
通
し
て
な
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
点
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
､
シ
ェ
リ
ン
グ
の
見
解
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
は
妥

当
し
え
て
も
､
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
は
妥
当
し
な
い
｡
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
者
は
､
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
よ
う
に
単
に
感
性
的
に
現

象
す
る
も
の
で
は
な
く
､
精
神
的
な
も
の
と
な
っ
た
｡
そ
の
た
め
に
､
芸
術
は
も
は
や
､
絶
対
者
の
表
現
と
い
う
課
題
を
十
全
に
果

た
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
シ
上
リ
ン
グ
説
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
日
か
ら
見
る
な
ら
ば
､
一
種
の
時
代
錯
誤
な
の
で
あ
る
｡

だ
が
､
逆
説
的
に
で
は
あ
る
が
､
｢
芸
術
終
焉
論
｣
は
｢
美
的
な
も
の
｣
の
新
生
を
証
す
も
の
で
も
あ
っ
た
｡
｢
秘
致
｣
的
な
哲
学

的
真
理
を
｢
公
数
的
｣
に
す
る
､
と
い
う
課
題
か
ら
解
放
さ
れ
た
同
時
代
の
芸
術
に
つ
い
て
､
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る｡

あ
る
特
定
の
内
容
や
､
こ
の
素
材
に
相
応
し
い
〓
疋
の
表
現
様
式
に
拘
束
さ
れ
る
､
と
い
う
こ
と
は
今
日
の
芸
術
家
に
と
っ
て

は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
｡
芸
術
は
こ
う
し
て
､
芸
術
家
が
自
己
の
主
体
的
伎
備
に
基
づ
き
な
が
ら
､
い
か
な
る
内
容
に
対
し

て
で
あ
れ
等
し
く
扱
う
こ
と
の
で
き
る
道
具
(
-
n
s
t
r
u
ヨ
e
コ
t
首
な
っ
た
｡
芸
術
家
は
､
〓
疋
の
神
聖
視
さ
れ
た
形
式
や
形
態
化
を

越
え
出
て
､
一
定
の
内
包
に
も
､
ま
た
神
聖
に
し
て
永
遠
な
も
の
が
か
つ
て
意
識
に
与
え
ら
れ
た
〓
疋
の
直
観
様
式
に
も
依
存

せ
ず
､
自
由
に
自
ら
活
動
す
る
｡
(
X
l
<
)
ぃ
い
u
)

ヘ
ー
ゲ
ル
が
目
に
し
て
い
た
の
は
､
芸
術
家
が
二
疋
の
内
容
や
表
現
形
式
か
ら
自
由
に
､
自
ら
の
主
体
性
を
発
揮
し
っ
つ
活
動
す
る
､

と
い
う
全
く
新
た
な
事
態
の
成
立
で
あ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
何
を
表
現
す
る
か
､
い
か
に
表
現
す
る
か
が
､
個
々
の
芸
術
家
の
創

意
に
委
ね
ら
れ
､
芸
術
に
と
っ
て
の
真
の
自
由
が
可
能
に
な
る
｡
か
つ
て
､
シ
ェ
リ
ン
グ
に
お
い
て
芸
術
は
哲
学
に
と
っ
て
の
｢
機

関
(
O
r
g
a
コ
○
コ
ヒ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
､
今
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
芸
術
は
芸
術
家
に
と
っ
て
の
｢
道
具
(
-
邑
r
u
ヨ
e
コ
t
ヒ
と
な
る
｡



こ
の
よ
う
に
し
て
､
｢
芸
術
は
､
二
疋
の
範
囲
の
内
容
や
〔
そ
の
内
容
の
〕
捉
え
方
に
固
く
制
約
さ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
抜
け
出
て
､

人
間
的
な
も
の
(
〓
u
ヨ
a
コ
u
S
T
す
な
わ
ち
､
人
間
の
心
情
の
深
み
と
高
み
､
人
間
の
喜
び
や
悩
み
に
お
け
る
､
あ
る
い
は
人
間
の
努

力
や
行
為
や
運
命
に
お
け
る
普
遍
的
人
間
性
1
を
自
ら
に
と
っ
て
の
新
た
な
聖
域
と
す
る
｡
…
…
〔
こ
こ
で
表
現
さ
れ
る
〕
内
容
は
､

芸
術
に
と
っ
て
絶
対
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｡
内
容
と
そ
の
形
態
化
を
決
定
す
る
こ
と
は
､
〔
芸
術
家
の
〕
意
志
的
な
創
意

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
｣

(
N
当
こ
｡

芸
術
は
､
絶
対
者
の
表
現
と
い
う
課
題
を
過
去
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
､
始
め
て
芸
術
と
し
て
の
芸
術
に
な
る
｡
こ
こ
に
｢
美
的

な
も
の
｣
の
自
律
性
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
｡
と
と
も
に
､
わ
れ
わ
れ
は
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
の
作
品
-
そ
の
多
く
は
宗
教
的
文
脈
に

お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
が
-
に
関
し
て
も
､
そ
れ
ら
を
も
は
や
｢
神
と
し
て
崇
拝
｣
す
る
の
で
は
な
く
､
た
だ
芸
術
作
品
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
な
｢
美
的
な
も
の
｣
の
見
方
は
､
さ
ら
に
ま
た
､
美
術
館
･
音
楽
会
と
い
っ
た
現

実
的
な
制
度
に
よ
っ
て
､
｢
芸
術
史
｣
と
い
う
新
た
な
学
問
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
､
独
自
の
｢
公
共
圏
｣
を
形
成
し
っ
つ
､
｢
近
代
｣

的
芸
術
観
の
根
幹
を
な
す
{
誓
わ
れ
わ
れ
を
今
な
お
本
質
的
な
点
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
｢
美
的
な
も
の
｣
の
行
方

を
見
つ
め
る
こ
と
こ
そ
､
現
在
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
｡

A
r
i
s
t
O
t
e
-
e
s
盲
h
i
c
a
Z
i
c
O
ヨ
a
C
h
e
a
も
x
雷
d
-
ヨ
¢
∴
ご
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
､
高
由
三
郎
訳
(
岩
波
文
庫
)
､
加
藤
信
朗
訳
(
ヲ
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
｣

第
一
三
巻
､
岩
波
書
店
)
〕

A
.
B
a
u
ヨ
g
a
ユ
e
コ
ゝ
e
s
t
h
e
t
i
c
a
[
A
e
s
】
寺
a
コ
k
2
ユ
a
一
d
.
〇
d
e
二
三
＼
声
Z
D
‥
〓
ニ
d
e
s
h
e
i
ヨ
ー
¢
琴
〔
松
尾
大
訳
貢
学
｣
(
玉
川
大
学
出
版
部
)
〕

-

Med-tatiOneS【Med】〕Meditatぎesp≡OSOpトicaedenOココu≡～adpOe∋apeユiコeコーibus盲a=e-→いuJetzニコ‥de-S･-･Ph=OSOphi邑eBetrachtuコgeコ旨ere-コigeBediコguコ駕コdesGed-chtes盲aヨburg-蓋い･

-
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=.BOd∋er)CritischeBe-racトーuコgeコ旨erdiepOe-i～CheコGeヨ萱dede-ロich-e--N寮c≡玉-}ZD‥F-aコk2ユaヨMaiコー3-･G
.
W
一
F
r
.
〓
e
g
e
】
〉
W
e
r
k
e
-
コ
N
W
a
コ
N
i
g
B
誉
d
e
コ
〉
F
r
a
コ
k
2
ユ
a
ヨ
M
a
i
コ
〓
コ
二
岩
波
版
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
〕
･

G.Fr.Mei彗ゝコぎgsg旨dedersch穿eコWissenscha君ヨ㌦Bde･}〓aニeNゝuコ･-｣竿¢〉ZD‥Hニdesbeiヨーヨu･
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五六

G
･
W
･
｢
e
夢
コ
耳
D
i
e
p
h
ニ
O
S
O
P
h
i
～
C
h
e
r
S
c
h
r
芸
e
コ
ゝ
r
s
g
.
<
○
コ
C
｣
.
G
e
r
h
a
r
d
t
.

F
r
･
W
｣
･
S
c
h
e
≡
コ
g
ゝ
u
s
g
e
w
竪
t
e
W
e
r
k
e
こ
O
B
d
e
･
一
D
a
∃
S
t
a
d
二
当
季
〔
巻
数
､
頁
数
は
C
O
t
t
a
版
に
よ
る
〕
.

F
r
.
S
c
h
≡
e
r
リ
S
師
ヨ
t
l
i
c
b
e
W
e
r
k
e
一
山
B
d
e
.
}
M
旨
c
h
e
コ
一
芸
〇
.

J･G･Su】Ne-u<e∃ischtephi】○～Oph-scheSchr芸eコureipNig】ヨい一ZD‥〓ニdeshei∃】ヨや(
1
)

c芸･Wa-deコ雲∵Akr｡aヨa--sch＼er｡-eヨa-宣=ゝヲミミ声Bd｣･這竪一芸∴首｣N｣一戸Gaiser㌔ExOteユsch＼esOter宣=∵コモ竜チB
d
.
N
盲
a
s
e
〓
ヨ
N
-
S
p
.
貰
い
･
｣
.

(
2
)
一
八
世
紀
の
哲
学
理
論
に
お
け
る
｢
公
数
的
-
秘
数
的
｣
と
い
う
対
概
念
に
着
目
し
た
論
考
と
し
て
は
､
政
治
学
者
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
遺

稿
｢
e
O
S
t
r
a
u
s
s
㌔
E
x
O
t
e
-
訂
→
e
a
c
h
息
=
古
ぎ
～
蔓
ミ
邑
宰
ゝ
し
茎
r
喜
､
亀
吉
‡
､
c
已
≧
､
､
Q
h
竜
ぎ
<
○
〓
A
.
コ
｣
こ
塞
か
が
あ
る
｡

(
3
)

以
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
､
u
r
s
u
一
a
F
r
a
コ
k
e
u
P
O
e
t
ぎ
h
e
u
コ
d
p
h
ニ
O
S
O
P
h
ぎ
h
e
R
e
d
e
.
ロ
i
e
否
コ
t
r
O
<
e
r
S
e
N
W
i
s
c
h
e
コ
S
c
h
i
ニ
e
r
u
コ
d
F
-
c
h
t
e
N
u
r

S
e
ヨ
i
O
t
i
k
｣
コ
‥
〓
e
-
コ
N
P
a
e
t
N
｡
-
d
(
〓
甲
)
)
ミ
息
註
♪
や
賢
q
竃
象
象
宍
ふ
芸
乳
Q
蔓
r
旨
訂
3
計
r
G
害
ぎ
き
己
～
r
｣
を
旦
夕
A
a
c
h
e
コ
て
莞
コ
参
照
｡

(4.)

c=a邑isaO-abe古○ヨVC-○-hiコg∧-bVO-gaコOrReasOコ∧‥AコEssayOコートelトeOr訂～○…eIapト○エコGe∃aコP≡OSOpトyiコtheAgeO
r
E
コ
ニ
g
h
t
e
コ
ヨ
e
コ
t
古
宇
Q
3
Q
罫
､
竜
ぎ
r
､
c
已
き
､
ミ
旦
言
責
ゝ
ミ
巳
≡
賢
c
嘗
喜
蔓
ゝ
竜
r
≧
C
ミ
ミ
訂
9
g
3
ミ
<
～
9
ミ
呈
阜
ミ
各
富
Q
r
一
e
d
-
t
e
d

b
y
N
d
r
a
<
k
O
R
a
d
ヨ
a
コ
〕
d
e
G
m
y
-
e
-
リ
B
e
r
ニ
コ
＼
Z
e
w
Y
O
-
k
-
岩
山
一
P
p
･
ナ
N
u
･

(
5
)

｢

｣
の
内
部
は
ク
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
『
弁
論
家
の
教
育
』
(
〓
.
写
｣
)
か
ら
の
引
用
｡

(6.)

た
し
か
に
､
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
､
｢
美
的
思
考
｣
と
T
謝
理
的
思
考
｣
は
､
と
り
わ
け
｢
思
考
｣
が
学
問
的
事
象
と

か
か
わ
る
｢
学
理
的
思
考
｣
で
あ
る
場
合
に
､
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
｡
だ
が
､
･
こ
の
･
眉
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
｡
｢
美
的

な
学
理
的
思
考
法
(
g
e
コ
u
S
C
O
g
i
t
a
邑
i
a
e
s
t
h
e
t
i
c
O
d
O
g
ヨ
a
t
i
c
u
ヨ
)
は
､
そ
の
素
材
が
諸
学
科
に
分
配
さ
れ
る
に
応
じ
て
､
神
学
的
､
.
哲
学
的
等
の

思
考
法
と
命
名
さ
れ
る
た
め
に
､
学
問
的
に
し
て
口
伝
〔
的
な
講
義
〕

に
基
づ
く
神
学
的
､
哲
学
的
等
の
思
考
法
(
g
e
コ
u
S
C
O
g
ご
a
コ
d
-

S
C
i
e
コ
t
i
芽
u
ヨ
e
;
c
r
O
a
ヨ
a
t
i
c
u
ヨ
)
〔
す
号
わ
ち
､
論
理
的
な
学
理
的
思
考
法
(
-
｡
g
ぎ
d
｡
g
ヨ
a
-
ぎ
ヨ
)
〕
と
共
通
の
名
称
を
有
す
る
｡
…
…
だ
が
､

前
者
は
後
者
か
ら
常
に
区
別
さ
れ
る
｣
(
A
e
s
.
笥
S
)
｡

(
7
)

こ
の
シ
ラ
ー
の
論
考
に
関
し
て
も
､
F
r
a
コ
k
e
も
声
c
i
t
.
参
照
｡

(
8
)

｢
想
像
力
〔
構
想
力
〕
｣
を
こ
の
よ
う
に
｢
再
生
的
｣
な
そ
れ
と
｢
生
産
的
｣
な
そ
れ
と
に
分
け
る
､
と
い
う
シ
ラ
｣
の
構
想
は
､
い
う
ま
で

も
な
く
カ
ン
ト
に
由
来
す
る
｡
-
.
穿
き
守
≡
村
計
r
r
已
莞
ミ
言
⊇
ミ
亀
u
B
J
u
N
.

(.9)

た
し
か
に
､
シ
ラ
ー
の
こ
の
よ
う
な
議
論
に
は
､
そ
れ
以
前
の
議
論
が
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
反
映
し
て
い
る
｡
シ
ラ
ー
は
一
方
で
､
｢
証
明
さ

れ
た
真
理
は
し
ば
し
ば
心
情
と
意
志
に
対
し
て
無
力
に
と
ど
ま
る
｣
と
述
べ
て
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
と
と
も
に
､
学
問
的
真

理
の
感
性
化
の
意
義
を
説
く
と
と
も
に
､
他
方
で
､
｢
多
く
の
真
理
は
､
哲
学
が
そ
れ
を
証
明
す
る
以
前
に
､
す
で
に
長
い
間
内
的
直
観
と
し

て
生
動
的
に
作
用
し
て
い
た
｣
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
ズ
ル
ソ
ァ
ー
と
と
も
に
､
哲
学
的
証
明
に
先
立
つ
想
像
力
の
作
用
に
む
注
目
す
る



(
霊
N
)
｡
シ
ラ
ー
の
意
義
は
､
こ
の
よ
う
な
洞
察
に
基
づ
き
つ
つ
､
｢
全
体
｣
と
し
て
の
人
間
性
の
理
念
か
ら
｢
美
的
な
も
の
｣
を
人
間
に
と
っ

て
の
課
題
と
み
な
す
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

(
川
)

拙
稿
｢
美
学
と
国
家
論
の
交
わ
る
と
こ
ろ

-

(
美
的
国
家
)
の
意
味
す
る
も
の
-
⊥
r
理
想
し
(
第
六
五
六
号
､
一
九
九
五
年
)
参
照
｡

(
‖
)

た
だ
し
､
『
ブ
ル
ー
ノ
｣

の
議
論
は
直
ち
に
『
超
越
論
的
観
念
論
の
体
系
』
と
重
な
る
わ
け
で
は
な
い
｡
と
い
う
の
も
､
哲
学
と
芸
術
と
の
関

係
を
｢
原
像
｣
と
｢
模
像
｣
と
い
う
関
係
に
即
し
て
捉
え
る
ブ
ル
ー
∠
の
観
点
(
そ
れ
は
､
彼
の
｢
同
一
哲
学
｣
の
時
期
に
固
有
の
考
え

で
あ
る
)
は
､
r
超
越
論
的
観
念
論
の
体
重
の
内
に
は
い
ま
だ
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
彼
の
同
一
哲
学
期
の
芸
術
観
に
つ
い
て
は
､

拙
著
r
象
徴
の
美
学
』

(
一
九
九
五
年
､
東
京
大
学
出
版
会
)
第
四
章
参
照
｡

(12)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
拙
稿
｢
ド
イ
ツ
観
念
論
の
美
学
に
現
代
的
意
義
は
あ
る
か
｣
蒜
日
学
論
集
｣

(
第
二
七
号
､
上
智
大
学
哲
学
会
､
一
九
九

八
年
)

参
照
｡


