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エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー

―
―
記
号
的
数
学
の
基
礎
づ
け
の
様
式
に
お
け
る
両
者
の
対
立
と
そ
の
体
系
的
‐
哲
学
的
意
味
―
―1

東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
（
倫
理
学
）　
真
　
田
　
乃
　
輔

は
じ
め
に
―
―
簡
単
な
歴
史
的
素
描
、
本
論
の
課
題
と
お
お
ま
か
な
結
論

　

わ
れ
わ
れ
の
問
題
の
歴
史
的
背
景
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
き
わ
め
て
簡
単
な
概
要
を
与
え
る
と
こ
ろ
か
ら
叙
述
を
は

じ
め
た
い
。

　

古
典
集
合
論
に
内
在
す
る
数
学
的
‐
論
理
的
困
難
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
の
末
に
す
で
に
、
ブ
ラ
リ
＝
フ
ォ
ル
テ
ィ
、
さ
ら
に

は
こ
の
理
論
の
創
設
者
で
あ
る
ゲ
オ
ル
グ
・
カ
ン
ト
ー
ル
そ
の
ひ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た2

。
こ
こ

に
あ
ら
わ
と
な
っ
た
二
つ
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
い
ず
れ
も
そ
の
生
起
を
、
素
朴
な
か
た
ち
で
の
「
内
包
公
理
」
が
仮
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
り
古
典
的
集
合
論
の
内
部
に
あ
っ
て
は
大
き
す
ぎ
る
「
集
合
」
を
た
だ
ち
に
対
象
化
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
い

う
事
情
に
負
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、「
素
朴
内
包
公
理
」
に
含
ま
れ
て
い
た
難
点
は
こ
う
い
っ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
た
だ
こ
の
こ
と
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
登
場
す
る
「
性
質
」
と
い
う
こ
と
ば
が
未
規
定
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
と
い
う
言
語
に
か
か
わ
る
困
難
を
も
、
こ
の
「
公
理
」
は
抱
え
て
い
た
。
し
か
も
こ
ち
ら
の
難
点
も
ま
た
、
あ
る
種
の
パ
ラ
ド
ッ
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ク
ス
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る3

。
こ
う
い
っ
た
事
情
が
は
た
し
て
、
集
合
論
の
基
礎
づ
け
の
一
つ
の
方
向
を
規
定
し
た4

。

集
合
論
に
お
い
て
は
ツ
ェ
ル
メ
ロ
＝
フ
レ
ン
ケ
ル
の
体
系
の
う
ち
に
完
成
さ
れ
た
一
表
現
を
見
る
、
数
学
一
般
の
基
礎
づ
け
の
一
つ

の
基
本
傾
向
と
し
て
の
「
形
式
主
義
」
な
い
し
「
公
理
主
義
」
の
根
本
テ
ー
ゼ
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
「
超
数
学
」
の
「
は
じ
め
に
あ

0

0

0

0

0

る
の
は
記
号
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0Am
 Anfang ist das Zeichen

」5

と
い
う
「
哲
学
的
」
命
題
に
合
致
す
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
形
式
主

義
者
は
一
般
に
、
数
学
を
、
根
本
的
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
記
号
と
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
可
能
な
結
合
を
規
定
す
る
一
定
の
諸
規
則
と

か
ら
な
る
体
系
と
見
る
。
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
証
明
論
の
問
題
は
こ
う
し
た
形
式
的
‐
記
号
的
体
系
と
し
て
の
数
学
の
―
―
「
真
理
性
」

で
は
な
く
―
―
「
無
矛
盾
性
」
で
あ
る6

。

　

公
理
論
的
集
合
論
に
数
学
に
お
け
る
も
っ
と
も
基
礎
的
な
位
置
を
認
め
る
立
場
に
対
し
て
は
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
ア
ン
リ
・

ポ
ア
ン
カ
レ
が
異
議
を
唱
え
て
い
た
。
数
学
の
方
法
的
基
礎
は
こ
の
ひ
と
に
と
っ
て
、
完
全
に
は
形
式
化
さ
れ
え
な
い
「
完
全
帰
納

法
の
原
理
」
と
い
う
「
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
根
本
的
直
観
」
で
あ
っ
た7

。
直
観
主
義
者
の
側
で
は
、
こ
の
ポ
ア
ン
カ
レ
に
数
人
の

フ
ラ
ン
ス
人
数
学
者
が
続
く
が
、
し
か
し
こ
の
ひ
と
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
徹
底
し
て
い
た
の
が
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
で
あ
る8

。「
一
つ
の

式
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
一
歩
ご
と
具
体
的
にin concreto

適
用
さ
れ
る
」「
完
全
帰
納
法
の
原
理
」
を
「
数
学
の
も
つ
本

来
の
、
唯
一
の
力
、
数
学
的
原
直
観m

athem
atische U

rintuition

」
と
見
る
点
で
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ワ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー

は
ポ
ア
ン
カ
レ
と
一
致
す
る9

。
ワ
イ
ル
は
こ
の
ひ
と
の
仕
事
の
う
ち
に
、
古
典
集
合
論
と
そ
れ
に
依
拠
し
た
解
析
学
が
直
観
に
お

い
て
与
え
ら
れ
る
も
の
の
「
明
証
的
」
領
域
を
超
え
出
て
ほ
と
ん
ど
無
制
約
に
概
念
や
判
断
を
形
成
し
て
い
た
時
代
が
経
験
し
た
最

初
の
透
徹
し
た
認
識
批
判
を
認
め
た10

。
ワ
イ
ル
が
こ
の
わ
ず
か
に
年
長
の
数
学
者
の
「
哲
学
」
に
一
時
期
強
く
傾
倒
し
て
い
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る11

。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
「
最
後
ま
で
考
え
抜
か
れ
た
観
念
論
」
に
お
い
て
数
学
は
「
最

高
度
の
直
観
的
明
晰
性
を
獲
得
し
た
」12

。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
観
念
論
的
立
場
に
し
た
が
い
、
ま
た
そ
れ
を
貫
く
か
ぎ
り
、
し

か
し
な
が
ら
数
学
は
同
時
に
、
古
く
よ
り
み
ず
か
ら
が
も
ち
い
て
き
た
単
純
な
論
理
学
的
原
則
（
た
と
え
ば
排
中
律
）
や
歴
史
に
お
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い
て
獲
得
し
て
き
た
多
く
の
有
用
な
原
理
や
（
と
り
わ
け
「
存
在
」
に
か
ん
す
る
）
命
題
の
放
棄
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る13

。

　

ブ
ラ
ウ
ワ
ー
と
ワ
イ
ル
は
「
自
分
た
ち
に
都
合
が
悪
く
思
わ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
〔
…
〕
こ
と
を
つ
う
じ
て

数
学
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
」。「
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
学
を
切
り
刻
み
、
傷
つ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」14

。

愛
弟
子
が
直
観
主
義
的
傾
向
を
い
よ
い
よ
強
く
し
て
い
く
状
況
を
前
に
、
一
九
二
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
が
つ
い

に
、「
数
学
に
、
そ
れ
に
は
集
合
論
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
つ
う
じ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
も
見
え
る
異
論
の
余
地
な
く
真
で
あ

る
と
い
う
名
声
を
取
り
戻
さ
せ
る
」15

こ
と
を
意
図
し
て
、
数
学
基
礎
論
上
の
み
ず
か
ら
の
考
え
を
公
に
す
る
に
い
た
る16

。
公
理
主

義
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
そ
こ
で
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
は
あ
ら
た
め
て
、「
公
理
の
無
矛
盾
性
を
証
明
す
る
と
い
う
問
題
」
に
向
か
っ
て

ゆ
く
こ
と
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
消
極
的
意
図
は
け
っ
し
て
、
ク
ロ
ネ
ッ
カ
ー
や
ポ
ア
ン
カ

レ
の
構
成
主
義
を
全
面
的
に
拒
絶
し
否
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い17

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
完
全
帰
納
法

の
原
理
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
属
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
完
全
帰
納
法
そ
の
も
の
よ
り
ほ
か
の
し
か
た
で
は
証
明
さ
れ
え
な
い
」

と
い
う
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
観
念
論
的
見
解
が
、
徹
底
し
た
公
理
主
義
の
立
場
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る18

。
―
―
『
数

学
に
お
け
る
認
識
の
こ
ん
に
ち
の
状
況
』（
一
九
二
五
）
や
『
数
学
と
自
然
科
学
の
哲
学
』（
一
九
二
六
）
に
お
い
て
は
、
ワ
イ
ル
は

ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
「
記
号
数
学
」
に
み
ず
か
ら
の
「
数
学
の
哲
学
」
の
う
ち
に
積
極
的
な
位
置
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
―
―
歴
史
的

こ
と
が
ら
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
叙
述
を
打
ち
止
め
に
し
た
い
。

　

さ
て
二
〇
世
紀
初
頭
、
こ
の
よ
う
な
論
争
的
状
況
に
あ
っ
て
、
哲
学
の
側
か
ら
も
数
学
の
基
礎
に
か
ん
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な

思
考
の
成
果
が
提
出
さ
れ
た
―
―
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
歴
史
的
叙
述
を
与
え
る
こ
と
は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
―
―
。
本
論
は
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
、一
方
の
エ
ル
ン
ス
ト・カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』（
一
九
一
〇
）や「
認

識
の
現
象
学
」（『
シ
ン
ボ
ル
形
式
の
哲
学
』
第
三
巻
（
一
九
二
九
））
と
い
っ
た
著
作
に
お
い
て
、
他
方
の
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
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が
『
数
学
的
存
在
』（
一
九
二
七
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
公
に
し
た
学
説
を
選
び
出
し
、
両
者
を
以
下
、
対
比
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。
こ
の
際
、対
比
項
の
選
択
の
独
断
性
に
つ
い
て
は
、本
論
は
以
下
の
議
論
の
全
体
を
か
け
て
弁
明
を
与
え
る
し
だ
い
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
た
だ
、
次
の
決
定
的
な
一
事
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
対
比
考
察
は
、
根
本
的
に
は
、

方
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
法
論
的
観
点
か
ら
、『
数
学
的
存
在
』
が
い
か
に
内
容
の
点
で
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
学
説
を
部
分
的
に
凌
駕
す
る
射
程
の
広
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
結
果
と
し
て
後
者
に
優
勢
を
置
く
よ
う
な
か
た
ち
で
判
定
を
下

さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
本
論
の
結
論
は
、本
論
の
議
論
の
展
開
が
ど
れ
ほ
ど
、「
認
識
の
現
象
学
」
第
三
部
第
四
章
「
数
学
の
対
象
」

の
末
尾
に
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
補
遺
と
い
う
か
た
ち
で
付
し
た
、『
数
学
的
存
在
』
の
存
在
論
的
探
求
に
対
す
る
自
身
の
認
識
論
的
立

場
か
ら
の
比
較
的
長
い
批
判
的
叙
述
を
敷
衍
す
る
も
の
に
、結
果
と
し
て
は
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
に
し
て
も
、新
カ
ン
ト
派
の
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
学
派
に
お
い
て
培
わ
れ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
そ
の
適
用
に
か
ん
し
て
考
え
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
最
大
限
の
拡
張
を
経

験
し
た
、「
批
判
的
方
法
」
が
「
数
学
の
哲
学
」
に
お
け
る
唯
一
可
能
な
道
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
他
方
、『
数
学

的
存
在
』が
た
ど
り
着
い
た
結
論
は
す
く
な
く
と
も
、「
解
釈
学
的
現
象
学
」の
方
法
と
学
と
し
て
の
数
学
と
は
完
全
に
異
質
で
あ
る
、

と
い
う
著
者
の
見
解
を
支
持
す
る
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
範
例
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
ベ
ッ
カ
ー
の
数
学
の
哲
学
の
一
致
点
に
つ
い
て

　

本
格
的
な
叙
述
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
論
文
の
副
題
に
つ
い
て
弁
解
を
与
え
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
実
際
、
ベ
ッ
カ
ー
は
、
そ
の
方
法
論
的
基
本
傾
向
に
し
た
が
い
、
著
作
の
表
題
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
問
題
の
解
決
を
、

「
直
観
主
義
の
肩
を
も
つ
よ
う
な
か
た
ち
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（M
E

19, S. 196; vgl. S. 2

）
お
こ
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
対
照
的
に
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
的

「
形
式
主
義
」、
数
学
に
種
的
な
存
在
概
念
を
め
ぐ
る
問
題
へ
の
そ
の
―
―
言
う
な
れ
ば
―
―
「
記
号
主
義
的
」
接
近
方
式
、
こ
れ
に
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対
し
て
『
数
学
的
存
在
』
が
与
え
て
い
る
論
述
は
一
貫
し
て
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
批
判
家
は
、
ヒ
ル
ベ

ル
ト
が
み
ず
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
証
明
論
」
に
お
い
て
、
ま
た
ワ
イ
ル
が
自
著
『
数
学
と
自
然
科
学
の
哲
学
』
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
提
示
し
て
い
る
「
純
粋
な
記
号
数
学

0

0

0

0

0

0

0reine sym
bolische M

athem
atik

と
い
う
構
想
」（M

E, S. 3

）
そ
の
も
の
が
有
し
て
い
る

意
義
を
ま
る
ご
と
否
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
著
作
に
お
い
て
は
「
数
学
に
か
ん
す
る
ヒ
ル
ベ
ル

ト
の
哲
学

0

0

に
向
け
て
一
部
で
手
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
批
判
は
〔
…
〕
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
深
い
数
学

0

0

思
想
が
も

つ
重
要
な
意
義
に
つ
い
て
は
手
を
つ
け
な
い
ま
ま
に
し
て
お
く
」
―
―
『
数
学
的
存
在
』
は
そ
の
序
文
で
こ
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い

る
。
こ
れ
ま
た
序
文
の
な
か
で
あ
ら
か
じ
め
表
明
さ
れ
て
い
る
と
お
り
（M

E, S. 3

）、
著
作
に
お
い
て
ベ
ッ
カ
ー
は
、
カ
ン
ト
ー

ル
の
「
連
続
体
仮
説
」
に
関
連
し
て
ヒ
ル
ベ
ル
ト
が
自
身
の
「
証
明
論
」
に
て
お
こ
な
っ
た
―
―
結
局
の
と
こ
ろ
「
構
想
の
域
を
出

な
か
っ
た
」20

―
―
「
記
号
数
学
的
」
考
究
の
根
底
に
「
実
質
的

0

0

0

な
、つ
ま
り
非0

記
号
的
な
意
味
」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
と
な
る
（vgl. 

M
E, S. 170-180

）21

。
つ
ま
り
『
数
学
的
存
在
』
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
ー
は
、
と
く
に
ヒ
ル
ベ
ル
ト
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
そ
の
「
記

号
数
学
」
に
十
分
な
学
的
意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
と
は
い
え
や
は
り
、
み
ず
か
ら
の
根
本
問
題
、
す
な
わ
ち
「
数
学
的
現
象
の
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

意
味

0

0Seinssinn der m
athem

atischen Phänom
ene

」
と
い
う
こ
の
問
題
を
完
全
な
解
明
に
も
た
ら
す
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
数
学

者
の
「
哲
学
」
は
、
数
学
的
存
在
を
「
無
矛
盾
性
」
の
要
求
に
解
消
し
て
し
ま
う
そ
の
「
形
式
主
義
」
は
、
本
来
的
に
無
力
で
あ
る

と
見
て
い
た
。「〔
…
〕
数
学
的
存
在
の
意
味
を
「
存
在
し
て
い
るexistierend

」
形
象
の
無
矛
盾
性
の
う
ち
に
誤
っ
て
置
い
て
し
ま

う
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
は
た
だ
ち
に
視
線
を
形
象
の
存
在
意
味
か
ら
逸
ら
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（M

E, S. 189

）。
そ
の

一
方
で
、
積
極
的
に
は
、『
数
学
的
存
在
』
は
い
ま
述
べ
た
問
題
の
本
来
的
解
明
を
、
歴
史
的
に
も
（vgl. M

E, S. 188

）、
こ
と
が

ら
に
お
い
て
も
、
形
式
的
‐
演
繹
的
数
学
よ
り
も
い
っ
そ
う
根
源
的
な
「「
実
質
的
」
数
学
」（M

E, S. 328

）
の
う
ち
に
、
数
学
的

存
在
を「
構
成
可
能
で
あ
る
こ
とK

onstruierbarkeit

」と
等
置
す
る「
直
観
主
義
」（M

E, S. 188

）に
属
す
る
学
的
態
度
の
う
ち
に
、

見
て
と
る
こ
と
に
な
る
。
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こ
こ
ま
で
に
叙
述
し
て
き
た
内
容
は
、『
数
学
的
存
在
』
の
基
礎
的
考
究
と
い
く
つ
か
の
根
本
的
著
作
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
た
エ

ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
数
学
の
哲
学
と
を
対
比
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
課
題
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
が
ら
を

含
ん
で
い
な
い
。
む
ろ
ん
、「
認
識
の
現
象
学
」
が
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
立
場
か
ら
「
形
式
主
義
」
に
対
し
て
与
え
て
い
る
評
価
は
、

『
数
学
的
存
在
』
の
そ
れ
と
く
ら
べ
て
、
寛
容
で
肯
定
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
直
観
主
義
と
形
式
主
義
が
各
々
提
示
し
て
い
る

こ
と
が
ら
が
い
ず
れ
も
数
学
的
認
識
に
と
っ
て
構
成
的
だ
と
い
う
し
だ
い
を
、「
認
識
の
現
象
学
」
は
示
そ
う
と
し
て
い
る
（vgl. 

EC
W

2213, S. 444
）。
と
は
い
え
「
認
識
の
現
象
学
」
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
両
者
の
う
ち
認
識
論
的
に
よ
り
根
源
的
な
内
容
を
含
ん

で
い
る
の
は
や
は
り
前
者
で
あ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「「
記
号
的
」
認
識
」
と
「「
直
観
的
」
認
識
」
と
を
「
分
か
ち
が
た
く
相

互
に
結
び
つ
け
て
い
た
。
前
者
は
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
数
学
の
基
礎
を
創
り
出
す
。
対
し
て
後
者
が
気
に
か
け
る
の
は
、
こ
の
基
礎

か
ら
間
断
の
な
い
証
明
の
鎖
を
つ
う
じ
て
結
論
へ
と
さ
ら
に
歩
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
」(EC

W
13, S. 444)

。「
ヒ
ル
ベ
ル
ト

に
あ
っ
て
「
は
じ
め
に
記
号
が
あ
っ
た
」
と
い
う
命
題
が
妥
当
す
る
の
は
、
か
れ
が
次
の
こ
と
を
自
分
の
理
論
の
本
質
的
課
題
と
見

な
し
て
い
る
が
ゆ
え
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
理
論
は
〔
…
〕
数
学
的
思
考
を
矛
盾
か
ら
防
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
だ
。
と
は
い
え
、
な
に
か
あ
る
も
の
が
誤
謬
を
防
ぐ
の
に
役
立
つ
に
し
て
も
、
そ
の
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、

真
理
の
完
全
で
十
分
な
根
拠
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」（EC

W
13, S. 445f.

）。

　

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。「
認
識
の
現
象
学
」
に
お
け
る
く
だ
ん
の
批
判
的
叙
述
の
な
か
で
、
ほ
か
な
ら
ぬ
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
そ
の

ひ
と
が
、
こ
の
存
在
論
的
探
求
と
自
分
の
学
説
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
一
致
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
致
は
し

か
も
、
た
ん
に
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
―
―
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
―
―
原
理
と
帰
結
に
お
け
る
一
致
な
の
だ
：「
わ

た
し
は
ベ
ッ
カ
ー
が
そ
の
探
求
の
出
発
点
を
正
し
く
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
ベ
ッ
カ
ー
に
か
れ
が
「
現
象
学
的
接

近
原
理
」
と
呼
ん
で
い
る
例
の
原
理
を
、
完
全
に
承
認
す
る
」：「
ベ
ッ
カ
ー
が
こ
の
帰
結
か
ら
引
き
出
し
た
帰
結
に
も
、
す
な
わ

ち
、
数
概
念
が
集
合
概
念
に
優
位
す
る
と
い
う
主
張
〔
…
〕
に
も
、〔
…
〕
わ
た
し
は
完
全
に
同
意
す
る
」〔
訳
者
註
：
原
文
で
の
強
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調
の
う
ち
、
イ
タ
リ
ッ
ク
に
属
す
る
も
の
を
傍
線
で
、
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
属
す
る
も
の
を
傍
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
訳
に
反
映
し
て
い

る
〕（EC

W
13, S. 466 (A

nm
. 158)

）。
も
っ
と
も
、
あ
く
ま
で
学
説
の
対
比
を
目
標
と
し
て
い
る
本
論
は
、
こ
の
論
点
に
深
く
立

ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
一
点
、
二
つ
の
一
致
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
簡
単
な
補
足
を
つ
け
加
え
て
お

く
に
と
ど
め
た
い
：
先
立
っ
て
著
さ
れ
た
論
攷
（
一
九
二
三
）23

よ
り
以
来
自
身
の
「
数
学
の
哲
学
」
を
「
端
か
ら
端
ま
で
」
規
定

し
て
い
る
「
原
理
」
を
、『
数
学
的
存
在
』
に
お
い
て
ベ
ッ
カ
ー
は
し
ば
し
ば
「
超
越
論
的
観
念
論
の
原
理
」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ

れ
を
み
ず
か
ら
、「
ど
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

対
象
性
に
も
（
原
理
的
に
は
、
つ
ま
り
「
技
術
的
」
困
難
を
措
い
て
お
け
ば
）
な
ん
ら
か
の
通
路

が
通
じ
て
い
る
」（M

E, S. 62 (A
nm

. 1)

）、
と
い
う
ぐ
あ
い
に
（
簡
単
に
）
定
式
化
し
て
い
る
。「
提
示
可
能
性
の
原
理Prinzip 

der A
usw

eisbarkeit

」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
（vgl. M

E, S. 309f.

）
こ
の
原
理
は
、
数
学
の
基
礎
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、「
構

成
可
能
性
」
と
い
う
直
観
主
義
に
属
す
る
要
求
に
合
致
す
る
。
そ
し
て
、「
い
か
な
る
数
学
的
に
存
在
す
る
対
象
も
、
具
体
的
にin 

concreto

〔
…
〕
遂
行
可
能
な
な
ん
ら
か
構
成
を
つ
う
じ
て
〔
…
〕「
提
示
さ
れ
」
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
直
観
主

義
の
要
求
が
含
ん
で
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
数
学
的
対
象
は
実
際
に
遂
行
可
能
な
総
合
を
つ
う
じ
て
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（M

E, S. 196

）。
―
―
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
、
初
期
の
論
文
『
カ
ン
ト
と
現

代
数
学
』（
一
九
〇
七
）
よ
り
数
学
の
哲
学
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
カ
ン
ト
的
構
成
主
義
は
、『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
の
う
ち

に
そ
の
体
系
的
定
式
化
を
得
た「
論
理
学
的
観
念
論
」の
一
つ
の
特
殊
な
表
現
で
あ
る
。
後
者
の
著
作
は
、第
一
章
の
末
尾
、そ
の「
論

理
学
」
の
根
本
思
想
に
簡
潔
な
要
約
を
与
え
て
い
る
：
概
念
と
は
、
本
質
的
に
は
、「
系
列
項

0

0

0Reihenglied

」
と
は
「
原
理
的
に
異

な
る
次
元
に
属
し
て
い
る
」「
系
列
形
式

0

0

0

0Reihenform

」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
「
意
味
」
は
、
そ
の
外
延
を
構
成
す
る
任
意

の
要
素
を
「
一
箇
の
関
数
的
総
体
へ
と
結
び
あ
わ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
産
出
す
る

0

0

0

0erzeugend

原
理
」
も
し
く
は
「
法
則

0

0

」
の

う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
外
延
そ
の
も
の
に
は
解
消
さ
れ
え
な
い
。「
系
列
形
式
」
の
「
存
在
は
も
っ
ぱ
ら
論
理
的
規

定
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
」。
そ
し
て
「
こ
の
規
定
は
つ
ね
に
、〔
…
〕
定
義

0

0

と
い
う
総
合
的
作
用
に
お
い
て
し
か
表
現
さ
れ
え
な
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い
」（EC

W
6, S. 25f.

）。

２　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
ベ
ッ
カ
ー
の
超
限
数
解
釈

　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
ベ
ッ
カ
ー
の
数
学
の
哲
学
は
、
そ
の
原
理
が
「
観
念
論
的
」
性
格
を
あ
る
程
度
ま
で
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
お

い
て
、
そ
の
帰
結
が
「
順
序
数
」
に
数
の
相
対
的
な
原
形
態
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
た
し
か
に
一
致
し
て
い
る
。
た
ん
に

表
面
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
の
よ
う
な
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
こ
れ
ま
た
「
認
識
の
現
象

学
」が
固
有
の
し
か
た
で
問
題
化
し
て
い
る
あ
る
深
刻
な
対
立
が
あ
る
。
こ
の
対
立
は
、「
超
限
数
」の
概
念
に
対
し
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

と
ベ
ッ
カ
ー
が
各
々
与
え
て
い
る
解
釈
の
あ
い
だ
の
相
違
の
う
ち
に
、
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
も
端
的
な
表
現
を
獲
得
し
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
が
こ
れ
よ
り
分
析
の
手
が
か
り
と
し
て
ゆ
く
こ
の
表
現
は
、
と
り
わ
け
て
ベ
ッ
カ
ー
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た

「
範
例
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
数
学
的
存
在
』
の
叙
述
の
か
な
り
の
部
分
が
「
超
限
数
」
の
概
念
の
分
析
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
、
こ
の
た
ん
に
外
面
的
な
理
由
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。「
数
学
的
な
も
の
」
一
般
に
つ
い
て
引
き
出
さ
れ
る
結
論
が
ひ
と
え

に
こ
の
概
念
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
見
え
る
の
で
あ
る
。

２

‐
１　

カ
ン
ト
ー
ル
の
二
つ
の
「
産
出
原
理
」

　

ゲ
オ
ル
グ
・
カ
ン
ト
ー
ル
が
、
解
析
学
に
属
す
る
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
の
当
初
の
み
ず
か
ら
の
研
究
に
よ
り
促
さ
れ
て
、
独
立

し
た
し
か
た
で
超
限
（
順
序
）
数
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
体
系
的
議
論
を
展
開
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
一
八
八
（
二
）
三
年
（『
一

般
集
合
論
の
基
礎
』）
に
お
い
て
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る24

。
そ
こ
で
数
学
者
は
、
み
ず
か
ら
の
こ
の
―
―
言
う
な
れ
ば
―
―
「
理
想

的
な
」
数
的
形
象
を
構
成
的
に
提
示
し
た
こ
と
で
、わ
れ
わ
れ
の
二
つ
の
数
学
の
「
観
念
論
的
」
哲
学
に
と
っ
て
模
範
的
に
ふ
る
ま
っ
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た
の
で
あ
っ
た
。『
基
礎
』
に
含
ま
れ
て
い
る
思
考
契
機
の
う
ち
、
超
限
順
序
数
の
概
念
を
規
定
し
、
可
能
に
し
て
い
る
二
つ
の
構

成
的
原
理
―
―
「
第
一
産
出
原
理
」
と
「
第
二
産
出
原
理
」
―
―
に
、『
カ
ン
ト
と
現
代
数
学
』
や
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
に

お
け
る
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
、『
数
学
的
存
在
』
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
ー
も
、
ほ
と
ん
ど
専
一
的
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
関
心
を
集
中
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
「
第
一
産
出
原
理
」
は
通
常
の
再
帰
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
：「
有
限
の
実
の
整
数
の
形
成
は
、
単
位
を
す
で
に
現
存
し

て
い
る
形
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
数
に
単
位
を
つ
け
加
え
て
ゆ
く
原
理
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
わ
た
し
は
〔
…
〕
よ
り
高
次
の
整
数
を

産
出
す
る
に
際
し
て
も
本
質
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
こ
の
契
機
を
、
第
一
産
出
原
理

0

0

0

0

0

0

と
名
づ
け
る
」。「
正
の
実
の
整
数
」、

す
な
わ
ち
自
然
数
の
全
体
が
か
た
ち
づ
く
る
数
の
ク
ラ
ス
―
―
第
一
の
ク
ラ
ス
―
―
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
に
属
す
る
「
最
大
の
数
に

つ
い
て
語
る
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
よ
う
」。
数
学
史
に
お
い
て
は
る
か
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
は
し
か
し
、こ
の
地
点
で
カ
ン
ト
ー

ル
の
思
考
が
歩
み
を
止
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
有
限
の
実
の
整
数
」か
ら
な
る
総
体
の
う
ち
に「
最
大
の
数
」

が
存
在
し
な
い
の
は
た
し
か
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
総
体
が
、
全
体
と
し
て
、「
そ
の
自
然
な
継
起
に
お
い
て
法
則
に
し
た
が
い
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
べ
き
あ
る
新
し
い

0

0

0

数
―
―
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を 

ω 

と
名
づ
け
よ
う
―
―
を
想
定
す
る
こ
と

に
は
な
ん
の
妨
げ
も
な
い
」。
こ
の
新
た
な
数
を
「
わ
れ
わ
れ
に
も
た
ら
し
た
論
理
的
機
能
」
を
、カ
ン
ト
ー
ル
は
「
第
二
産
出
原
理

0

0

0

0

0

0

」

と
名
づ
け
る
。「
定
義
さ
れ
た
実
の
整
数
か
ら
な
る
な
ん
ら
か
一
定
の
継
起
が
あ
り
、
そ
れ
ら
整
数
の
う
ち
に
い
か
な
る
最
大
の
数

も
存
在
し
な
い
場
合
、
こ
の
第
二
産
出
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
そ
れ
ら
の
数
の
極
限

0

0

と
考
え
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
数
の
す

べ
て
よ
り
も
大
き
な
最
小
の
数ihnen allen nächst grössere Zahl
と
定
義
さ
れ
る
一
つ
の
新
し
い
数
が
創
造
さ
れ
る
」25

。

２

‐

２　

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

　

こ
の
叙
述
が
「
完
全
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
の
概
念
は
な
ん
ら
か
与
え
ら
れ
た
経
験
的
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多
性
を
実
際
に
数
え
上
げ
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
普
遍
的
な
思
考
上
の
機
能
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
の
機
能
の
お
か
げ
で
わ
れ
わ
れ
は
な
ん
ら
か
多
様
な
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
が
完
全
に
、
一
度
に
、
み
ず
か
ら
の
現
前
化
す

る
こ
と
の
で
き
る
そ
れ
を
産
出
す
る
法
則
に
よ
っ
て
、
統
一
へ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（EC

W
9, S. 

59f.

）。
２

－

１
の
く
だ
り
を
引
い
た
の
ち
に
『
カ
ン
ト
と
現
代
数
学
』
が
た
だ
ち
に
続
け
る
こ
の
一
節
の
う
ち
に
は
は
っ
き
り
と
、

著
者
の
「
観
念
論
」
が
有
し
て
い
る
「
論
理
学
的
」
性
格
が
表
わ
れ
出
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
数
概
念
に
つ
い
て
有
し
て
い
る

一
般
的
見
解
は
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
に
帰
属
す
る
次
の
一
節
の
う
ち
に
要
約
さ
れ
る
：「
数
は
、
根
源
的
な
し
か
た
で
説
明

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
特
種
‐
内
容
的
徴
表
を
ま
っ
た
く
も
た
ず
、
ひ
た
す
ら
順
序
形
式
も
し
く
は
系
列
形
式
一
般
の
も
っ
と
も
普
遍

的
な
表
現
で
あ
る
」（EC

W
6, S. 63

）。『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
の
な
か
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
論
理
学
史
と
科
学
史
の
う
ち
に
浮

き
彫
り
に
し
、
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
論
理
学
的
観
点
は
、
内
包
を
外
延
に
優
位
さ
せ
る
こ
と
で
、
お
お
ま
か
に
は
、
概
念
と
は
、

内
的
な
も
の
で
あ
れ
外
的
な
も
の
で
あ
れ
、
と
も
か
く
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
諸
要
素
か
ら
一
定
の
徴
表
群
が
抽
象
さ
れ
る
こ
と
で

成
立
す
る
と
す
る
古
い
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
」
な
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
（EC

W
6, 1. T. 1. K

.; EC
W

9, S. 59ff.

）。

新
た
な
論
理
学
的
観
点
に
立
つ
の
な
ら
ば
、
概
念
と
は
、
定
義
に
よ
り
論
理
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
存
在
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
、

そ
の
外
延
に
包
括
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
項
を
一
定
の
法
則
に
し
た
が
い
産
出
す
る
「
系
列
形
式
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（vgl. bes. 

EC
W

6, S. 25f.

）。
数
概
念
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
科
学
的
（vgl. EC

W
6, 1. T. K

ap. 2

）
数
概
念
の
論
理
的
基
礎
は
、

な
ん
ら
か
経
験
的
に
与
え
ら
れ
る
事
物
の
総
体
に
も
、
数
え
る
と
い
う
心
的
作
用
の
う
ち
に
も
、
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る
特
定

の
順
序
関
係
が
定
義
を
つ
う
じ
て
論
理
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
で
数
の
存
在
は
す
で
に
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
数
の
「
本

質
存
在Essenz

」
は
そ
の
位
置
価
に
尽
き
て
い
る
」（EC

W
6, S. 40

）。
し
て
み
る
と
、
超
限
的
な
「
数
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に

は
や
は
り
な
ん
の
困
難
も
「
論
理
学
」
的
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
理
想
的
要
素ideales Elem

ent

」
に
し
て
も
、そ
の
各
々

を
一
定
の
系
列
の
う
ち
に
一
義
的
な
し
か
た
で
順
序
に
か
ん
し
て
位
置
づ
け
る
構
成
的
原
理
が
措
定
さ
れ
て
い
て
、
な
お
か
つ
、
そ
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れ
ら
の
あ
い
だ
に
通
常
の
数
の
場
合
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
と
類
似
の
算
術
的
演
算
を
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
も
う
す
で
に
、
十
分
に
「
数
」
な
の
で
あ
る
（vgl. EC

W
6, S. 69; EC

W
9, S. 59ff.

）。「
無
限
の
数
が
矛
盾
し
た
も

の
に
見
え
る
の
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
つ
ね
に
、
な
ん
ら
か
「
全
体
」
が
把
握
さ
れ
う
る
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
部

分
が
個
別
に
通
り
抜
け
ら
れ
、
た
が
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
、
と
い
う
経
験
主
義
的
予
断

0

0

0

0

0

0

0

に
も

と
づ
い
て
い
る
」（EC

W
9, S. 60

）。
数
概
念
を
「
数
え
る
」
と
い
う
心
的
‐
経
験
的
作
用
か
ら
論
理
的
に
決
別
さ
せ
る
こ
う
し
た

見
解
は
と
こ
ろ
で
、
こ
の
概
念
一
般
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
引
き
出
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
対
比
考
察
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要

な
あ
る
帰
結
を
含
ん
で
い
る
。『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
は
カ
ン
ト
に
す
ら
抗
っ
て
、
時
間
に
数
概
念
の
基
礎
と
し
て
の
地
位
を

認
め
る
こ
と
を
明
示
的
に
拒
絶
し
て
い
る
。
次
に
引
く
、『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』
第
二
章
の
末
尾
に
属
し
て
い
る
一
節
の
う
ち

に
は
、こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も
に
、「
有
限
な
数
」と「
超
限
数
」と
の
あ
い
だ
の
、あ
る
い
は
、「
第

一
産
出
原
理
」
と
「
第
二
産
出
原
理
」
と
の
あ
い
だ
の
論
理
的
連
続
性
を
、
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
：「
な
ん
ら
か

系
列
に
お
い
て「
続
くFolgen

」と
い
う
こ
と
の
意
味
は
具
体
的
な
時
間
経
過Zeitfolge

に
属
し
て
い
る
そ
れ
か
ら
は
独
立
で
あ
る
。

3
は
2
に
出
来
事
の
継
起
と
い
う
意
味
で
続
く
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
は
ひ
た
す
ら
、
3
の
定
義

0

0

が
2
の
そ
れ
を
「
前
提
し
て
い
る
」
と
い
う
論
理
的
な
事
情
の
み
が
し
る
し
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
同
じ
こ
と
が
な
お
厳
密
な
意

味
で
超
限
数
と
有
限
数
と
の
あ
い
だ
の
関
係
に
対
し
て
妥
当
す
る
。数
ω 

を
自
然
数
列
に
属
し
て
い
る
す
べ
て
の
有
限
数
の「
後
に
」

置
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
も
っ
ぱ
ら
、
基
礎
づ
け
を
お
こ
な
う
系
列
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
概
念
的
依
属

関
係
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（EC

W
6, S. 69; vgl. S. 40f.

）。
―
―
「
認
識
の
現
象
学
」
の
前
述
の
箇
所
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

が
『
数
学
的
存
在
』
の
「
数
学
の
哲
学
」
に
対
し
て
加
え
る
批
判
は
、
ひ
と
ま
ず
、
こ
の
論
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ

こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
真
っ
先
に
、「
数
領
域
が
構
築
さ
れ
る
際
に
も
と
づ
い
て
い
た
あ
の
普
遍
的
な
「
系
列
原
理

0

0

0

0

」
を
時
間
と
い

う
現
象
に
、
ベ
ッ
カ
ー
の
論
文
の
な
か
で
延
々
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
や
り
か
た
で
結
び
つ
け
る
、
そ
の
必
然
性
と
権
利
」
を
問
う
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た
（EC

W
13, S. 466 (A

nm
. 158)

）
の
で
あ
っ
た
。

２

-

３　

ベ
ッ
カ
ー

２

‐

３

‐

１　

ベ
ッ
カ
ー
の
「
数
学
の
哲
学
」
の
方
法

　

超
限
数
に
つ
い
て
の
『
数
学
的
存
在
』
の
解
釈
を
、
ひ
い
て
は
こ
の
著
作
の
「
観
念
論
的
」「
数
学
の
哲
学
」
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
「
形
式
的
、
超
越
論
的
‐
構
成
的
現
象
学
」
よ
り
以
上
に
な
お
根
源
的
な
し
か
た
で
規
定
し
て
い
る
（vgl. M

E, S. 181-190 u. 

315

）
い
ま
一
つ
の
方
法
論
的
契
機
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い：著
作
の
序
文
に
お
い
て
た
だ
ち
に
、
ベ
ッ
カ
ー

は
以
降
の
み
ず
か
ら
の
探
究
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
事
実
性
の
解
釈
学H

erm
eneutik der Faktizität

」
の
方
法
に
し
た
が
う
旨
、
宣

言
し
て
い
る
。「
解
釈
学
的
現
象
学
」
の
方
法
を
受
容
し
た
こ
と
で
、探
求
は
は
じ
め
か
ら
特
有
の
遡
行
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、「
は
じ
め
か
ら
〈
マ
テ
ー
マμάθημα

〉、つ
ま
り
「
数
学
的
な
も
の
」
の
も
つ
存
在
意
味
へ
の
問
い
は
〈
マ
テ
ー
マ
〉

の
発
端
、
つ
ま
り
「〈
数
学
す
る
〉
現
存
在M

athem
atisierendes D

asein

」
と
し
て
の
〈
マ
テ
ー
シ
スμάθησις

〉
へ
と
駆
り
立
て

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
」（M

E, S. 1

）。「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
事
実
的
存
在
を
解
釈
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
問
題
で
あ
る
」（M

E, S. 183

）

―
―
こ
の
よ
う
な
方
法
論
的
命
題
に
よ
り
原
則
的
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
の
叙
述
を
根
底
的
に
導
く
数
学
に
か
ん
す
る

も
っ
と
も
普
遍
的
な
存
在
論
的
問
い
を
、『
数
学
的
存
在
』
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
：「
数
学
的
学
は

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
事
実
的
生

0

0

0

0

0

0

0

の
一
つ
の
あ
り
か
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

意
味

0

0

を
も
つ
の
か

0

0

0

0

0

」（M
E, S. 184

）。
探
求
を
導
く
方
法
は

ま
た
、「
そ
れ
の
事
実
的
現
存
在
の
、そ
れ
の
事
実
性
の
意
味
へ
と
向
け
て
解
釈
す
る
こ
と
の
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

も
の
と
し
て
の
人
間
」
を
「
哲

学
的
問
題
系
の
中
心
点
」
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
で
、「
人
間
学
的
」
と
も
言
わ
れ
る
（M

E, S. 185

）。
―
―
「
時
間
」
と
い
う

表
題
の
も
と
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
も
た
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
講
演
（
一
九
二
四
）
の
内
容
の
概
要
を
述
べ
た
の
ち
、『
数
学
的
存
在
』
は
、
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次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
る：ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
時
間
の
問
題
を
存
在

0

0

と
い
う
哲
学
上
の
根
本
問
題
（
存
在
論
的

0

0

0

0

問
題
）
の
う
ち
に
」

置
き
入
れ
た
（M

E, S. 223 (A
nm

. 1)

）。
時
間
に
つ
い
て
の
解
明
と
「（
人
間
的
）
現
存
在
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
解
明
と
の
こ

の
連
関
（M

E, S. 221

）
が
、『
数
学
的
存
在
』
の
「
超
限
数
」
解
釈
を
根
底
的
に
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２

‐

３

‐

２　
「
時
間
」
と
「
超
限
数
」

　

超
限
数
に
つ
い
て
『
数
学
的
存
在
』
が
展
開
し
て
い
る
分
析
に
と
っ
て
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
い
ま
触
れ
た
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に

て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
お
こ
な
っ
た
講
演
で
あ
る
。
こ
の
講
演
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
ベ
ッ
カ
ー
は
時
間
に
つ
い
て
さ
し
あ
た
り
二
つ
の

形
式
―
―
「
自
然
時
間N

atur-Zeit

」
と
「
歴
史
的
時
間historische Zeit

」
―
―
を
区
別
す
る
：「
自
然
時
間
を
歴
史
的
時
間
と
対

比
し
つ
つ
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、〔
…
〕
同
じ
出
来
事
が
み
ず
か
ら
を
く
り
か
え
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0Sich-W
iederholen

可
能
性
が
成
り
立
つ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
歴
史
的
時
間
は
反
復
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。
極
端
な
か
た
ち
で
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、（
真
正
の
）将0

来Zukunft

は（
真
正
の
）再0

来W
iederkunft

を
排
除
す
る
、と
」（M

E, S. 224

）。「
超

限
的
手
続
き
」
に
つ
い
て
の
ベ
ッ
カ
ー
の
解
釈
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
う
ち
に
こ
れ
ら
二
つ
の
時
間
形
式
を
読
み
込
も
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
―
―
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
、「
超
限
的
手
続
き
」
に
つ
い
て
の
ベ
ッ
カ
ー
の
現
象
学
的
分
析
の

子
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
に
こ
こ
で
可
能
な
の
は
た
だ
、
分
析
が
到
達
し
た
帰
結
を
、
そ
れ
と
た
っ
た
い
ま
述
べ

た
時
間
に
か
ん
す
る
区
別
と
の
連
関
が
は
っ
き
り
見
て
と
れ
る
程
度
に
、
大
ま
か
な
か
た
ち
で
提
示
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
―
―

「
超
限
的
手
続
き
」
に
し
て
も
、「
有
限
な
」
原
理
な
い
し
「
法
則
」
に
よ
り
完
全
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
対
応
す
る
系

列
の
「
全
体
」
が
そ
れ
に
よ
り
す
で
に
尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
は
、「
開
い
た
地
平
」
に
し
た
が

う
も
の
で
あ
る
。
実
際
、「
無
限
に
多
く
の
項
が
「
目
の
前
に
あ
るvorliegen
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
項
が
一
目
で
通
覧

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
終
わ
り
の
な
い
「
開
い
た
地
平
」、
つ
ま
り
「
さ
ら
に
引
き
続
きund so w

eiter

」
に
属
す
る
本
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質
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
限
を
有
限
な
「
思
考
の
産
物G

edanke

」
に
よ
り
支
配
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ど
の
「
地
平
」
も
が
有
し
て

い
る
意
味
で
あ
る
」。「
開
い
た
地
平
」
と
い
う
形
式
的
「
図
式
」
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、「
超
限
的
手
続
き
」
は
、
現
象
と
し
て
は
、

特
定
の
体
験
の
「
超
限
的
な

0

0

0

0

反
復

0

0

」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
（vgl. M

E, S. 105f. u. 107

）。
―
―
超
限
順
序
数
を
め
ぐ
る
『
数
学

的
存
在
』
の
思
考
を
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
か
ら
、
そ
れ
も
、
前
者
を
後
者
に
優
位
さ
せ
つ
つ
、
決
定
的
に
際
立
た
せ
る
契
機
は
し

か
し
、
む
し
ろ
、
ベ
ッ
カ
ー
が
み
ず
か
ら
の
分
析
の
歩
み
を
こ
の
地
点
で
終
え
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
問
題
化
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
の
数
形
象
に
ま
つ
わ
る
よ
く
知
ら
れ
た
論

理
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス（
ブ
ラ
リ
＝
フ
ォ
ル
テ
ィ
）を
、『
数
学
的
存
在
』は
現
象
学
的
考
究
の
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
。す
で
に
カ
ン
ト
ー

ル
の
「
イ
プ
シ
ロ
ン
数ε-Zahl
」26

に
関
係
す
る
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
の
見
解
に
た
と
え
ば
依
り
な
が
ら
、ベ
ッ
カ
ー
は
、二
つ
の
「
産
出
原
理
」

に
し
た
が
っ
た
構
成
の
具
体
的
「
遂
行Vollzug

」
が
超
限
数
の
「
全
体
」
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
第
二
の
ク
ラ
ス
の
数
の
「
全
体
」

を
す
ら
、
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
を
際
立
た
せ
て
い
た
（vgl. M

E, S. 127f.

）。
さ
ら
に
は
、
第
二
の
ク
ラ
ス
に
属

す
る
き
わ
め
て
大
き
な
超
限
数
の
構
成
に
か
か
わ
る
オ
ズ
ワ
ル
ド
・
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
の
研
究27

を
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
こ
と
を
つ
う

じ
て
ベ
ッ
カ
ー
は
、
一
定
の
数
を
下
回
る
す
べ
て
の
超
限
数
を
規
則
的
に
し
る
し
づ
け
る
記
号
的
体
系
の
創
設
と
い
う
手
続
き
に
つ

い
て
、
そ
の
可
能
な
す
べ
て
の
拡
張
を
あ
ら
か
じ
め
規
定
す
る
よ
う
な
単
一
の
法
則
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
し

た
が
っ
て
当
該
手
続
き
の
具
体
的
遂
行
は
「
そ
の
つ
ど
的jew

eilig

」
だ
と
い
う
こ
と
、さ
ら
に
、拡
張
を
ど
こ
ま
で
押
し
進
め
て
も
、

や
は
り
第
二
の
ク
ラ
ス
の
数
を
尽
く
す
に
は
い
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（vgl. M

E, M
. A

. V
I. B

.; S. 

112; S. 231f.

）。
こ
の
よ
う
な
類
の
数
学
的
事
例
か
ら
は
た
し
て
、
ベ
ッ
カ
ー
は
み
ず
か
ら
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
帰
結
を
引
き
出

し
た
の
だ
っ
た
：「
そ
れ
ゆ
え
、
原
則
的
に
、
二
つ
の
「
産
出
原
理
」
に
よ
り
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
、
超
限
数
か
ら
な
る
系
列
の
全

体
を
支
配
す
る
よ
う
な
普
遍
的
法
則
を
見
つ
け
だ
す
の
に
成
功
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
直
観
主
義
者
の
術
語
系
の
う
ち
で

表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
継
起
的
に
導
入
さ
れ
て
ゆ
く
形
式
的
な
系
列
法
則
か
ら
な
る
系
列
は
一
箇
の
生
成
列
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ0
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の0

「
将
来

0

0Zukunft

」
を
あ
ら
か
じ
め
見
と
お
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（M
E, S. 112

）。
こ
の
一
般
的
事
態
の
凝
縮
的
表

現
を
、
ベ
ッ
カ
ー
は
「
最
大
の
順
序
数
」
と
い
う
論
理
的
矛
盾
を
含
ん
だ
「
数
的
」
形
象
の
う
ち
に
見
て
と
っ
た
：「
こ
の
数

0

0

0 

W 

に0

は
た
だ

0

0

0

、
二
つ
の
産
出
原
理
に
よ
り
終
わ
り
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
継
続
し
て
駆
り
立
て
ら
れ
て
ゆ
く
超
限
的
な
手
続
き
と
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ま
っ
た
く
も
っ

0

0

0

0

0

0

て
未
規
定
的
で

0

0

0

0

0

0

「
自
由
な

0

0

0frei

」
地
平
が
対
応
す
る
に
す
ぎ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（M
E, S. 112f.

）。「
開
い
た
地
平
」
な
く
し
て
は
、「
超
限
的
手

続
き
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
具
体
的
に
実
行
さ
れ
る
場
面
に
あ
っ
て
は
、「
将
来
」
は
原
則
的
に
暗
が
り
に
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、「
具
体
的
遂
行
に
は
、
明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
た
、
つ
ま
り
、
あ
ら
か
じ
め
見
抜
か
れ
う
る

地
平
な
ど
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
」（M

E, S. 231; vgl. 227f.

）。
そ
し
て
真
の
創
造
は
こ
の
一
回
的

な
「
遂
行
」
に
の
み
、
そ
れ
ゆ
え
「
歴
史
的
時
間
」
に
の
み
帰
属
す
る
（vgl. M

E, S. 231f. u. 227f.

）。『
数
学
的
存
在
』
は
「
超

限
的
手
続
き
」
を
次
の
よ
う
に
「
範
例
」
と
し
て
際
立
た
せ
て
い
る
：「〔
…
〕
超
限
的
手
続
き
に
属
す
る
、
哲
学
的
に
見
て
（
す
な

わ
ち
、
存
在
論
的
に
見
て
）
究
極
的
な
意
義
は
、
こ
の
手
続
き
に
お
い
て
終
わ
り
の
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
ま
り
、
い
ま
だ
知
ら
れ
ぬ
将
来

へ
の
進
撃Vorstoß in die unbekannte Zukunft

と
い
う
現
象
が
そ
れ
の
も
っ
と
も
先
鋭
化
さ
れ
た
概
念
的
内
実
を
得
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
〔
…
〕」（M

E, S. 113

）。

３　

数
学
の
理
論
の
歴
史
性
と
数
学
の
哲
学
に
お
け
る
「
観
念
論
」

３
-

１　

�

ベ
ッ
カ
ー
の
「
数
学
の
哲
学
」
の
「
内
容
」
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
に
対
し
て
有
し
て
い
る
相
対
的
優
位

に
つ
い
て

　

ベ
ッ
カ
ー
が
『
数
学
的
存
在
』
に
お
い
て
お
こ
な
っ
た
数
学
基
礎
論
上
の
研
究
に
わ
れ
わ
れ
の
対
比
考
察
が
相
対
的
に
高
い
意
義

を
認
め
る
場
合
、
こ
れ
は
、
こ
の
研
究
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
を
密
度
と
量
の
点
で
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
、
と
い
う
た
だ
こ
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の
事
情
の
み
に
依
る
わ
け
で
は
な
い
。
―
―
こ
の
際
、
そ
れ
を
根
底
的
に
方
向
づ
け
て
い
る
方
法
論
的
契
機
に
つ
い
て
は
完
全
に
度

外
視
す
る
こ
と
と
し
て
―
―
か
つ
て
師
で
あ
っ
た
ワ
イ
ル
や
フ
ッ
サ
ー
ル28

に
す
ら
部
分
的
に
抗
っ
て
、
こ
の
研
究
が
ブ
ラ
ウ
ワ
ー

の
強
い
直
観
主
義
を
堅
持
し
続
け
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
む
し
ろ
、
本
質
的
な
根
拠
は
あ
る
。
―
―
「
超
限
的
な
も
の
」
と
い
う

無
限
に
属
す
る
新
た
な
数
学
的
現
象
に
、
ま
た
そ
の
う
ち
に
こ
そ
、
ベ
ッ
カ
ー
が
そ
れ
の
模
範
的
表
現
を
認
め
た
一
般
的
事
態
、
す

な
わ
ち
、
数
学
的
手
続
き
に
は
、
そ
れ
が
具
体
的
に
「
遂
行
」
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
、「
終
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
の
行
程
の
可
能
な
全
体
を
一
挙
に
規
定
し
つ
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
普
遍
的
「
法
則
」
が
当
該
手
続
き
に
あ
ら
か

じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
の
事
態
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
論
理
学
的
‐
方
法
論
的
探
求
に
あ
っ
て
、
す
く
な

く
と
も
詳
細
に
論
究
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
数
学
史
や
科
学
史
に
あ
っ
て
も「
創

造
」
や
「
終
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
契
機
は
は
っ
き
り
と
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
複
素
数
や
デ
デ
キ
ン
ト
の
イ
デ
ア

ル
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
理
想
的
要
素
」
が
数
学
的
理
論
形
成
と
拡
張
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
普
遍
的
機
能
を
、「
認
識
の

現
象
学
」
は
、
そ
の
創
造
と
導
入
を
つ
う
じ
て
そ
れ
ま
で
は
相
互
の
連
関
が
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
既
存
の
諸
領
域

が
一
箇
の
「
全
体
」
へ
と
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
見
て
と
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、「
こ
の
全
体
は
、
さ
し

あ
た
っ
て
は
、
問
題

0

0

と
し
て
の
全
体
で
し
か
な
い
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
問
題
そ
の
も
の
は
す
で
に
、
未
来
に
解
決

さ
れ
る
保
証
を
自
分
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
」（EC

W
13, S. 462

）。「
終
わ
り
が
な
い
」
は
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
科
学
論
に
お
い

て
は
、
科
学
的
理
論
は
、
経
験
の
全
体
と
の
そ
の
つ
ど
の
接
触
を
つ
う
じ
て
、
全
体
的
な
方
法
的
‐
体
系
的
統
一
と
い
う
極
限
―
―

こ
れ
は
、
科
学
の
も
ち
い
る
理
性
的
方
法
に
と
っ
て
異
質
な
も
の
、
そ
の
彼
岸
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
―
―
へ
と
不
断
に
漸
近
し
て

ゆ
く
、
と
い
う
方
法
論
的
事
態
に
帰
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
（V

gl. dazu EC
W

2, 1. B
uch. K

ap. 1. I

）。
他
方
、
ベ
ッ
カ
ー
に
あ
っ

て
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
根
本
的
に
は
、
人
間
の
存
在
が
時
間
に
よ
り
拘
束
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ゆ
え
有
限
で
あ
る
と
い
う
存
在
論
的

事
態
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。「
決
定
可
能
性
問
題
」
が
「
直
観
主
義
に
属
す
る
数
学
的
論
理
学
の
中
心
点
に
あ
る
の
は
偶
然
で
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は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
ベ
ッ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
：「
と
い
う
の
も
こ
の
問
題
は
人
間

0

0

に
種
的
で

あ
る
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
、「
有
限
な

0

0

0

」
存
在
者
（「
創
造
者
」）
に
属
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
」（M

E, S. 197

）。
も
し

仮
に
、〈
数
学
的
手
続
き
一
般
の
基
礎
に
は
歴
史
的
時
間
が
あ
る
〉
と
い
う
こ
の
「
人
間
学
的
」
命
題
が
、〈
数
学
は
、
そ
れ
が
「
手

続
き
」
と
見
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
つ
ど
過
去
を
引
き
受
け
未
来
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
具
体
的
な
構
成
の
遂
行
の
「
連
鎖K

ette

」

（vgl. M
E, S. 233

）、
歴
史
的
過
程
で
あ
り
、
こ
の
過
程
の
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
を
一
挙
に
規
定
的
に
与
え
る
よ
う
な
図
式
な

い
し
法
則
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、学
と
し
て
の
数
学
の
う
ち
に
「
時
間
」

と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
「「
系
列
に
お
け
る
順
序O

rdnung in der Folge

」〔
…
〕
の
普
遍
的
図
式
」

（EC
W

13, S. 466 (A
nm

. 158)
）
で
し
か
な
い
と
い
う
く
だ
ん
の
箇
所
で
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
批
判
的
指
摘
に
抗
っ
て
、
著
者
は

こ
の
命
題
に
全
面
的
に
賛
同
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
数
学
の
理
論
も
ま
た
、
た
ん
に
論
理
的
形
式
の
み
で
は
な
く
、
特
有
の
歴
史

性
を
も
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
を
保
証
す
る
の
は
ひ
と
り
、
構
成
の
具
体
的
「
遂
行
」
の
み
で
あ
る
。

３

‐

２　

�

二
つ
の
「
観
念
論
」
―
―
数
学
の
哲
学
に
お
け
る
「
論
理
学
的
観
念
論
」
の
可
能
性
と
「
人
間
学
的
観
念
論
」

の
原
理
的
限
界

　

そ
れ
だ
け
に
、『
数
学
的
存
在
』
が
根
本
的
に
は
「
解
釈
学
的
現
象
学
」
の
「
方
法
」
に
し
た
が
っ
た
と
い
う
事
実
が
悔
や
ま
れ
る
。

ベ
ッ
カ
ー
は
著
作
の
な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
以
上
に
カ
ン
ト
を
称
揚
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（vgl. z. B

. M
E, S. 324-328

）。

と
は
い
え「
批
判
」は
、そ
こ
に
あ
っ
て
、は
た
し
て
正
し
い
し
か
た
で
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。『
数

学
的
存
在
』
が
含
ん
で
い
る
困
難
の
根
は
、
数
学
的
手
続
き
を
時
間
性
に
基
礎
づ
け
る
や
り
か
た
そ
の
も
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
が「
事
実
性
の
解
釈
学
」に
帰
属
す
る
方
法
を
み
ず
か
ら
の
問
題
の
解
明
の
た
め
に
適
用
し
た
こ
と
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
。

―
―
超
限
的
手
続
き
の
う
ち
に
は
、
一
方
で
は
、「
開
い
た
地
平
」
と
い
う
「
自
然
時
間
」
に
属
す
る
「
図
式
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
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他
方
で
は
し
か
し
、
こ
の
手
続
き
は
ま
た
、
暗
が
り
に
あ
る
将
来
を
規
定
性
へ
と
も
た
ら
し
明
る
く
す
る
そ
の
つ
ど
の
具
体
的
遂
行

の
「
終
わ
り
の
な
い
」
連
鎖
と
し
て
、
一
箇
の
歴
史
的
過
程
で
も
あ
っ
た
。「
超
限
的
手
続
き

0

0

0

0

0

0

は
歴
史
的
契
機
と
非
歴
史
的
契
機
と

か
ら
な
る
一
箇
の
興
味
深
い
混
成
物
で
あ
る
」（M

E, S. 319

）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、「
数
学
的
な
も
の
」
一

般
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。『
数
学
的
存
在
』
の
本
論
の
最
後
を
飾
る
「
数
学
的
な
も
の
の
存
在
意
味
へ
の
問
い
に
つ
い
て
の
体
系

的
論
究
（
現
代
の

0

0

0

問
題
状
況
に
つ
い
て
の
結
論
的
所
見
）」
と
題
さ
れ
た
章
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、「〈
数
学
的
な
も
の
〉
は
歴

史
的
契
機
と
非
歴
史
的
契
機
と
の
混
成
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
き
わ
め
て
単
純
な
命
題
が
、
特
有
の
人
類
学
的
見
解
と
の
関
連
に

お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
呪
術
的
‐
魔
術
的
段
階
に
あ
る
「
未
開
の

0

0

0

、
す
な
わ
ち

0

0

0

0

「
自
然

0

0

的0

」
生
は
死
を
知
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
み
ず
か
ら
の
存
在
の
有
限
性
を
ま
だ
知
ら
な
い
段
階
に
あ
っ
て
は
、「
相
対
的
に
非
精
神
的
な
あ
り
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

」
に
あ
っ
て
は
、「
支
配
」
と
い
う
要
求
に
お
い
て
、
人
間
的
現
存
在
と
自
然
な
い
し
「
現
実
的
世
界
」
と
は
依
然
、
直
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
無
批
判
な
要
求
が
形
を
な
し
た
も
の
が
、
た
と
え
ば
、「
思
考
の
全
能
、
予
言
、
魔
術
、
占
術
」
と
い
っ
た

ご
と
き
も
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
」、
す
な
わ
ち
「「
覚
醒
し
た

0

0

0

0

」、
つ
ま
り
歴
史
的
現
存
在

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
は
、
自
然
と
の
こ
の
よ
う
な
直
接
的

な
か
か
わ
り
を
断
念
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
、
い
ま
名
を
挙
げ
た
よ
う
な
文
化
的
諸
形
象
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
放

棄
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
然
支
配
」
へ
の
く
だ
ん
の
要
求
が
声
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
こ
の
要
求
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
「
事
実
的
存
在
」
の
一
つ
の
か
た
ち
と
し
て
の
〈
数
学
的
な
も
の
〉
の
う
ち
に

―
―
そ
れ
も
、
そ
の
も
っ
と
も
「
純
粋
な
」
あ
り
か
た
に
お
け
る
そ
れ
、
つ
ま
り
「
純
粋
数
学
」
の
う
ち
に
さ
え
―
―
、
ま
た
そ
れ

に
も
と
づ
い
た
数
学
的
自
然
科
学
の
う
ち
に
、息
づ
い
て
い
る
。「
将
来
を
あ
ら
か
じ
め
見
と
お
す
こ
と
に
よ
り
死
を
克
服
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

自
然
を
支
配
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、こ
れ
こ
そ
数
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
科
学
の
業
績

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
数
学
は
、な
お
も「
覚
醒
し
た
」

生
に
し
た
が
い
可
能
で
あ
る
範
囲
内
で
、
神
話
や
「
前
歴
史
的
」
時
代
が
所
有
し
て
い
た
失
わ
れ
た
財
産
へ
の
願
望
を
満
た
し
て
く

れ
る
わ
け
で
あ
る
」。
し
て
み
る
と
、
徹
底
し
た
―
―
言
わ
ば
―
―
「
有
限
の
立
場
」
に
立
つ
ベ
ッ
カ
ー
の
「
実
質
的
数
学
」
と
は
、
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つ
ま
る
と
こ
ろ
、
現
代
の
「
覚
醒
し
た
」
わ
れ
わ
れ
の
生
の
あ
り
か
た
と
し
て
、
例
の
古
い
要
求
な
い
し
は
願
望
に
し
た
が
い
実
際

に
自
然
へ
と
超
越
し
て
ゆ
く
こ
と
を
断
念
し
た
、
あ
る
い
は
こ
う
い
っ
た
要
求
や
願
望
そ
の
も
の
を
可
能
な
か
ぎ
り
抑
制
し
た
、
一

箇
の
批
判
的
数
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
数
学
の

0

0

0

「
実
質
性

0

0

0

」
は
そ
れ
ゆ
え

0

0

0

0

0

、
事
実
的
現
存
在
そ
の
も
の
の
現
存
在
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
た
ち
の
内
在
的
な
要
求
な
の
で
あ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
際

0

0

0

、
な
に
か
意
識
を
超
越
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
客
観
性

0

0

0

」
が
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（vgl. 
M

E, S. 320-324
）。「
数
学
は
歴
史
的
時
間
性

0

0

0

を
可
能
な
か
ぎ
り
自
然
時
間
に
よ
り
置
き
換
え
る
」（M

E, S. 321

）
と
い
う
「
数
学

的
な
も
の
の
存
在
意
味
へ
の
問
い
」を
め
が
け
て
な
さ
れ
た
探
求
が
お
そ
ら
く
は
最
後
に
行
き
着
い
た
と
思
わ
れ
る
結
論
的
命
題
は
、

「
超
限
的
手
続
き
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
表
現
を
獲
得
し
て
い
る：超
限
的
手
続
き
に
「
終
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
日

常
的
な
あ
り
か
た
に
お
け
る
「
世
界
に
頽
落
し
た
」
現
存
在
が
も
つ
根
底
的
な
抑
制
を
欠
い
た
あ
り
か
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0H
em

m
ungslosigkeit 29

」

に
帰
属
す
る
。あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、「
超
限
的
な
も
の
」が
も
つ『
数
学
的
存
在
』に
お
い
て
も
つ
範
例
的
性
格
で
あ
る：「
超0

限
的
な

0

0

0

終
わ
り
の
な
さ
は
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
的
現
存
在
の
事
実
性
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
な
現
象
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
」。「
超
限
的
な
も
の
は
〔
…
〕
ま
っ
た
く
具
体
的
な

0

0

0

0

、「
歴
史
的
な

0

0

0

0

」
現
実
性
を
有
し
て
い
る
」（M

E, S. 317

）。
ベ
ッ
カ
ー

が
『
数
学
的
存
在
』
の
な
か
で
「
図
式
」
を
も
「
歴
史
的
時
間
」
の
構
造
の
う
ち
に
組
み
入
れ
る
（M

E, 6. III. C

）
の
は
こ
の
結

論
を
維
持
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
結
論
に
し
て
も
、
こ
こ
に
た
ど
り
着
く
過
程
で
ベ
ッ
カ
ー
が
展
開
し
て
い
る
議
論
に
し
て
も
、
作
為
的
で
あ
る
感
を
ぬ
ぐ
え

な
い
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
考
察
の
対
象
に
議
論
の
な
か
で
そ
の
意
味
を
規
定
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が

ら
が
、
当
該
対
象
と
は
本
来
独
立
に
、
あ
ら
か
じ
め
完
成
さ
れ
た
か
た
ち
で
す
で
に
、
そ
れ
も
外
的
に
存
立
し
て
い
る
、
と
い
う
事

情
に
よ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。『
数
学
的
存
在
』
の
探
究
は
や
は
り
、
結
果
と
し
て
は
、「
日
常
的
な
あ
り
か
た
に
お
け
る
「
世
界
に

頽
落
し
た
」
現
存
在
」
が
も
つ
存
在
論
的
構
造
に
帰
属
し
て
い
る
一
定
の
空
虚
な
徴
表
を
、
数
学
が
歴
史
的
に
獲
得
し
て
き
た
財
産

の
分
析
を
つ
う
じ
て
、「
手
続
き
」
と
し
て
の
「
数
学
的
な
も
の
」
の
う
ち
か
ら
取
り
出
し
て
み
せ
た
も
の
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
築
か
れ
た
共
通
性
は
し
か
し
、「
数
学
的
な
も
の
」
と
「
日
常
的
現
存
在
の
事
実
性
」
と
の
あ
い
だ
に
範
例
と
基

礎
と
い
う
存
在
論
的
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
た
だ
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
解
釈
学
的
方
法
」
を
問
題
の
解
明

に
役
立
て
る
に
際
し
て
著
者
が
真
っ
先
に
試
み
る
旨
宣
言
し
て
い
る
、「「
数
学
的
存
在
」
を
人
間
的
現
存
在
の
連
関
の
う
ち
に
置

き
入
れ
る
」（M

E, S. 1

）
と
い
う
こ
の
こ
と
に
、『
数
学
的
存
在
』
が
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
一
貫
し
て
こ
の
著

作
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、「
日
常
的
生
」
と
一
箇
の
自
立
し
た
理
念
的
学
と
し
て
の
数
学
と
は
、
疎
遠
で
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
や

め
て
い
な
い
。
こ
れ
に
加
え
て
事
態
を
な
お
い
っ
そ
う
深
刻
に
し
て
い
る
の
が
、「
解
釈
学
的
現
象
学
」
の
方
法
が
『
数
学
的
存
在
』

に
お
い
て
特
有
の
前
提
と
の
関
連
に
お
い
て
適
用
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
そ
の
ひ
と
が
、
探
求
の

こ
の
発
端
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
：「
数
学
的
な
も
の
の
存
在
意
味
を
理
解
す
る
に
は
、
存
在
論
的
問
題
を
ま
る
ご
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
歴0

史
的
な
も
の
と
非
歴
史
的
な
も
の
と
の
あ
い
だ
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、「
精
神

0

0

」
と0

「
自
然

0

0

」
と
の
あ
い
だ
の
普
遍
的
な
乖
離
へ
と
置
き
入
れ
な
け
れ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

」（M
E, S. 321

）。
そ
し
て
こ
の
「
乖
離
」
は
形
而
上
学
的
性
格
の
も
の
で
あ
る
：「
自
然

0

0

（
ピ
ュ
シ
ス
）
は
歴
史
的

0

0

0

0

な
も
の
が
内
在
的
で
あ
る
の
と
は
対
照
的
に
真
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
形
而
上
学
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

」で
あ
る

0

0

0

」（M
E, S. 328

）。
か
く
し
て『
数
学
的
存
在
』は
、

そ
の
端
緒
よ
り
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
も
っ
と
も
致
命
的
な
問
題
を
抱
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
著
作
に
お
け
る
ベ
ッ

カ
ー
の
意
図
の
一
つ
は
、
本
論
の
著
者
の
理
解
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
や
は
り
「
記
号
数
学
」
を
真
に
「
有
限
な
立
場
」
に
立
っ
て
基

礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
し
か
し
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
「
公
理
的
方
法
」
に
し
て
も
、
ワ
イ

ル
の
「
記
号
数
学
」
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も
超
限
的
公
理
を
含
み
、
な
に
よ
り
「
調
和
的
自
然
」
の
形
式
的
構
成
へ
の
寄
与
を
根
本

に
お
い
て
め
が
け
る
も
の
で
あ
る30

。
し
た
が
っ
て
『
数
学
的
存
在
』
に
お
い
て
は
、
た
が
い
に
形
而
上
学
的
に
区
別
さ
れ
る
二
つ

の
「
数
学
」
が
い
ず
れ
も
有
意
義
な
も
の
と
し
て
存
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
み
ず
か
ら
の
方
法

が
数
学
に
強
い
る
こ
の
よ
う
な
分
断
、
こ
の
よ
う
な
作
為
に
つ
い
て
は
、
だ
れ
よ
り
ベ
ッ
カ
ー
そ
の
ひ
と
が
自
覚
的
で
あ
っ
た：「
数

学
的
な
思
想
を
純
粋
な

0

0

0

、
つ
ま
り
現
実
か
ら
自
由
な
数
学
的
な
も
の
へ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
む
ろ
ん
ま
た
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
還
元
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し
た
わ
け
だ
が
、こ
の
還
元
は
一
箇
の
作
為
的
な
手
続
き
な
の
で
あ
る
」（M

E, S. 324

）。
表
題
を
飾
る
問
題
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

『
数
学
的
存
在
』
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
ー
は
結
局
、
完
全
な
解
明
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。「「
批
判
」〔
…
〕
が
」「
決
定
的
な

し
か
た
で
規
定
し
て
い
る
」
と
い
う
「
数
学
的
な
も
の
の
存
在
意
味
」
の
ほ
か
に
な
お
、
ベ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、「
数
学
的
存
在
と

い
う
問
題
」
に
は
「
解
か
れ
て
い
な
い
残
余
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
「
残
余
」、
と
り
わ
け
て
「
記
号
数
学
」
と
「
コ
ス
モ
ス
」

と
の
関
係
は
、『
数
学
的
存
在
』
に
と
っ
て
真
の
謎
で
あ
る
。「
解
釈
学
的
意
味
で
の
」「
存
在
論
的
観
点
」
が
画
す
る
「
現
象
学
に

内
在
的
な
領
域
」
の
「
彼
岸
」
に
、こ
の
著
作
に
お
け
る
ベ
ッ
カ
ー
に
と
っ
て
は
、「
自
然
的
な
も
の
」
は
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
が
残
し
た
問
題
の
た
め
に
、『
数
学
的
存
在
』
は
可
能
な
「
方
法
」
を
そ
の
本
論
の
末
尾
に
示
唆
し
て
い
る
（vgl. M

E, S. 

324-328

）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
も
は
や
触
れ
な
い
で
お
く
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、『
数
学
的
存
在
』
の
「
作
為
的
」
叙
述
が
、
す
く
な

く
と
も
学
と
し
て
の
数
学
「
そ
の
も
の
」
の
意
味
を
解
明
に
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
は
、
著
者
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
人
間
学
的
」
観
点
か
ら
の
ベ
ッ
カ
ー
の
数
学
解
釈
に
、「
認
識
の
現
象
学
」
の
前
述
の
箇
所
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
「
作
為

性
」
を
認
め
て
い
る
。
一
九
二
九
年
に
公
に
さ
れ
た
「
数
学
の
哲
学
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「
人
間
学
主
義
」
に
つ
い
て
」
な
る
論

文
の
な
か
で
ベ
ッ
カ
ー
が
展
開
し
て
い
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
批
判
に
応
答
す
る
か
た
ち
で
、
こ
の
哲
学
者
の
言
う
な
れ
ば
「
人
間

学
的
」
観
念
論
に
対
し
て
、
そ
こ
で
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ま
た
、
み
ず
か
ら
の
「
論
理
学
的
観
念
論
」
を
方
法
論
的
に
際
立
た
せ
て
い

る
：「
論
理
学
的
観
念
論
は
数
学
的
「
対
象
」
の
分
析
か
ら
は
じ
め
る
。
こ
の
観
念
論
は
数
学
的
対
象
に
含
ま
れ
る
固
有
の
規
定
を
、

数
学
的
「
方
法
」
の
、
つ
ま
り
数
学
的
概
念
形
成
と
問
題
設
定
の
固
有
性
に
も
と
づ
い
て
説
明
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

論
理
学
的
観
念
論
は
数
学
的
対
象
が
含
む
固
有
の
規
定
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
方
法
そ
の
も
の
が
な
に
「
で
あ
る
」
か
、を
、

論
理
学
的
観
念
論
は
こ
の
際
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
方
法
に
内
在
す
る
は
た
ら
き
か
ら
見
て
と
る
。
と
こ
ろ
が
、
主
観
性
が
数
学
者

0

0

0

の
具

体
的
主
観
性
と
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
は
た
ら
き
の
う
ち
に
、
主
観
性
は
構
成
的
契
機
と
し
て
存
し
て
は
い
な
い
の

だ
。
こ
う
い
っ
た
具
体
的
主
観
性
と
し
て
の
主
観
性
は
、
む
し
ろ
、
数
学
的
方
法
に
内
在
す
る
性
能
に
お
い
て
は
意
識
的
に
消
去
さ
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れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」（EC

W
13, S. 466 (A

nm
. 158)

）。『
カ
ン
ト
と
現
代
数
学
』
以
来
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
一
貫
し
て
、
数
学

と
数
学
的
対
象
が
「
理
想
的
」、
観
念
的
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ポ
ア
ン
カ
レ
の
実
証
的
研
究
を
踏
ま
え
て
、

た
と
え
ば
、数
学
的
連
続
性
と
体
験
に
属
す
る
連
続
性
と
が
区
別
さ
れ
る
（vgl. EC

W
9, S. 53ff.

：EC
W

IO
,S.119ff.

）。
あ
る
い
は
、

い
か
に
無
理
数
の
発
見
を
促
し
た
契
機
が
経
験
に
属
し
て
い
る
に
せ
よ
、
し
か
し
こ
の
数
的
形
象
の
意
味
根
拠
は
や
は
り
思
考
の
う

ち
に
存
し
て
い
る
（EC

W
13, S. 479ff.

）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
念
的
学
で
あ
る
数
学
と
「
自
然
」、「
経
験
」
と
の
関
係
は
、

こ
の
論
理
学
的
観
念
論
の
体
系
に
お
い
て
は
け
っ
し
て
謎
に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
批
判
的
方
法
」
は
、
古
く
は
形
而
上

学
的
、
存
在
的
で
あ
っ
た
〈
主
観
‐
客
観
〉、〈
形
式
‐
素
材
〉
と
い
っ
た
対
比
を
、
あ
ら
か
じ
め
方
法
論
的
に
相
対
化
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
（vgl. EC

W
13, Einleitung. I.; E. C

assirer. Zur Logik der K
ulturw

issenshcaften. D
arm

stadt 1971, S. 30f.

）。

こ
の
事
情
が
ま
た
、「
対
象
」
の
う
ち
に
特
定
の
論
理
的
形
式
を
浮
き
彫
り
に
す
る
「
批
判
」
と
い
う
仕
事
を
可
能
に
し
て
も
い
る

（vgl. EC
W

2, Vorr.

）。
前
述
の
カ
ン
ト
に
か
ん
す
る
著
作
に
お
い
て
す
で
に
、カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は『
純
粋
理
性
批
判
』の
う
ち
に
、「
論

理
学
と
数
学
が
も
と
づ
い
て
い
る
根
本
的
な
総
合
が
、
経
験
認
識
の
学
的
構
造
を
も
支
配
し
て
い
る
」（EC

W
9, S. 78

）
と
い
う
見

解
を
際
立
た
せ
て
い
る
。「
形
式
」
と
「
素
材
」
と
が
端
緒
に
お
い
て
歩
み
入
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
関
係
が
、「
純
粋
な
数
学
的
概

念
の
感
性
的
現
象
へ
の
適
用
可
能
性

0

0

0

0

0

へ
の
認
識
批
判
に
お
け
る
根
本
的
問
い
の
解
」
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
、
と
「
認

識
の
現
象
学
」
で
は
言
わ
れ
る
（EC

W
13, S. 12

）。「
論
理
学
的
観
念
論
」
は
数
学
と
い
う
学
そ
の
も
の
の
意
味
を
、最
終
的
に
は
、

自
然
認
識
の
構
築
に
お
い
て
そ
れ
が
果
た
す
機
能
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
問
題
に
つ
い
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

の
与
え
た
固
有
の
こ
た
え
に
つ
い
て
は
、
本
論
は
も
は
や
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
締
め
く
く
り
に
一
点
、
次
の
こ
と
を
述
べ

て
お
く
：
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
著
者
は
か
な
ら
ず
し
も
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
「
論
理
学
的
観
念
論
」
が
な
お
強
く
示
し
て
い
る

合
理
主
義
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
批
判
は
ま
ず
作
為
を
加
え
る
こ
と

な
く
対
象
を
「
見
る
」
に
徹
し
た
。
そ
し
て
、
科
学
と
し
て
の
数
学
と
体
験
の
領
域
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
否
定
し
が
た
い
質
的
相
違
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と
、
ど
れ
ほ
ど
抽
象
化
‐
形
式
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
数
学
が
や
は
り
失
う
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
強
く
す
る
自
然

へ
と
向
か
う
傾
向
を
、
正
し
く
見
て
と
っ
た
。
な
お
か
つ
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
そ
れ
に
こ
た
え
る
た
め
に
結
局
の
と
こ
ろ
現
代
の
一

級
の
「
記
号
数
学
」
の
遂
行
者
に
し
て
も
「
超
越
」
へ
と
跳
躍
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
自
然
と
数
学
と
の
関
係
と
い
う
問
題

（vgl. M
E, S. 324-328

）
を
、
あ
く
ま
で
認
識
批
判
に
属
す
る
も
の
と
し
て
立
て
、
こ
れ
を
解
こ
う
と
し
た
。
他
方
、
あ
ら
か
じ
め

独
立
に
存
立
し
て
い
る
方
法
に
固
有
の
し
か
た
で
し
た
が
う
に
あ
た
り
、
ど
う
あ
っ
て
も
必
然
的
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
関
係

を
科
学
と
し
て
の
数
学
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
た
い
へ
ん
に
都
合
の
よ
い
数
学
的
「
範
例
」
と
日
常
的
生
の
あ
い
だ
に
創

設
し
、
結
果
、「
数
学
的
存
在
」
に
修
復
不
可
能
な
亀
裂
を
刻
み
つ
け
、
そ
の
う
え
分
断
さ
れ
た
二
つ
の
部
分
の
う
ち
の
一
方
を
完

全
に
謎
に
し
て
し
ま
っ
た
ベ
ッ
カ
ー
の
「
人
間
学
的
」
観
念
論
は
、
そ
れ
が
個
々
の
点
で
ど
れ
ほ
ど
創
意
工
夫
に
富
み
、
有
益
な
内

容
を
含
ん
で
い
る
に
せ
よ
、
学
と
し
て
の
数
学
へ
と
接
近
す
る
道
を
根
本
的
に
と
り
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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