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ま
え
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き
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唯
物
論
の
一
般
的
原
則

　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
精
神
で
は
な
く
白
然
を
根
源
的
な
も
の
と
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
自
然
、
物
質
は
人
間
の
感
覚
、
意
識
に
か
か
わ
り
な
く
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
二
物
質
と
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
Ａ
　
意
識
は
物
質
の
映
像
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
Ｂ
　
感
覚
、
生
命
の
起
源
と
そ
の
性
質

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
え
ー
が
　
き

　
こ
こ
に
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
一
、
・
ル
ク
ス
主
義
の
科
学
の
共
通
の
基
礎
と
な
つ
て
い
る
と
こ
ろ
の
哲
学
－
弁
証
的
唯
物
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
に
つ
い
て
っ
、
あ
る
、
二
〇
記
述
は
、
私
が
耶
解
す
る
こ
と
〇
一
、
、
き
＾
」
私
の
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
を
私
○
心
覚
え
と
し
て
ま
と
め

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
つ
て
私
は
、
現
に
私
の
肚
界
棚
い
人
生
観
Ｈ
哲
学
と
し
て
い
る
。
私
は
今
こ
の
程
皮
の
理
解
を
も
つ
て
、



自
分
な
り
の
世
界
象
を
描
き
、
世
界
の
運
動
の
進
路
を
予
測
し
、
人
類
の
将
来
に
無
限
の
希
望
を
か
け
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
は
学

問
的
に
も
物
質
的
に
も
貧
し
い
が
、
そ
れ
で
も
、
自
分
と
し
て
は
愉
し
い
。

　
以
前
に
は
、
カ
ン
ト
や
西
田
氏
の
よ
う
な
観
念
論
哲
学
し
か
知
ら
な
か
つ
た
の
だ
が
、
そ
れ
、
ら
の
哲
学
は
私
に
は
理
解
し
が
た
い
、

叉
そ
の
理
解
し
た
部
分
も
現
実
と
の
関
連
を
も
つ
実
践
的
興
味
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
哲
学
は
そ
の

道
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
は
い
れ
な
い
狭
い
門
で
あ
る
、
私
の
よ
う
な
素
人
は
そ
の
門
に
は
い
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
門
外
漢
た
る

ほ
か
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
哲
学
は
わ
か
ら
な
い
も
の
と
ひ
と
り
ぎ
め
し
て
、
私
は
久
し
く
そ
れ
に
関
心
を
も
た
な
い
ま

ま
に
、
生
来
的
な
霊
魂
や
天
国
に
っ
い
て
の
懐
疑
的
感
情
を
も
ち
っ
ず
け
た
。
私
に
は
、
そ
う
し
た
漠
然
た
る
無
宗
教
的
感
じ
を
理

論
ず
け
る
哲
学
が
な
か
っ
た
。
哲
学
一
般
は
わ
か
な
い
も
の
と
き
め
て
か
か
っ
て
い
た
か
ら
。

　
と
こ
ろ
が
、
ソ
同
盟
「
共
産
党
史
」
の
う
ち
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
弁
証
法
約
唯
物
論
と
歴
史
的
唯
物
論
」
を
読
む
機
縁
を
得
て

か
ら
、
哲
学
専
門
家
で
な
い
私
に
十
分
わ
か
り
、
し
た
が
つ
て
、
非
常
に
た
め
に
な
る
ほ
ん
と
う
の
哲
学
．
人
民
の
た
め
の
哲
学
の

存
在
を
知
っ
た
。
読
書
・
研
究
の
手
引
が
み
っ
か
れ
ば
、
進
む
べ
き
そ
の
後
の
コ
ー
ス
は
お
の
ず
か
ら
見
透
さ
れ
た
。
と
い
っ
て
も

山
頂
は
麓
か
ら
で
も
見
通
さ
れ
る
、
麓
か
ら
仰
ぎ
見
る
の
と
白
身
絶
頂
に
登
る
の
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
哲
学
の
こ
の
山
へ

登
る
こ
と
を
望
み
、
か
つ
猛
る
努
力
を
し
て
歩
い
て
は
い
る
が
、
白
分
が
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
た
か
さ
に
登
り
得
た
か
、
あ
る
い

は
麓
で
道
を
踏
み
誤
つ
て
ち
つ
と
も
上
に
は
登
つ
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
白
分
で
は
な
ん
と
も
判
断
を
つ
け
難
い
。

　
そ
こ
で
・
以
下
の
紀
述
は
哲
学
に
っ
い
て
の
私
の
理
解
を
た
し
か
に
す
る
た
め
の
習
作
的
ノ
ー
ト
で
あ
る
が
、
も
し
批
糾
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
批
判
の
た
め
に
一
つ
の
客
襯
的
対
象
を
あ
た
え
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
斐
早
同
学
の
諦
学
兄
の
御
批

判
と
御
教
示
を
乞
う
。

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
　
（
阿
部
）
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六
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三
）
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一
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物
論
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一
般
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原
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三
二
（
六
五
四
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Ａ
　
精
神
で
は
な
く
白
然
を
根
源
的
な
も
の
と
み
る

　
す
べ
て
の
哲
学
の
根
本
問
題
は
、
思
惟
と
存
在
・
精
神
と
白
然
・
と
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
み
か
た
の
．
立
場
の
．
間
題
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
み
か
た
の
如
何
に
よ
つ
て
、
哲
学
者
た
ち
は
相
対
立
す
る
二
大
陣
営
－
観
念
論
的
哲
学
者

と
唯
物
論
的
哲
学
者
　
　
に
分
裂
す
る
。
こ
の
哲
学
の
本
質
を
つ
い
た
分
類
の
規
定
は
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
よ
つ
て
古
典
的
に
不
朽
の

か
た
ち
で
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
こ
の
間
題
　
　
思
惟
の
存
在
に
た
い
す
る
、
あ
る
い
は
精
神
の
白
然
に
た
い
す
る
関
係
い
か
ん
の
間
題
、
哲
学
の
全
体
に
つ
う

じ
る
こ
の
最
高
の
問
題
（
筆
記
挿
入
）
　
　
に
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
ど
ち
ら
か
に
こ
た
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
ど
ち
ら
か
に
こ
た
え
た
か

に
お
う
じ
て
、
哲
学
者
た
ち
は
二
大
陣
営
に
分
裂
し
た
。

　
自
然
に
た
い
し
て
精
神
が
根
源
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
人
女
、
し
た
が
つ
て
け
つ
き
よ
く
、
あ
る
な
ん
ら
か
の
し
か
た
の
世
界
創

造
を
み
と
め
た
人
々
は
－
そ
し
て
こ
の
創
造
は
、
哲
学
者
た
ち
の
場
合
、
た
と
え
ば
へ
－
ゲ
ル
の
場
合
な
ど
で
は
、
往
々
に
し
て
キ

リ
ス
ト
教
で
い
わ
れ
る
場
合
よ
り
も
さ
ら
に
は
る
か
に
奇
妙
で
あ
り
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
　
　
こ
の
人
序
は
観
念
論
の
陣
営
を
形
成

し
た
。
他
の
人
々
、
す
な
わ
ち
白
然
を
根
源
的
な
も
の
と
み
た
人
々
は
、
唯
物
論
の
種
疋
の
学
派
に
ぞ
く
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

　
観
念
論
と
唯
物
論
　
　
こ
の
二
つ
の
表
現
は
、
も
と
も
と
上
述
よ
り
以
外
の
な
に
も
の
を
も
意
味
し
は
し
な
い
。
」

　
レ
ー
ニ
ン
も
ま
た
、
哲
学
的
問
題
の
解
決
に
お
け
る
二
つ
の
根
本
的
方
向
、
二
つ
の
根
本
的
流
派
と
し
て
こ
の
問
題
を
次
の
よ
う

に
い
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。



　
「
白
然
、
物
質
、
外
界
を
一
次
的
な
も
の
に
取
り
、
　
　
そ
し
て
意
識
、
精
神
、
感
覚
（
　
現
代
に
お
い
て
普
及
し
て
い
る
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

語
に
よ
れ
ば
涯
験
）
心
理
的
な
も
の
等
々
を
二
次
的
な
も
の
と
見
傲
す
べ
き
か
ど
う
か
、
こ
れ
が
、
実
際
に
お
い
て
哲
学
者
た
ち
を

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

二
大
陣
営
に
分
け
続
け
て
い
る
根
本
問
題
で
あ
る
。
」

　
近
代
白
然
科
学
の
獲
得
し
た
諸
結
果
ぱ
、
白
然
、
物
質
、
外
界
が
人
間
の
意
識
や
精
神
な
ど
と
は
か
か
わ
り
む
し
に
、
永
遠
か
ら

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
疑
を
は
さ
む
余
地
な
く
明
瞭
に
実
証
し
て
い
る
。
地
球
は
生
物
の
発
生
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事

実
に
つ
い
て
の
科
学
的
証
明
は
、
今
日
で
は
一
般
の
常
識
と
し
て
う
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
人
類
は
生
物
の
発
生
以
後
永
い
幾
百
万

年
か
の
生
物
発
展
の
一
定
の
段
階
に
い
た
つ
て
、
は
じ
め
て
地
球
上
に
現
わ
れ
た
。
人
類
の
歴
史
は
地
球
の
歴
史
に
は
く
ら
＼
よ
う

も
な
い
ほ
ど
若
い
が
、
生
物
の
歴
史
に
く
ら
べ
て
も
遥
か
に
若
い
。

　
人
類
そ
の
も
の
の
末
生
の
時
期
、
し
た
が
つ
て
、
人
間
の
意
識
、
感
覚
、
精
神
な
ど
人
間
に
特
有
の
機
能
・
性
質
な
ど
の
存
在
も

ま
た
全
く
考
え
ら
れ
な
い
永
遠
の
太
吉
か
ら
自
然
、
物
質
は
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
人
類
の
存
在
に
た
い
す
る
自
然
の
根
源
性

外
的
自
然
の
先
行
性
　
　
は
疑
の
な
い
客
観
的
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
や
、
精
神
が
あ
つ
て
の
白
然
や
物
質
で
は
な
く
、
精
仰

は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
人
間
そ
の
も
の
が
白
然
、
物
質
の
一
定
の
発
展
段
階
に
お
け
る
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
！
白
然
が
一

次
的
な
も
の
で
精
神
は
二
次
的
な
も
の
だ
と
い
う
唯
物
論
の
考
え
方
は
、
何
人
で
も
納
得
の
い
く
真
実
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・

　
神
が
ま
ず
宇
宙
に
存
在
し
、
仰
の
カ
、
意
忠
に
よ
っ
て
、
天
地
、
生
物
、
人
…
、
森
雛
万
象
が
っ
く
ら
れ
た
と
い
う
宗
教
的
一
仰

話
的
天
地
創
造
説
を
素
朴
に
、
そ
の
ま
ま
主
張
す
る
哲
学
者
は
今
日
で
は
か
げ
を
ひ
そ
め
た
よ
う
だ
が
、
主
体
性
、
直
憾
な
ど
を
認

識
の
主
た
る
モ
メ
ン
ト
に
お
い
た
り
す
る
哲
学
、
天
皇
の
系
統
を
普
通
の
人
問
、
人
民
と
は
ち
が
う
天
孫
族
だ
と
す
る
信
仰
は
、
依

然
と
し
て
資
本
主
義
杜
会
に
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
碓
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
（
六
五
五
）



　
　
　
立
命
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三
四
（
六
五
六
）

　
こ
れ
ら
一
類
の
考
え
方
は
・
い
ず
れ
も
精
神
が
根
源
的
、
一
次
灼
で
あ
り
、
物
質
的
な
も
の
は
精
神
に
た
い
し
て
派
生
的
、
二
次

的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
と
こ
ろ
の
観
念
論
的
党
派
に
属
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

Ｂ
　
自
然
、
物
質
は
人
間
の
感
覚
、
意
識
に
か
か
わ
り
な
く
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
、
物
質
は
人
類
の
発
生
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
事
実
が
疑
の
な
い
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
、
又
自
然
、
物
質
の
根
源
性
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
当
然
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
感
覚
、
意
識
、
精
神
な
ど
に
か
か
わ
り
な
く
そ

れ
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
、
物
質
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
自
然
・
物
質
は
人
間
の
意
識
の
外
に
、
人
間
が
そ
れ
を
意
識
し
認
め
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
客
観
的
実
在
で
あ
る
。

意
識
か
ら
の
自
然
一
物
質
の
独
立
性
を
認
め
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
唯
物
論
の
基
礎
的
前
提
で
あ
る
と
レ
ー
ニ
ン
は
教
、
元
て
い
る
。
物

質
の
意
識
、
精
神
に
た
い
す
る
本
源
性
と
物
質
の
意
識
か
ら
の
独
立
性
と
の
承
認
を
基
礎
と
し
て
、
リ
か
、
の
上
に
碓
物
論
の
全
理
論
が

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
唯
物
論
の
根
本
灼
命
題
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
て
、
物
質
と
は
何
か
の
間
題
も
ま
た
次

の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る

　
「
物
質
と
は
、
客
観
的
な
実
花
を
表
ホ
す
る
た
め
の
一
つ
の
哲
学
的
な
範
瞬
で
あ
る
。
」

　
「
物
質
の
概
怠
は
忍
識
論
灼
に
は
ー
－
人
閉
の
心
識
か
ら
独
一
ｕ
に
存
在
し
・
こ
れ
に
よ
つ
て
模
写
さ
れ
る
、
客
観
的
な
実
在
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引

の
何
も
の
を
も
忠
味
し
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
物
質
の
唯
一
の
性
質
は
・
恥
紗
附
終
仏
一
い
か
い
、
吾
々
の
怠
識
の
外
に
存
、
仕
す
る
と
い
う
性
質
な
の
で
あ
る
。
」

　
こ
の
物
質
に
つ
い
て
の
概
念
は
最
も
ひ
ろ
い
も
の
で
あ
つ
て
、
い
。
～
よ
そ
人
問
の
感
覚
に
よ
つ
て
と
ら
、
元
ら
れ
、
人
閉
に
意
識
さ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
ｖ
　
、

る
も
の
、
そ
の
す
べ
て
が
物
質
と
し
て
こ
の
概
念
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
る
。
だ
か
ら
お
よ
そ
根
源
的
に
実
在
す
る
も
の
は
、
す
な
わ

ち
物
質
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
唯
物
論
者
の
世
界
観
の
よ
つ
て
立
つ
基
盤
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
た
い
し
て
観
念
論
者
は
、
物
質
の
根
源
性
を
否
定
し
、
意
識
、
思
惟
か
ら
の
物
質
の
独
立
的
存
在
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。

観
念
論
哲
学
の
系
統
に
属
す
る
学
派
、
学
説
は
極
め
て
多
種
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
結
局
に
お
い
て
、
物
質
で

は
な
く
神
Ｈ
精
神
的
な
も
の
　
　
絶
対
的
白
我
、
先
験
的
意
識
、
純
粋
思
惟
、
絶
対
理
念
等
々
　
　
を
も
つ
て
根
源
的
だ
と
主
張
す

る
点
で
み
な
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
物
質
を
客
観
的
実
在
だ
と
は
認
め
を
い
で
、
何
か
む
な
し
い
も
の
、
仮
象
だ
と
い

つ
た
り
、
物
白
体
は
不
可
知
だ
と
い
つ
た
り
し
て
い
る
。

　
そ
れ
だ
か
ら
、
観
念
論
折
口
学
は
、
ど
ん
な
に
抽
象
的
概
念
を
豊
宮
に
駆
使
し
て
白
身
を
深
遠
で
、
高
尚
で
、
俗
人
に
は
ｒ
ん
で
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
最
高
の
学
問
と
し
て
み
せ
か
け
よ
う
と
も
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
申
味
は
「
た
だ
我
の
観
念
だ
け
が
存
在

す
る
」
と
い
う
こ
と
に
帰
す
る
。
そ
れ
ら
は
非
科
学
的
な
独
我
論
、
客
観
的
に
合
理
性
の
な
い
主
観
論
の
域
を
決
し
て
出
な
い
の
で

あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
房
、
の
著
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
一
に
わ
い
て
、
観
念
楡
者
の
一
代
表
と
し
て
マ
ツ
ハ
と
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の

主
徽
的
鰯
怠
諭
の
理
論
を
批
判
し
て
一
、
哲
学
灼
蒙
昧
主
表
」
〃
」
と
き
め
つ
け
て
い
る
、

　
「
物
は
吾
々
の
な
識
か
ら
独
血
に
存
花
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ｃ
　
一
人
は
い
つ
も
白
分
白
身
を
ば
物
を
認
識
し
よ
う
と
努
め
る
叡

知
と
し
て
附
け
加
え
て
考
え
る
。
」
－
・
－
－
…
…
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
吾
々
が
白
分
を
一
、
附
け
加
え
て
考
え
る
」
と
し
て
も
、
吾
々
が
パ
合
せ
て
い
る
こ
と
は
、
架
牢
な
こ
と
で
あ
り
、
人
舳
以
前
の
地

球
の
俗
花
は
現
実
的
な
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
人
閉
は
例
え
ば
地
球
の
灼
熱
状
態
の
口
撃
者
た
り
伊
か
か
ツ
か
い
、
そ
の
際
に
人
冊

が
柵
合
せ
て
い
た
と
一
一
考
え
る
「
一
こ
と
は
、
も
し
私
が
白
分
を
観
察
首
と
し
て
『
附
付
加
え
て
考
え
る
』
と
ず
れ
ば
、
私
は
地
獄
を
勧

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
（
六
五
七
）



　
　
　
立
命
館
繧
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
（
六
五
八
）

測
し
得
る
だ
ろ
う
と
い
う
諭
拠
に
よ
つ
て
、
地
獄
の
亭
在
を
弁
護
し
始
め
る
○
と
、
全
く
同
様
９
家
序
主
糞
っ
、
、
の
る
、

　
経
験
批
判
論
と
白
然
科
学
の
「
和
解
』
は
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
が
寛
大
に
も
、
白
然
科
学
に
よ
つ
て
そ
の
認
容
の
可
能
性
が
排
除
さ

れ
て
い
る
も
の
を
「
附
け
加
え
て
考
え
る
」
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
わ
い
て
成
り
立
つ
て
い
る
。

　
い
く
ら
か
で
も
教
養
あ
り
、
い
く
ら
か
で
も
健
全
な
人
間
な
ら
誰
も
、
地
球
は
そ
の
上
に
如
何
な
る
生
命
も
、
如
何
な
る
感
覚
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
．
、
　
、
　
・

如
何
な
る
「
申
心
項
」
も
あ
り
得
な
か
つ
た
と
き
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
地
球
は
感
覚
の
複
合
だ

（
”
物
体
は
感
覚
の
複
合
で
あ
る
〃
）
と
か
、
又
は
「
心
理
的
な
も
の
と
物
理
的
な
も
の
と
が
同
一
と
な
つ
て
い
る
要
素
の
複
合
」

だ
と
か
、
又
は
「
そ
の
申
心
項
が
決
し
て
零
の
値
を
取
り
得
な
い
と
こ
ろ
の
対
項
」
だ
と
か
い
う
結
論
に
な
る
マ
ツ
ハ
と
ア
ヴ
ェ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
５

リ
ウ
ス
の
理
論
は
、
哲
学
的
蒙
昧
主
義
で
あ
り
、
主
観
的
観
念
論
を
荒
唐
無
稽
に
ま
で
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
」

い
篶
師
パ
讐
讐
一
讐
ギ
ギ
一
ギ
り
一
ギ
グ
ギ

尖
鋭
化
し
っ
っ
あ
る
。
こ
う
し
た
危
機
に
追
い
こ
ま
れ
た
支
配
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
す
べ
て
必
然
に
反
動
化
す
る
傾
向
を
見

せ
る
、
そ
れ
で
現
今
の
働
念
論
哲
学
も
、
ま
た
、
最
も
進
歩
し
た
白
然
科
学
の
業
績
を
さ
え
こ
れ
を
蒙
味
主
義
的
に
逆
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
民
が
真
実
に
目
醒
め
、
白
已
を
解
放
す
る
科
学
的
理
論
を
っ
か
む
こ
と
を
妨
害
す
る
だ
け
の
麻
庫
剤
の
役
剤
を
っ
く
す

も
の
に
堕
落
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
観
念
論
哲
学
は
そ
う
じ
て
支
配
階
級
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
武
榊
と
し
て
奉
仕
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
中
世
に
お
い
て
は
、

神
の
天
地
創
造
説
を
理
論
ず
け
て
榊
侶
の
支
配
と
搾
取
を
擁
護
し
、
現
代
に
わ
い
て
は
、
赤
魔
を
側
一
、
旭
し
反
共
の
デ
マ
を
担
造
し
て

独
占
資
本
の
耐
界
征
服
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
神
や
精
神
の
根
源
性
の
肯
定
は
、
科
学
と
物
質
的
な
も
の
の
合
法
則
性
と



一
次
性
の
否
定
だ
か
ら
、
　
「
例
外
な
く
宗
教
の
弁
明
」
に
堕
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
ほ
か
な
い
鶴
念
論
哲
学
は
、
宗
教
と
同
じ
役
割

　
　
蒙
昧
主
義
の
布
教
　
　
啓
蒙
の
妨
害
１
－
ー
を
は
－
に
す
も
の
て
あ
る
。

　
「
観
念
論
折
口
学
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
は
そ
れ
が
ど
ん
な
扮
装
を
こ
ら
し
て
い
て
も
、
例
外
な
く
宗
教
の
弁
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
観

念
論
の
根
本
間
題
も
、
こ
れ
を
し
さ
い
に
検
討
す
れ
ば
、
宗
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
お
な
じ
基
礎
に
た
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

観
念
論
の
い
ろ
い
ろ
な
学
説
は
、
ど
ん
な
形
式
で
宗
教
を
弁
明
し
「
基
礎
づ
け
」
る
か
、
と
い
う
点
で
の
み
た
が
い
に
区
別
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
観
念
論
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
み
う
け
る
。

　
か
れ
ら
は
、
あ
る
と
き
に
は
、
宗
教
上
の
教
義
は
た
だ
し
い
と
い
う
端
的
な
証
明
を
あ
た
え
、
あ
る
と
き
に
は
、
理
論
を
軽
蔑
し

て
信
仰
や
感
情
や
天
性
を
讃
十
大
し
、
と
き
に
は
科
学
と
宗
教
と
を
な
か
よ
く
さ
せ
る
た
め
に
両
者
の
勢
カ
範
囲
に
区
切
り
を
っ
け
る
。

そ
れ
ゆ
、
疋
に
、
反
宗
教
斗
争
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
か
な
ら
ず
観
怠
浦
を
暴
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
観
念
諭
を
克
服
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～

た
め
に
も
科
学
に
わ
け
る
坊
主
主
義
と
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
　
り

　
宗
教
は
人
民
を
な
だ
め
、
す
か
し
、
あ
き
ら
め
さ
せ
る
た
め
の
、
支
配
階
級
の
掌
中
に
あ
る
鎮
静
刈
だ
が
、
観
怠
論
哲
学
は
こ
の

宗
教
を
弁
山
し
、
支
持
す
る
帝
困
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
兇
排
で
あ
る
ｃ
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
大
衆
を
麻
凍
∴
ぷ
昧
状
態
に
わ

い
て
つ
か
む
と
き
も
、
や
は
り
一
つ
の
強
力
と
な
る
、
蒙
昧
な
、
閉
閉
さ
れ
な
い
強
力
こ
そ
惰
固
主
一
一
以
は
も
つ
と
も
必
奥
と
し
て
い

る
。
帝
旧
、
ぷ
は
、
宗
玖
と
側
倉
論
汽
学
と
を
以
爆
と
と
も
に
愛
蔵
し
、
撫
汀
し
、
擁
維
す
る
の
で
あ
る
、
そ
の
反
面
企
融
資
木
の

支
配
者
は
、
火
実
応
、
そ
の
ま
ま
莫
実
と
認
め
よ
う
と
す
る
あ
る
柵
の
科
学
者
を
よ
ろ
こ
ば
な
い
ら
し
い
。
例
え
ば
昭
和
二
十
九
年
十

一
月
十
一
□
刊
「
刺
口
新
閉
」
の
記
小
「
ア
ィ
ン
シ
ュ
ク
ィ
ン
帖
士
の
心
境
」
は
、
そ
の
こ
と
を
舟
々
に
雅
祭
さ
せ
る
Ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
一
私
は
・
、
、
っ
一
火
人
生
を
や
り
直
す
と
す
れ
ば
、
科
学
者
や
学
者
、
敦
師
む
ど
に
だ
一
ろ
う
と
は
し
む
い
こ
私
は
む
し
ろ
蛤
管
工
か

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
（
六
五
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻

行
商
人
の
方
を
送
ぶ
で
ろ
ろ
、
つ
、
、

ク
九
日
発
Ｈ
Ａ
Ｆ
Ｐ
）
」

・
第
六
号
）

そ
○
方
が
現
在
の
状
況
下
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
・
（
六
六
〇
）

な
お
い
さ
さ
か
の
独
立
が
得
ら
れ
る
と
思
う
。

（
ニ
ユ
ー
ヨ
ー

「
祉
」

エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
緕
」
マ
ル
ク
ス
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
．
第
十
五
巻
下

２

「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ソ
ハ
論
」
　
岩
波
文
庫
版
　
四
六
頁

レ
ー
ニ
ン
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
篤
六
章
・
四
．
永
円
広
志
．
訳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
六
－
四
四
七
頁

五
〇
〇
貝

　
レ
ー
ニ
ン
の
同
著
沓
か
ら
、
こ
れ
に
閑
連
す
る
部
分
浄
、
次
に
引
用
す
る
。

「
白
然
科
学
は
・
地
球
は
人
胴
も
二
般
一
－
か
な
ネ
物
も
、
そ
の
上
に
存
在
し
な
か
つ
た
し
、
．
ま
た
存
在
し
得
な
か
一
た
よ
う
な
状
態
に
わ

い
て
存
在
し
た
こ
と
を
・
肯
牢
リ
・
表
す
ろ
。
有
篤
質
は
孫
の
現
象
で
、
永
き
に
わ
た
る
蓑
の
成
果
烹
る
。
つ
、
、
帆
り
、
感
覚
す
る
物
質

は
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
。

物
質
は
一
次
灼
の
も
。
で
あ
り
・
絵
、
意
識
、
感
覚
は
極
め
て
穫
集
展
の
産
物
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
が
唯
物
論
的
認
識
論
で
、
４
て
、

向
伏
科
学
は
〔
午
、
灼
に
そ
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
。
」
　
（
右
同
沓
．
八
七
頁
）

　
ス
ク
ー
リ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
マ
ル
ク
ス
上
義
の
哲
学
的
唯
物
諭
は
次
の
こ
と
か
ら
発
足
す
る
。

す
な
わ
ち
・
讐
べ
然
・
存
在
は
・
篇
気
に
、
意
識
と
は
か
か
わ
り
な
く
存
在
す
る
客
観
聖
在
性
ヌ
ろ
こ
と
、
握
益
筆
表
象

や
意
識
漬
皇
シ
か
ら
・
蟹
秦
一
次
尖
も
の
で
、
意
識
は
控
の
映
像
、
存
在
の
映
像
で
あ
ろ
か
ら
、
意
識
は
第
二
次
寒
も
の
で
あ

る
こ
と
。
」
　
（
ス
ク
ー
リ
ン
「
弁
証
法
的
唯
物
論
と
歴
史
唯
物
論
」
広
島
定
吉
訳
．
二
一
七
頁
）



　
「
精
神
病
院
に
入
院
し
た
り
、
叉
は
観
念
論
哲
学
者
の
も
と
に
入
門
し
た
こ
と
の
な
い
あ
ら
ゆ
る
健
全
な
人
間
の
『
素
朴
実
在
論
」
は
、
物
、
環

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

境
、
世
界
が
吾
々
の
感
覚
、
吾
々
の
意
識
、
吾
々
の
”
我
〃
わ
よ
び
人
問
一
般
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
吾
々
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
の
は
他
人
で
あ
っ
て
、
高
い
、
低
い
、
黄
い
ろ
い
、
固
い
等
々
と
い
う
私
の
感
覚
の
単
な
る
複
合
で
は
な
い
・
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

い
う
確
固
た
る
確
信
を
吾
々
の
申
に
造
り
出
、
た
そ
の
同
じ
経
験
－
こ
の
同
じ
経
験
は
吾
々
の
中
に
、
物
、
世
界
、
環
境
は
吾
々
か
ら
独
立
に
存

在
す
る
と
い
う
吾
々
の
確
信
を
造
り
山
す
。
」
　
（
レ
ー
ニ
ン
同
書
．
七
九
頁
）

　
↑
カ
　
右
同
書
　
　
　
　
三
八
二
頁

　
↑
り
　
右
同
書
　
　
　
　
三
八
○
頁

　
物
質
と
は
、
人
間
に
彼
の
感
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
か
つ
吾
々
の
感
覚
か
ら
独
立
に
存
在
し
言
が
ら
、

さ
れ
、
毅
影
さ
れ
、
映
写
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
客
観
的
実
在
を
言
い
表
す
た
め
の
哲
学
的
範
酵
で
あ
る
。
」
　
（
同
書
．
一
七
四
頁
）

そ
れ
に
よ
っ
て
模
写

）５（）６（）

，
、
‘

’
、

右
同
書
　
　
　
　
九
一
－
九
二
皿

古
在
白
重
編
「
弁
証
法
灼
唯
物
論
」
青
木
文
庫
版

「
依
属
感
は
宗
教
の
基
礎
で
あ
る
、
」
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ

ハ

一
五
頁

レ
ー
二

ン
「
哲
学
ノ
ー
ト
」
第
一
分
冊
二
九
四
頁
。

二
物
質
と
意
識

Ａ
　
意
識
は
物
質
の
映
像
で
あ
る

　
人
閉
の
喰
覚
に
よ
つ
て
と
ら
え
ら
れ
、
脳
随
に
反
映
さ
れ
、
模
写
さ
れ
る
も
の
　
　
意
識
さ
れ
る
も
の
ー
が
「
物
質
」
な
似
だ

が
、
こ
の
物
質
が
物
質
の
映
像
Ｈ
意
識
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
人
物
と
そ
の
人
物
の
写
真
と
が
異
る

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
　
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
（
六
六
一
）



　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
欺
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
（
六
六
二
）

存
在
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
「
吾
々
の
感
覚
、
吾
疋
の
意
識
は
外
界
の
映
像
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
映
写
は
映
写
さ
れ
る
も
の
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

映
写
さ
れ
る
も
の
は
映
互
一
す
る
も
の
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
」

　
感
覚
、
意
識
・
表
象
、
概
念
等
、
精
神
的
な
も
の
一
般
は
、
物
質
の
映
像
な
の
だ
か
ら
、
臥
写
さ
れ
る
も
の
１
物
質
－
が
な

け
れ
ば
映
像
１
－
精
神
的
な
も
の
　
　
は
な
い
わ
け
で
あ
る
、
そ
う
い
う
意
味
で
唯
物
論
は
、
物
質
の
根
源
性
と
感
覚
意
識
か
ら
の

独
立
性
と
を
事
実
と
し
て
認
め
る
。

　
唯
物
論
者
は
「
こ
の
現
実
の
世
界
　
　
自
然
と
歴
史
　
　
を
、
先
入
見
的
・
観
念
論
的
♂
気
ま
ぐ
れ
な
し
に
、
足
、
れ
に
ろ
か
よ
る

も
の
は
だ
れ
に
で
も
、
そ
れ
が
そ
れ
み
ず
か
ら
を
あ
ら
わ
す
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
に
わ
い
て
、
把
握
し
よ
う
と
決
心
し
た
の

で
あ
つ
た
。

　
空
想
的
な
関
連
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
白
体
の
関
連
に
わ
い
て
把
握
さ
れ
る
事
実
、
こ
う
し
た
事
実
と
一
致
調
和
し
な
い
こ

と
は
す
べ
て
観
念
論
灼
な
気
ま
ぐ
れ
と
し
て
、
こ
れ
を
容
赦
な
く
犠
牲
に
供
し
よ
う
と
決
心
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
唯
物
論
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

い
う
も
の
は
、
一
般
に
こ
れ
以
上
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
物
質
に
閉
す
る
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
認
識
は
、
も
と
感
覚
、
意
識
を
つ
う
じ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
手
段
・
器

官
に
よ
つ
て
は
決
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
人
閉
の
感
堂
を
信
用
し
、
羊
、
れ
に
ひ
た
す
ら
た
よ
つ

て
、
白
然
ど
腋
史
を
把
握
す
る
こ
と
に
っ
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
生
き
方
も
科
学
の
す
す
め
方
も
な
い
。
感
覚
に
よ
っ

て
外
界
に
働
き
か
け
る
と
き
神
秘
の
べ
ー
ル
は
破
ら
れ
真
実
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
事
物
の
す
が
た
が
、
現
わ
れ
る
。
　
「
眼
と
手
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
）

活
動
を
始
め
る
と
こ
ろ
、
柳
は
終
息
す
る
。
」
唯
物
論
者
は
、
人
閉
の
感
覚
は
唯
一
の
、
最
後
の
客
観
的
実
ん
の
映
象
で
あ
る
と
考



え
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら
は
成
心
を
も
た
ず
、
事
物
に
つ
い
て
の
真
実
を
熱
求
し
、
真
理
に
た
い
し
て
は
従
順
・
忠
誠
で
あ
る
。

　
吾
々
は
事
物
に
た
い
す
る
正
し
い
知
識
を
得
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
事
物
と
そ
れ
に
直
接
接
触
す
る
感
覚
器
官
お
よ
び
感
覚
と
意

識
・
思
考
・
概
念
と
を
切
り
は
な
し
て
別
の
も
の
の
よ
う
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
知
識
の
源
泉
は
、
人
体
に
お
け
る
物
質
的
な
も

の
を
と
お
し
て
え
ら
れ
る
物
質
な
の
だ
か
ら
。

　
「
真
の
知
識
は
す
べ
て
、
人
間
の
感
覚
に
わ
け
る
物
質
を
っ
ね
に
そ
の
源
泉
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
は
、
つ
ぎ
の
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
ま
ず
、
お
よ
そ
科
学
は
、
一
般
に
人
間
の
外
官
、
す
な
わ
ち
眼
、
皮
膚
、
手
、
耳
、
舌
、
扉
が
あ
た
え
る
も
の
を
分
析
す

る
こ
と
か
ら
直
接
に
は
じ
ま
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
り
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
学
者
、
す
べ
て
の
個
人
は
、
一
般
に
世
界
を
具

体
的
に
認
識
す
る
場
合
に
は
、
い
っ
も
感
覚
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
つ
と
せ
ま
い
意
味
に
お
い
て
も
そ
う
で
渉
る
。
」

　
「
感
覚
は
、
認
識
の
最
初
の
源
泉
、
最
初
の
形
態
で
あ
る
。
以
前
に
な
ん
ら
か
の
程
皮
に
感
覚
の
う
ち
に
な
か
つ
た
も
の
は
、
思

　
　
　
　
　
　
　
幻

考
の
う
ち
に
は
な
い
。
」

　
物
質
・
白
然
・
外
界
は
、
人
附
の
意
識
・
思
惟
か
ら
独
立
し
た
客
観
的
な
実
在
で
あ
る
が
、
意
識
や
思
惟
は
物
質
か
ら
切
り
は
な

さ
れ
て
、
そ
れ
白
体
独
立
に
存
花
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
は
物
質
の
映
像
・
反
映
で
あ
り
、
こ
の
映
像
は
物
質
の
状
態
に
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

応
す
る
。
こ
の
照
応
は
完
全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
人
類
の
発
展
に
と
も
な
つ
て
よ
り
近
似
的
な
も
の
に
進
み
、
か
く
し
て
吾
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

認
識
は
、
科
学
は
、
絶
え
ず
よ
り
た
か
い
程
皮
に
そ
の
真
実
性
を
す
す
め
て
行
く
の
で
あ
る
。
感
覚
が
物
質
の
完
全
な
映
像
で
む
い

と
し
て
も
、
感
覚
が
写
す
映
像
を
た
よ
り
に
す
る
以
外
に
、
人
は
い
つ
だ
い
何
を
媒
介
に
し
て
外
界
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
、
っ
か
ｃ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
”

「
吾
疋
の
感
覚
は
唯
一
に
し
て
最
後
の
客
観
的
実
在
の
映
像
で
あ
る
。
」
　
　
レ
ー
ニ
ン
「
唯
物
諭
と
経
験
批
判
論
」
一
七
三
頁

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
（
六
六
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）

四
二
（
六
六
四
）

Ｂ
　
　
　
感
覚
、

生
命
の
起
源
と
そ
の
性
質

　
感
覚
、
生
命
の
起
源
本
質
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
さ
か
の
ぼ
つ
て
考
え
て
み
る
と
、
感
覚
と
物
質
と
の
不
可
分

離
の
関
係
が
一
層
は
つ
き
り
諒
解
さ
れ
る
。
感
覚
は
物
質
Ｈ
有
機
体
い
生
物
の
あ
る
発
展
段
階
に
お
い
て
、
物
質
そ
の
も
の
か
ら
発

生
し
た
も
の
で
あ
り
、
意
識
は
物
質
の
最
高
度
の
発
裏
の
産
物
１
！
頭
脳
１
の
所
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
感
覚
器
官
と
感

覚
、
意
識
は
、
外
界
と
の
接
触
　
　
生
活
実
践
、
生
産
、
労
働
　
　
に
よ
つ
て
不
断
に
発
達
し
高
度
化
し
て
今
日
の
状
態
に
た
つ
し

た
。
物
質
一
生
物
・
発
展
の
何
万
年
か
の
歴
史
的
過
程
の
産
物
と
し
て
、
感
覚
、
意
識
は
物
質
甲
炉
、
の
も
の
に
よ
つ
て
産
み
だ
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
物
質
の
属
性
な
の
で
あ
り
、
物
質
が
意
識
を
産
み
だ
す
の
に
は
、
物
質
以
外
の
ほ
か
か
ら
の
、
何
ら
か
の
カ
　
　
神
や
魂

な
ど
の
カ
を
必
要
と
し
菅
い
。
こ
の
こ
と
は
、
今
で
は
生
物
学
や
化
学
に
よ
っ
て
略
々
実
証
さ
れ
て
い
る
。

　
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
猿
が
人
間
に
な
る
に
あ
如
」
っ
て
労
働
が
は
た
し
た
役
割
」
マ
ル
ク
ス
ェ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
．
第
十
五
巻
上
．
参
照
）

　
そ
れ
ゆ
え
に
、
精
舳
が
物
質
に
よ
つ
て
つ
く
ら
、
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
逆
に
、
物
質
が
精
仰
に
よ
つ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な

い
と
丁
る
唯
物
論
の
認
識
は
、
白
然
の
岱
物
と
矛
盾
し
な
い
、
し
た
が
つ
て
、
合
理
性
を
も
つ
科
学
だ
と
し
て
、
観
念
論
的
な
迷
妄

に
ま
ど
わ
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
人
々
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
理
由
を
も
つ
の
で
あ
る
。
唯
物
論
は
科
学
の
新
し
い
発
見
や
進
歩
に
と
も

な
つ
て
、
そ
の
内
谷
を
深
か
め
、
ひ
ろ
め
、
そ
の
科
学
性
の
基
礎
を
い
よ
い
よ
確
か
な
も
の
に
か
た
め
て
ゆ
く
。
感
覚
、
意
識
、
観

念
が
感
覚
榊
官
、
仰
経
系
統
、
脳
髄
、
つ
ま
り
有
機
体
と
し
て
の
人
間
の
肉
昨
そ
の
も
の
ー
物
質
　
　
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
、

科
学
が
実
証
す
る
疑
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
思
后
す
る
絆
官
　
　
脳
髄
　
　
の
咋
用
が
止
ま
れ
は
忠
け
、
〔
も
終
る
。
精
神
は
精
仰
と
し

て
は
物
質
と
区
別
さ
れ
る
が
、
精
神
は
精
神
を
も
物
質
を
も
う
む
こ
と
は
て
き
な
い
、
物
質
が
精
仰
の
母
胎
な
の
で
あ
る
。



　
「
精
神
は
肉
俸
一
感
覚
と
共
に
発
達
す
る
…
・
－
そ
れ
は
感
覚
と
結
び
つ
い
て
い
る
…
頭
蓋
が
生
、
叶
ソ
る
と
こ
ろ
、
脳
髄
が
生
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
こ
ろ
一
そ
こ
か
ら
精
神
も
生
ず
る
の
だ
。
器
官
が
生
ず
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
か
ら
機
能
も
生
ず
る
の
だ
。
」

　
人
間
は
た
だ
感
覚
的
に
存
在
す
る
か
れ
の
煎
を
介
し
て
○
み
思
惟
す
る
。
理
性
は
頭
の
申
に
、
脳
○
申
に
、
感
覚
の
申
枢
の
申
に
、

永
続
的
な
感
覚
的
な
某
礎
を
も
つ
。
」

　
「
こ
の
感
官
で
知
覚
し
う
る
物
質
的
な
世
界
、
そ
れ
に
吾
々
み
ず
か
ら
が
ぞ
く
し
て
い
る
こ
の
世
界
、
こ
れ
の
み
が
唯
一
の
現
実

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
の
意
識
や
思
惟
は
、
そ
れ
が
い
か
に
超
感
覚
的
に
み
え
よ
う
と
、
あ
る
物
質
的
な
身
体
的
な
鍔
官
、

脳
髄
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
物
質
は
精
神
の
産
物
で
は
な
く
、
か
え
つ
て
精
神
が
そ
れ
白
身
た
だ
物
質
の
最
高
の
産
物
で
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
」

　
「
も
し
人
序
が
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
そ
れ
で
は
田
心
惟
と
意
識
と
は
い
つ
た
い
な
ん
で
あ
り
、
↓
、
ふ
た
ど
こ
か
ら
う
ま
れ
た
か
、
を
た

ず
ね
る
な
ら
ば
・
人
々
は
、
そ
れ
ら
が
人
閑
の
脳
髄
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ら
に
、
人
問
そ
の
も
の
が
、
そ
の
環
境
の

な
か
で
環
境
と
と
も
に
発
艮
し
た
、
一
つ
の
自
然
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
み
い
だ
す
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
・
パ
附
の
脳
髄
の
所
産
も
、
究
極
に
わ
い
て
は
、
む
ろ
ん
、
や
は
り
白
然
の
産
物
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
他
の
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

然
的
連
閑
と
矛
盾
し
な
い
で
、
む
し
ろ
こ
れ
に
照
応
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
わ
の
ず
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
」

　
「
思
椎
は
物
質
の
所
産
で
あ
つ
て
、
物
質
の
発
展
中
に
最
高
度
の
完
成
に
達
し
た
も
の
、
つ
ま
り
頭
脳
の
所
産
で
あ
り
、
そ
し
て

こ
の
弧
脳
が
思
惟
の
器
官
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
大
変
な
誤
謬
に
陥
り
た
く
な
け
れ
ば
、
思
惟
を
物
質
か
ら
切
り
、
な
し
て
は

　
　
　
０
）

な
ら
な
い
。
」

　
意
識
や
精
榊
を
高
咬
に
発
展
し
た
物
質
！
－
人
問
の
脳
髄
　
　
の
属
性
と
し
て
、
し
た
が
つ
て
物
質
そ
の
も
の
の
所
産
と
し
て
、

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
四
三
（
六
六
五
）



　
　
　
立
金
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
（
六
六
六
）

認
め
な
い
で
、
精
神
を
そ
の
物
質
的
根
源
か
ら
切
り
は
な
し
、
物
質
の
そ
と
牝
お
け
る
そ
れ
白
体
の
独
自
の
存
在
と
し
て
主
張
し
容

認
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
観
念
論
に
ぞ
く
す
る
。
精
神
は
物
質
・
肉
体
の
う
ち
に
榎
を
も
た
な
い
と
い
シ
よ
う
な
観
念
論
的
な
考
え

方
は
、
白
然
と
人
間
に
つ
い
て
の
無
知
か
ら
く
る
原
始
的
な
考
え
方
　
　
そ
れ
が
宗
教
・
神
を
つ
く
り
だ
し
江
の
だ
が
　
　
と
相
隔

る
こ
と
あ
ま
り
遠
く
な
い
、
同
系
列
の
も
の
だ
と
い
つ
て
さ
し
つ
か
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
に
は
、
事
実
の
う
え
で
の
理
由

が
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
ず
っ
と
ふ
る
い
時
代
に
お
い
て
「
人
類
は
ま
だ
自
分
み
ず
か
ら
の
身
体
の
構
造
に
っ
い
て
ま
っ
た
く
未
知
で
あ
っ
て
、

そ
の
夢
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
も
の
ご
と
に
う
ご
か
さ
れ
、
彼
ら
の
思
惟
や
感
覚
を
ば
、
彼
ら
み
ず
か
ら
の
身
体
○
あ
る
は
た

ら
き
で
は
な
く
、
こ
の
身
体
に
す
ん
で
い
て
、
そ
の
死
に
さ
い
し
、
こ
の
身
体
を
み
す
て
て
さ
り
ゆ
く
、
あ
る
特
別
な
霊
魂
と
い
う

も
の
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
　
　
、
こ
の
ふ
る
い
時
代
か
ら
、
人
類
は
こ
の
よ
う
な
霊
魂
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

部
の
世
界
に
た
い
す
る
関
係
に
っ
い
て
思
い
わ
ず
ら
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
」
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
て
い
る
が
、
現
代
の
観
念

論
も
魂
・
思
考
・
理
念
を
「
み
ず
か
ら
の
身
体
の
あ
る
は
た
ら
き
で
は
な
く
」
肉
体
、
物
質
と
は
べ
っ
に
独
白
に
存
す
る
も
の
、
肉

体
、
物
貫
に
み
、
と
か
ら
　
　
何
か
絶
対
者
か
ら
　
　
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
説
く
、
す
な
わ
ち
、
太
古
の
未
燗
人
と
そ
の
本

貫
に
お
い
て
、
た
い
し
て
か
わ
ら
な
い
物
貫
、
と
精
仰
と
に
閑
す
る
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

　
意
識
が
物
質
に
よ
っ
て
産
み
だ
さ
れ
た
そ
の
属
惟
だ
と
す
れ
ば
、
人
閉
の
脳
随
を
張
ｎ
質
か
ら
戊
る
細
織
の
似
咬
に
発
達
を
と
げ

た
も
の
一
、
・
あ
（
一
、
■
心
惟
○
俳
官
一
、
・
あ
る
一
と
者
え
る
の
は
、
吋
ん
の
矛
盾
も
む
い
当
外
○
こ
・
．
し
一
三
の
ろ
、
、

　
脳
髄
は
有
様
体
・
、
し
し
て
の
人
体
の
う
ち
で
、
他
Ｏ
す
べ
て
の
榊
官
正
」
有
櫟
灼
に
結
び
あ
っ
て
忠
汚
○
作
用
を
す
１
る
、
っ
ま
り
、
生

き
て
い
る
人
体
○
す
べ
て
（
り
様
能
と
連
動
と
と
も
に
、
そ
れ
と
切
り
は
む
す
二
と
の
で
き
な
い
状
睦
に
あ
っ
て
忠
考
す
る
、
人
閉
が



生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
つ
て
、
人
間
の
感
覚
、
意
識
、
思
考
、
精
神
が
働
ら
く
、
ま
た
、
そ
れ
ら
感
覚
等
麦
の
働
ら
き
が
あ

つ
て
こ
そ
人
間
は
生
き
て
い
る
の
で
か
り
、
白
己
の
生
命
を
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
生
命
の
起
源
も
有
機
体
Ｈ
物
質
弄
、
の
も

の
の
う
ち
に
も
と
む
べ
き
で
あ
り
、
物
貫
と
切
り
は
む
し
て
、
物
質
の
そ
と
に
、
神
に
も
と
む
べ
き
で
は
な
い
、

　
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
の
う
ち
で
生
命
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
「
生
命
が
み
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
そ
れ
が
あ
る
蛋
白
体
に
関
係
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
ま
た
分
解
過
程
に

は
い
つ
て
い
な
い
蛋
白
体
が
み
い
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
、
例
外
な
し
に
生
命
現
象
が
み
い
だ
さ
れ
る
、
。

　
吾
々
の
知
っ
て
い
る
最
下
等
の
生
物
は
、
ま
さ
に
簡
単
な
蛋
白
質
塊
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
す
で
に
、
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

ゆ
る
本
質
的
な
生
命
現
象
を
し
め
し
て
い
る
。
」

　
観
念
論
的
な
迷
彩
を
ほ
ど
こ
さ
れ
、
神
秘
的
な
外
被
を
き
せ
ら
れ
、
そ
の
真
実
の
姿
を
蔽
い
か
く
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
生
命
、
霊
魂
、

精
神
の
起
源
と
、
本
質
と
は
、
喉
物
論
の
立
場
か
ら
は
じ
め
て
科
学
的
に
解
明
さ
れ
、
万
人
の
ま
え
に
明
白
に
な
つ
た
。

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

　
「
生
命
と
は
蛋
白
体
の
存
在
の
し
か
た
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
存
在
の
し
か
た
と
い
う
の
は
、
木
質
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
物
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

化
学
的
諸
構
成
要
素
の
不
断
の
白
已
更
新
の
こ
と
で
あ
る
。
」

　
存
在
す
る
も
の
は
物
質
で
あ
り
、
物
質
の
存
在
の
仕
方
は
運
動
で
あ
る
。
運
動
し
な
い
物
質
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
弁
証
法
的

唯
物
論
の
根
本
的
認
識
は
、
生
命
に
っ
い
て
の
認
識
に
も
そ
の
ま
ま
正
し
く
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
生
命
と
は
蛋
白
体
の
存
在

の
し
か
た
で
あ
る
。
　
　
生
命
の
存
作
の
し
か
た
は
不
断
の
物
質
代
謝
で
あ
り
、
ふ
る
い
も
の
が
絶
え
ず
死
ぬ
と
同
時
に
新
し
い
も

の
が
絶
え
ず
生
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
運
動
で
あ
る
。

　
「
す
べ
て
の
生
物
に
一
様
に
存
在
す
る
、
こ
の
生
命
現
象
の
本
質
は
、
ど
こ
に
あ
る
か
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
蛋
白
体
が
そ
の
環

　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
（
六
六
七
）



　
　
　
　
立
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．
四
六
（
六
六
八
）

境
か
ら
他
の
適
当
な
物
質
を
と
り
い
れ
、
そ
れ
を
同
化
し
、
他
万
、
こ
の
蛋
白
体
の
他
の
ふ
る
い
部
分
が
分
解
し
排
泄
き
れ
る
、
と

　
　
　
　
　
幻

い
う
点
に
あ
る
。
」

　
「
生
命
、
す
な
わ
ち
栄
養
と
排
泄
と
に
よ
つ
て
お
こ
る
物
質
代
謝
は
、
そ
れ
自
体
に
よ
つ
て
お
こ
な
わ
れ
る
一
つ
の
過
程
で
あ
り
、

こ
の
過
程
は
、
生
命
の
に
な
い
手
で
あ
る
蛋
臼
質
に
内
在
す
る
、
そ
れ
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
蛋
白
質
は
こ
の
過
程
な
し
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
５
）

生
命
が
存
在
で
き
な
い
。
」

　
生
命
に
っ
い
て
の
謎
を
と
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
物
質
．
・
自
然
と
意
識
．
精
神
と
の
関
係
に
っ

い
て
物
質
の
先
行
性
、
根
源
性
に
た
い
し
、
終
始
一
貫
し
た
理
論
と
認
識
と
を
も
つ
て
い
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
生

命
が
、
感
覚
が
、
物
質
　
　
生
物
　
　
人
間
　
　
の
運
動
の
仕
万
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の
存
在
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
の
属
性
の

一
つ
で
あ
る
と
い
う
唯
物
論
の
認
識
は
、
人
類
の
歴
史
的
実
践
と
、
そ
れ
に
よ
つ
て
正
し
さ
を
検
証
さ
れ
た
科
学
的
理
論
と
の
綜
合

に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
客
観
附
真
実
性
は
殆
ん
ど
疑
を
い
れ
る
余
地
が
な
い
。
そ
れ
は
人
類
発
展
の
現
段
階
に
お

〃
る
唯
一
無
二
の
、
真
理
で
あ
る
。
フ
ォ
ィ
ェ
ル
パ
ツ
ハ
は
「
唯
物
論
は
最
後
の
客
観
的
真
理
と
し
て
の
感
性
的
世
界
か
ら
出
発
す

１
６

る
。
」
と
い
つ
て
い
る
。
こ
の
出
発
点
の
正
し
さ
は
、
実
雌
に
よ
る
検
証
の
結
果
の
到
達
点
　
　
認
識
　
　
の
正
し
さ
と
あ
い
ま
つ

て
、
唯
物
論
の
諦
原
理
の
客
観
的
科
学
性
を
実
証
し
て
い
る
。
「
諦
原
理
は
、
そ
れ
ら
が
白
然
と
歴
史
と
に
一
致
す
か
か
ぎ
り
で
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ

け
、
た
だ
し
い
の
で
あ
る
。
一

　
い
只
理
は
実
肌
へ
り
枕
祉
に
た
え
て
、
結
＾
独
作
的
な
も
の
の
う
ち
に
生
き
続
け
ろ
、
吾
々
が
物
貫
に
お
い
て
知
覚
す
る
と
こ
ろ
の
諮

北
依
に
応
じ
て
、
”
ゲ
、
の
も
○
卒
、
吾
女
の
用
に
た
て
る
瞬
閉
に
、
吾
灸
の
知
覚
す
る
と
こ
ろ
が
正
し
い
か
否
か
が
、
ま
ち
が
い
な
く
吟

味
証
明
さ
れ
る
ｃ
正
し
け
れ
ば
所
期
の
結
果
、
効
果
が
え
ら
れ
る
し
、
正
し
く
な
け
れ
ば
そ
れ
が
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
経
験
的
事
実



に
よ
つ
て
、
反
映
と
し
て
の
意
識
と
そ
の
外
に
お
け
る
対
象
；
ｉ
物
質
　
　
と
の
照
応
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
も
と
と
す
る
知
識
の

客
観
的
な
正
し
さ
が
一
ｕ
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
エ
ン
グ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
五
四
，
、
五
五
頁
参
照
）

　
「
対
象
的
真
理
が
人
間
の
思
惟
に
到
来
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
何
等
理
論
の
問
題
で
は
な
く
、
一
の
実
践
的
問
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
８
）

．
人
間
は
真
理
を
、
即
ち
彼
の
思
惟
の
現
実
性
と
力
、
そ
の
此
岸
性
を
、
実
践
に
お
い
て
証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

　
毛
沢
東
も
ま
た
、
真
実
の
理
論
は
一
つ
し
か
な
い
と
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
　
「
真
実
の
理
論
は
、
世
界
に
、
た
だ
一
種
類
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
現
実
の
な
か
か
ら
引
き
だ
さ
れ
、
ま
た
、
客
観
的

な
現
実
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
理
論
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
ほ
か
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
意
味
で
の
理
論
と
い
え
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
）

な
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
物
質
の
客
観
的
存
在
・
運
動
を
認
め
、
そ
の
う
ち
か
ら
理
論
を
み
ち
び
き
だ
し
、
理
論
を
客
観
的
存
在
に
よ
っ
て
テ
ス
ト
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
唯
物
論
の
正
し
く
て
合
理
的
な
立
場
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
立
場
が
理
性
に
か
な
っ
て
い
る

ゆ
え
に
、
根
本
に
わ
い
て
不
合
理
の
上
に
築
か
れ
た
階
級
社
会
に
お
い
て
は
、
確
物
論
は
支
配
階
級
に
よ
つ
て
ま
さ
に
そ
の
反
対
物

に
転
化
さ
れ
、
歪
山
さ
れ
て
人
々
に
教
え
ら
れ
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
唯
物
論
に
た
ー
い
す
る
誹
誘
、
歪
曲
、
否
定
は
、
当
然

鶴
念
論
の
賞
揚
、
讃
美
、
肯
定
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　
労
働
す
る
も
の
と
労
働
し
な
い
も
の
と
の
二
僻
紋
に
分
裂
し
た
礼
会
て
は
、
精
仰
は
物
質
と
対
一
）
Ｕ
、
女
配
幣
級
は
精
神
灼
な
も

の
を
独
占
し
崎
肉
労
働
を
蔑
視
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
桁
級
的
優
越
を
ほ
こ
る
。
し
た
が
つ
て
彼
ら
は
一
般
に
物
質
的
な
閑
連
を
断
つ

た
抽
象
的
、
観
念
的
な
も
の
を
堆
崇
し
て
、
具
休
的
、
物
質
的
む
考
え
方
を
い
や
し
み
、
軽
蔑
す
る
。
こ
の
階
級
的
で
低
劣
、
卑
俗

な
偏
見
に
よ
る
と
「
観
念
論
、
理
想
士
エ
義
、
精
神
主
義
と
い
う
の
は
、
徳
、
普
遍
的
人
類
愛
お
よ
び
一
般
に
「
よ
り
よ
い
世
界
」
に
た

　
　
　
　
唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
（
阿
部
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
（
六
六
九
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
三
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
（
六
七
〇
）

　
　
　
　
～

　
　
　
　
２

い
す
る
信
仰
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
　
「
雌
物
論
と
い
う
の
は
、
牛
飲
馬
食
、
目
の
保
養
、
肉
欲
や
虚
栄
心
、
金
銭
欲
、
強
欲
、

所
有
欲
、
利
殖
や
投
機
、
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
り
が
ら
わ
し
い
悪
徳
　
　
彼
ら
み
す
か
ら
ひ
そ
か
に
そ
れ
に
ふ
け
り
、
そ
の
奴
隷
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
９
．

な
つ
て
い
る
い
つ
さ
い
の
悪
徳
　
　
の
こ
と
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
を
全
く
正
し
く
な
い
願
倒
し
た
考
え
方
や
偏
見
を
、
ひ
ろ
く
撒
き
ち
ら
す
役
目
を
す
る
と
こ
ろ
の
道
徳
、
宗
教
、
思
想

な
ど
を
保
護
助
成
し
た
り
、
一
般
教
育
の
う
ち
に
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
た
り
す
る
支
配
階
級
の
人
民
に
た
い
す

る
諾
政
策
を
、
蒙
昧
主
義
と
い
わ
ず
し
て
何
ん
と
呼
ぼ
う
ぞ
。

「
註
」

　
　
　
レ
ー
ニ
ン
「
唯
物
論
と
経
鮫
批
判
論
」
　
七
九
頁

　
２
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
．
イ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
と
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
終
結
」
マ
ル
ク
ス
ェ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
五
巻
下
・

　
　
　
四
八
一
頁

　
３
　
レ
ー
ニ
ン
「
哲
学
ノ
丁
ト
」
　
六
一
頁

　
４
　
古
在
由
重
編
「
弁
証
法
的
唯
物
論
」
　
一
八
五
－
一
八
七
頁

　
５
　
マ
ル
ク
ス
ぱ
い
っ
て
い
る
。
　
「
思
惟
を
思
性
す
る
物
質
か
ら
切
り
は
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
物
質
が
万
物
変
化
の
主
体
で
あ
る
。
」
（
ス
タ
ー

　
　
　
リ
ン
「
弁
証
法
灼
唯
物
論
と
歴
史
唯
物
論
」
二
一
八
頁
）

　
　
「
観
念
的
な
も
の
は
、
人
閉
の
頭
の
中
で
転
変
さ
れ
翻
沢
さ
れ
た
物
貫
的
な
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
」
（
マ
ル
ク
ス
「
資
木
論
」
長
谷
部
文
雄
訳
・

　
　
青
木
書
店
版
・
八
六
頁
）

　
６
　
レ
ー
ニ
ン
「
哲
学
ノ
丁
ト
」
第
一
分
冊
・
哲
学
研
究
会
・
六
一
頁

　
７
　
右
同
苫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
頁

　
８
　
前
出
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ル
７
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
」
囚
五
一
頁

　
９
　
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
マ
ル
ク
ス
ェ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
四
巻
　
一
一
七
！
一
丁
へ
頁

　
０
　
前
出
・
ス
タ
丁
リ
ン
「
弁
証
法
的
唯
物
諭
と
歴
史
唯
物
論
」
二
一
七
頁

　
　
前
出
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ル
丁
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
」
四
四
五
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○



）

ｎ
／
ｉ

＾
）

つ
一

〇）４１（）

－
ｎ
〕

１（）６１（）

Ｈ
、
’

１（）Ｓ

１
，

／
、

）９１（）０ｅつ２
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
マ
ル
ク
ス
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
・
第
十
四
巻
　
一
八
五
頁

　
右
同
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
四
頁

「
牢
命
、
す
む
わ
ら
蛋
白
体
の
存
在
○
し
か
た
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
蛋
白
体
は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
ス
、
れ
白
身
で
あ
り
ま
た
同
時
に
他
の
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
　
（
前
出
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
」
　
一
八
五
頁
）

一
．
運
動
は
物
質
の
存
在
の
し
か
た
で
あ
る
。
運
動
の
な
い
物
質
は
、
い
つ
ど
こ
に
も
む
か
っ
た
し
、
ま
た
あ
り
え
な
い
。
」
　
（
前
出
「
反
デ
ュ
ー

リ
ン
グ
」
一
五
三
頁
）

右
同
書
　
　
　
　
一
八
五
頁

　
右
同
書
　
　
　
　
一
八
六
頁

　
前
出
．
レ
ー
ニ
ン
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
一
七
五
頁

前
出
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
論
」
一
一
七
頁

　
「
フ
オ
イ
ェ
ル
パ
ツ
ハ
論
」
ー
マ
ル
ク
ス
「
．
フ
オ
イ
ェ
ル
バ
ツ
ハ
論
綱
」
岩
波
文
庫
　
一
〇
四
頁

　
「
整
風
文
献
」
の
う
ち
毛
沢
東
「
学
風
、
党
風
、
文
風
を
整
頓
せ
よ
」
国
民
文
庫
版
　
三
一
頁

　
前
出
．
エ
ン
ゲ
ル
ス
「
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
」
四
五
九
頁

　
右
同
書
　
　
　
　
四
五
九
頁

唯
物
論
に
つ
い
て
の
覚
え
書
（
そ
の
一
）
（
阿
部
）

四
九
（
六
七
一
）


