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三

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及

山

本

幾

生

前
稿
（
そ
の
一
・
二
）
の
目
次

一
．
本
稿
の
意
図
と
従
来
の
研
究

二
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ッ
シ
ュ
が
目
指
す
「
同
じ
も
の
」
に
し
て
「
似
て
非
な
る
も
の
」

三
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ッ
シ
ュ
の
対
決
の
根
か
ら
対
決
の
争
点
へ
―
生
の
存
在
論
的
無
差
別
か
ら
超
越
へ

四
．
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及

　

ミ
ッ
シ
ュ
は
な
ぜ
、
第
一
・
二
論
考
に
お
け
る
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
」
に
留
ま
ら
ず
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
は
デ
ィ
ル
タ
イ

と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
遡
及
す
る
よ
う
指
示
」
し
て
い
る
と
考
え
、
第
三
論
考
を
起
こ
し
て
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の

対
決
」
を
遂
行
し
た
の
か
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
新
た
な
争
点
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
隠
れ
た

争
点
が
露
わ
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
」
は
両
者
の
存
命
中
に
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遂
行
さ
れ
、
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
逝
去（
一
九
一
一
年
）後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
デ
ィ
ル
タ
イ
を
批
判
し
、
か
く
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
第
一
・

二
論
考
で
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
」
を
、
第
三
論
考
で
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
」
を
遂
行
し
た
の
で
あ
る
。
ミ

ッ
シ
ュ
か
ら
見
れ
ば
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
第
一
・
二
論
考
の
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
し

て
亡
き
デ
ィ
ル
タ
イ
に
代
わ
っ
て
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
」
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
を
展
開
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
は
、
さ
ら
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
一
九
二
九
年
の
新
刊
書
を
契
機
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
す
る
デ
ィ

ル
タ
イ
擁
護
に
留
ま
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
と
し
て
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
」
に
遡
及
せ
ざ
る

を
え
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
が
、
結
局
、
そ
れ
以
前
に
展
開
さ
れ
た
「
デ
ィ

ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
」
に
端
を
発
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
棹
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
気
づ

か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
対
決
は
解
釈
学
（
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ミ
ッ
シ
ュ
）
と
現
象
学
（
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
ハ
イ
デ
ガ

ー
）
の
対
決
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
釈
学
と
現
象

学
と
い
う
二
つ
の
道
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ッ
シ
ュ

　

対
決
の
発
端
と
な
る
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
」
は
、
そ
の
言
い
回
し
と
し
て
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
一
九
三
〇
年
に
三
編
の

論
考
を
ま
と
め
た
『
生
の
哲
学
と
現
象
学　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
』
の
「
緒
言
」
で

使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
身
で
こ
と
さ
ら
に
使
っ
た
言
い
回
し
で
は
な
い
。
た
し
か
に

フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
の
哲
学
を
批
判
す
る
が
、
そ
れ
を
「
対
決
」
と
し
て
言
挙
げ
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
デ
ィ
ル
タ

イ
の
方
は
む
し
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
称
賛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
は
「
対
決
」
と
い
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と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

う
よ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
称
賛
し
て
い
た
が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
限
界
を
批
判
し
て
い
た
と
い
う
、
ど
ち
ら
か

と
い
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
に
は
分
が
悪
い
評
価
が
定
着
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
と

フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
」
を
ミ
ッ
シ
ュ
が
語
る
五
年
前
、
一
九
二
五
年
四
月
一
六
日
か
ら
五
月
二
一
日
ま
で
行
わ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
一
〇

回
連
続
講
演「
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
研
究
活
動
と
歴
史
学
的
世
界
観
を
求
め
る
現
代
の
争
い
」、
い
わ
ゆ
る「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」

の
道
筋
そ
れ
自
身
が
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
第
一
回
目
に
「
歴
史
的
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
と
い
う
問
い
を
あ
げ
、「
私
た
ち
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
越

え
出
て
、
し
か
も
現
象
学
を
土
台
に
し
て
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
（
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
論
理
学
研
究
』
を
画
期
的
だ
と
述
べ
ま

し
た
）」（D

J8,147

）
と
語
る
。
そ
し
て
講
演
は
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
涯
と
著
作
」（
第
二
回
目
）、「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
題
設
定
」（
第
三

回
目
）、
さ
ら
に
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
題
設
定
の
限
界
」（
第
四
回
目
）
を
指
摘
し
、
か
く
し
て
「
現
象
学
の
本
質
と
諸
目
標
」（
第
五
回
目
）

へ
進
む
さ
い
に
も
こ
う
語
る
。「
私
た
ち
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
問
い
を
反
復
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
な
す
の
は
、
そ
の
手
段

を
私
た
ち
に
手
渡
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
に
対
し
て
私
た
ち
を
さ
ら
に
先
に
進
ま
せ
て
く
れ
る
研
究
を
土
台
に
し
て
で
す
。
そ
の
研
究

が
現
象
学
で
す
」（D

J8,158

）。

　

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
賞
賛
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
し
か
も
そ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
を
超
え
出
た
も

の
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
持
ち
上
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
が
行
わ
れ
た
一
九
二
五
年
は
、
ち
ょ
う
ど
ミ

ッ
シ
ュ
が
百
頁
を
越
え
る
長
大
な
「
編
者
緒
言
」
を
付
し
て
『
デ
ィ
ル
タ
イ
全
集　

第
五
巻
』
を
公
刊
し
た
翌
年
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

二
年
前
の
一
九
二
二
年
の
一
〇
・
一
一
月
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
助
手
を
務
め
て
い
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル

ク
大
学
の
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
、
そ
し
て
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
ヘ
ル
マ
ン
・
ノ
ー
ル
の
、
後
任
人
事
の
た
め
の
哲
学
員
外
教

授
補
充
人
事
へ
の
応
募
の
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
勧
め
で
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
象
学
的
解
釈
」、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」



六
六

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
二
号

を
仕
上
げ
る
。
こ
れ
が
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
は
ナ
ト
ル
プ
の
も
と
に
届
き
、「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」と
言
わ
れ
る
通
り
一
位
指
名
と
な
り
、

ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
は
学
部
長
で
あ
っ
た
ミ
ッ
シ
ュ
の
も
と
に
届
き
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
っ
て
「
哲
学
部
の
所
見
」
が
「
一
一
月
二
日

付
け
」
で
書
か
れ
一
位
指
名
か
ら
外
れ
る
。
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
翌
年
夏
学
期
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
「
正
教
授
の
地
位
と
権

利
を
持
っ
た
員
外
教
授
」
に
、
そ
し
て
冬
学
期
か
ら
「
正
教
授
」
に
就
い
た
の
で
あ
る) 1

(

。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
五
年
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
限
界
を
語
る
と
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
現
象
学
を
讃
え
た
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
な
か
で
、「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
と
同
年
の
夏
学
期
講
義
の
中
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
『
論
理
学
研
究
』

を
「
現
象
学
の
土
地
台
帳
の
ご
と
き
基
礎
文
献
」
と
し
て
讃
え
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
こ
の
探
求
の
中
心
的
意
義
を
い
ち
早
く
認
め
た
最
初

の
人
」
と
し
て
こ
の
書
を
即
座
に
演
習
で
使
い
始
め
た
、
と
述
べ
る
（GA

20,30

）。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
宛
書
簡
に
触
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

「
フ
ッ
サ
ー
ル
宛
の
書
簡
の
な
か
で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、両
者
の
仕
事
を
、一
つ
の
山
を
反
対
側
か
ら
掘
削
す
る
こ
と
に
喩
え
て
お
り
、

両
者
は
そ
の
掘
削
と
貫
通
に
よ
っ
て
出
会
う
の
で
あ
る
」（GA

20,30

）。

　

現
在
公
刊
さ
れ
て
い
る
両
者
の
書
簡) 2

(

は
、
一
九
一
一
年
六
月
二
九
日
付
け
の
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
書
簡
、
そ
し
て
七
月

五
・
六
日
付
け
の
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
返
信
、
そ
し
て
七
月
十
日
付
け
の
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
書
簡
、
さ
ら
に
同
年
十
月
一
日
デ
ィ
ル
タ

イ
逝
去
後
、
十
日
付
け
で
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
夫
人
へ
の
書
簡
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
山
の
掘
削
の
喩
え
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
本
稿
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
、
一
致
点
と
相
違
点
を
語
る
言
葉
、
あ
る
い
は
同
じ
も
の
を
別
の
側
面
か
ら
探
求
し
て
い
る
と
い
う

趣
旨
の
言
葉
、
こ
れ
ら
は
両
者
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、
二
五
年
の
時
点
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
こ
の
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│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
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（
山
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書
簡
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ミ
ッ
シ
ュ
に
対
し
て
も
こ
れ
ら
の
書
簡

を
知
ら
せ
て
お
り
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
三
〇
年
の
第
三
論
考
で
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
謝
辞
を
付
し
て
引
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
二
五
年
夏
学
期
講
義
で
書
簡
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
は
、
講
義
の
導
入
部
分
（
第
一

－

三
節
）
直
後
の
「
準
備
的

部
分
」
最
初
の
節
（
第
4
節
）
の
な
か
で
あ
り
、
時
期
と
し
て
は
一
九
二
五
年
四
月
一
六
日
か
ら
五
月
二
一
日
の
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
の

頃
に
重
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
第
三
論
考
で
書
簡
の
こ
と
を
公
に
す
る
以
前
に
こ
れ
ら
の
書
簡
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
簡
の
一
部
を
公
に
し
た
第
三
論
考
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ミ
ッ
シ

ュ
宛
書
簡
の
時
点
で
は
も
と
よ
り
、
二
七
年
公
刊
の
『
存
在
と
時
間
』
の
時
点
で
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
が
往

復
書
簡
の
な
か
で
互
い
に
一
致
点
と
相
違
点
を
確
認
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
の
う
え
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
右
に
引
用
し
た
言
葉
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、
数
十
年
来
求
め
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
一
八
九
四
年
の
学
士
院
論
文
で
批
判
的
体
系
的
に
定
式
化
し
た

こ
と
、
そ
の
最
初
の
充
足
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
そ
れ
自
身
の
基
礎
学
で
あ
る
」（GA

20,30

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
一
八
九
四
年
の
学
士
院
論
文
」
と
は
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
理
念
』（GS

5

）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は

公
刊
と
同
時
に
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ) 3

(

、
そ
の
後
デ
ィ
ル
タ
イ
は
沈
黙
を
守
り
、
一
九
〇
〇
年
に
は
『
解
釈
学
の
成

立
』
を
公
刊
、
そ
し
て
一
九
〇
五
年
の
「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
研
究
。
第
一
研
究
・
心
的
構
造
連
関
」（
以
下
「
第
一
研
究
」）

の
な
か
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
れ
を
自
身
の
『
理
念
』
と
「
類
縁
的
な
試
み
」
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、

「
卓
越
し
た
研
究
」
と
し
て
賞
賛
す
る
の
で
あ
っ
た
（GS

7,9

）。
し
か
し
一
九
一
一
年
に
公
刊
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
世
界
観
の
類
型
と
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形
而
上
学
的
体
系
に
お
け
る
そ
の
形
成
」（
以
下
「
世
界
観
論
考
」）
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
同
年
『
厳
密
な
学
と
し
て
の
哲
学
』（
以

下
、『
厳
密
学
』
と
略
記
。SW

,289-341

）

) 4

(

の
中
で
批
判
し
、
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
書
簡
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
二
五
年
夏
学
期
で
こ
の
書
簡
に
触
れ
た
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
一
九
〇
五
年
の
デ
ィ
ル
タ

イ
の
「
第
一
研
究
」
か
ら
一
一
年
の
「
世
界
観
論
考
」
そ
し
て
同
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
厳
密
学
』
へ
と
続
く
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ

ー
ル
の
対
決
」
と
両
者
の
書
簡
の
内
容
を
捉
え
た
う
え
で
、
二
五
年
に
「
カ
ッ
セ
ル
公
演
」
を
行
い
、
二
七
年
に
フ
ッ
サ
ー
ル
編
集
『
現

象
学
年
報
』
に
『
存
在
と
時
間
』
を
公
刊
し
、
現
象
学
に
依
拠
し
な
が
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し

て
そ
の
翌
年
の
一
九
二
八
年
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
任
と
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

の
許
で
書
い
た
二
二
年
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」
か
ら
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
を
経
由
し
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
に
戻
っ
た
わ
け
で
あ
る

　

こ
れ
に
対
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
衣
鉢
を
継
ぎ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
女
婿
と
し
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
許
に
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
あ
っ
て
二
二
年
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」
に
つ
い
て
「
哲
学
部
の
所
見
」
の
中
で

次
の
よ
う
に
語
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
三
つ
の
対
置
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
見
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

「
・
・
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
歴
史
と

0

0

0

、
今
日
多
く
採
ら
れ
て
い
る
生
の
哲
学
の
立
場

0

0

0

0

0

0

0

の
体
系
化

0

0

0

の
結
合
に
着
手
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
論
理
学
的
に
く
ま
な
く
形
成
さ
れ
た
解
釈
学
的
手
法
と
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
精
神
史
の
哲
学
的
活
用

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
互
い

に
補
完
し
合
い
な
が
ら
一
緒
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
彼
自
身
の
成
長
に
由
来
す
る
、
人
間
の
生
の
歴
史
性

0

0

0

0

0

0

0

0

の

意
義
に
つ
い
て
の
徹
底
的
に
根
源
的
な
意
識
を
持
ち
出
す
。
精
神
科
学
的
か
つ
世
界
観
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
生
の
哲
学
の
体
系
的

意
味
を
認
識
し
、
論
理
学
的
に
鋭
く
定
式
化
す
る
能
力
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
来
の
強
み
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
歴
史
的
に
哲
学
す
る

こ
と
の
正
当
性
が
今
日
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
生
に
反
対
し
て
論
理
学
を
打
ち
立
て
る
側

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
っ
て
、
そ
の
正
当
性
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デ
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タ
イ
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決
へ
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遡
及
（
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本
）

を
擁
護
す
る
者
と
し
て
、
彼
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」（D

J6,272

）。

　

わ
れ
わ
れ
が
言
う
三
つ
の
対
置
と
は
、
一
つ
は
歴
史
と
体
系
化
の
対
置
、
一
つ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
る
精
神
史
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る

手
法
の
対
置
、
そ
し
て
人
間
の
生
の
歴
史
性
と
論
理
学
の
対
置
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
置
の
一
方
の
項
（
歴
史
、
精
神
史
、
歴
史
性
）
は

時
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
方
の
項
（
体
系
化
、
論
理
学
的
に
形
成
さ
れ
た
解
釈
学
的
手
法
、
論
理
学
）
は
超
時
間
的
あ
る
い
は
非

時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
置
の
中
で
ミ
ッ
シ
ュ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
後
者
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
側
に
位
置
づ
け
、
し
か
も
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
「
生
に
反
対
し
て
論
理
学
を
打
ち
立
て
る
側
に
あ
っ
て
」「
人
間
の
生
の
歴
史
性
の
意
義
」
を
持
ち
出
し
、
対
置
を
結
合
し
よ

う
と
し
て
い
る
、
と
評
価
し
て
い
る
一
方
で
、「
し
か
し
」
と
続
け
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
定
式
化
し
て
い
る
諸
々
の
表
現
に
は
、
現
象
学
学
派
の
概
念
装
置
全
体
の
負
荷
が
か
け
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
い
ぜ
ん
と
し
て
、
な
に
か
無
理
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
彼
の
哲
学
的
姿
勢
に
は
、
実
り
多
く
感
銘
を
与
え
る
と
は
限
ら
な
い
、

自
由
に
す
る
代
わ
り
に
制
圧
す
る
よ
う
な
傾
向
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」（D

J6,272

）。

　

ミ
ッ
シ
ュ
が
こ
こ
で
な
に
か
無
理
が
あ
る
と
み
な
す
「
定
式
的
表
現
」
は
、
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ナ

ト
ル
プ
報
告
」
の
な
か
で
強
調
点
を
付
さ
れ
た
多
く
の
表
現
に
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
創
始
し

よ
う
と
し
た
「
解
釈
学
」
に
お
け
る
「
学
的
解
釈
」
の
「
解
釈
」
は
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」
の
冒
頭
で
「
視
座
」「
視
線
」「
視
野
」（D

J6,137

）

と
い
う
定
式
で
説
明
し
直
さ
れ
な
が
ら
、
哲
学
自
身
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
哲
学
の
問
題
圏
は
事
実
的
生
の
存
在
に
関
わ
る
。
・
・
・
哲
学
の
問
題
全
体
は
事
実
的
生
の
存
在
が
そ
の
時
々
に
い
か
に
語
り
か

け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る
か
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
事
実
性
の
存
在
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
語
り
か
け
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る

も
の
の
範
疇
的
な
学
的
解
釈
、
論
理
学
で
あ
る
。

　

存
在
論
と
論
理
学
は
、
事
実
性
の
問
題
圏
の
根
源
の
統
一
に
再
び
取
り
戻
さ
れ

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

、
原
理
的
な
研
究
が
張
り
出
し
て
き
た
部
分
と
し

て
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
原
理
的
な
研
究
と
は
事
実
性
の
現
象
学
的
解
釈
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
表
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」

（D
J6,246f.

）。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
彼
は
存
在
論
と
論
理
学
を
事
実
的
生
の
問
題
圏
の
中
で
根
源
的
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
を
試
み
る
も
の
と
し
て
、「
原
理
的
な
研
究
」と
し
て
の「
事
実
性
の
現
象
学
的
解
釈
学
」を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。「
現

象
学
的
解
釈
学
」
と
い
う
呼
称
で
現
象
学
と
解
釈
学
の
統
一
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
、
現
象
学
と
解
釈
学
を
統
一
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
存
在
論
と
論
理
学
を
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
統
一
が
生
じ
る
根
源
へ
遡
及
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
志
向
は
、「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
と
同
じ
二
五
年
の
夏
学
期
講
義
の
中
で
「
存

在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」
へ
向
か
い) 5

(

、
そ
し
て
二
七
年
『
存
在
と
時
間
』
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
志
向
の
一
貫
性
と
明
瞭
さ
の
一
方
で
、
当
時
興
っ
て
き
た
二
つ
の
潮
流
が
「
現
象
学
的
解
釈
学
」
と
い
う
字
義
通
り
に
統
一
さ

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
疑
問
も
生
じ
て
こ
よ
う
。
一
方
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
一
九
〇
〇
年
の
『
解
釈
学
の
成
立
』
の
な
か
で
文
献

解
釈
を
モ
デ
ル
に
し
て
語
ら
れ
て
い
る
体
験
・
表
現
・
理
解
は
、
は
た
し
て
も
う
一
方
の
フ
ッ
サ
ー
ル
が
一
九
〇
一
／
二
年
の
『
論
理
学

研
究
』
の
中
で
展
開
し
た
現
象
学
的
な
知
覚
の
分
析
に
お
け
る
視
覚
を
モ
デ
ル
に
し
た
定
式
的
表
現
で
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
解

釈
学
と
現
象
学
は
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
、
そ
し
て
存
在
と
論
理
は
生
の
事
実
性
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
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│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

そ
う
し
た
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
そ
こ
に
、「
な
に
か
無
理
」
を
、
そ
し
て
「
自
由
に
す
る
代
わ
り
に
制
圧
す
る
よ
う
な
傾
向
」

を
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
対
す
る
批
判
へ
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
表
現
の
定
式
化
こ
そ
現
存
在
か
ら
基
礎
存
在
論
へ
向
か
う
さ
い
に
必
須
の
も
の
で
あ
り
、
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
真
骨
頂
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
ミ
ッ
シ
ュ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
定
式
化
」
を
批
判
す
る
一
方
で
賞
賛
し
て
い
た
点
で
も

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
科
学
的
か
つ
世
界
観
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
生
の
哲
学
の
体
系
的
意
味
を
認
識
し
、
論
理
学
的
に
鋭
く
定

式
化
す
る
能
力
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
本
来
の
強
み
と
し
て
現
れ
て
い
る
」。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
に
至
っ
て
自
身
の
「
表

現
」
を
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
並
ぶ
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。
そ
れ
は
ミ
ッ
シ
ュ
の
手
に
な
る
「
哲
学
部
の
所
見
」
を

つ
ぶ
さ
に
知
っ
て
反
論
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

「
以
下
の
分
析
の
な
か
で
表
現
が
ぎ
こ
ち
な
く「
不
細
工
」で
あ
る
点
に
つ
い
て
、
注
釈
を
加
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

存
在
者

0

0

0

に
つ
い
て
物
語
り
な
が
ら
報
告
す
る
の
と
、
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
る
の
は
、
別
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
課

題
に
は
、
た
い
て
い
、
語
だ
け
で
な
く
、
と
り
わ
け
「
文
法
」
が
欠
け
て
い
る
。
比
類
の
な
い
水
準
の
存
在
分
析
を
し
た
昔
の
諸
探

求
を
指
摘
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
存
在
論
的
な
節
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上

学
』第
七
巻
第
四
章
を
ト
ゥ
ー
キ
ュ
ー
デ
ィ
デ
ス
の
物
語
の
節
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
彼
ら
哲
学
者
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
人
に
要
求
さ
れ
た
、

前
代
未
聞
の
定
式
化
さ
れ
た
表
現
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
」（SZ,39
）。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
個
々
の
定
式
的
表
現
に
立
ち
入
る
よ
り
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
志
向
と
ミ
ッ
シ
ュ
の
志
向
の
根
本
的
な
違
い
に
こ

そ
注
目
し
た
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
二
二
年
「
ナ
ト
ル
プ
報
告
」
で
は
、
存
在
論
と
論
理
学
の
統
一
を
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
と
フ
ッ
サ
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ー
ル
の
現
象
学
を
統
一
す
る
「
現
象
学
的
解
釈
学
」
に
求
め
る
が
、
こ
れ
は
二
七
年
『
存
在
と
時
間
』
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、「
現
存

在
の
現
象
学
は
・
・
・
解
釈
学
で
あ
る
」（SZ,37

）
と
し
て
、
存
在
論
の
可
能
性
を
現
存
在
の
分
析
論
に
求
め
た
。
そ
の
一
方
で
、
二
三

年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
職
を
得
て
か
ら
の
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
で
は
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
限
界
」
を
語
り
、
二
七
年
『
存
在
と
時
間
』

で
も
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
「
哲
学
部
の
所
見
」

の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
統
一
が
語
ら
れ
る
の
は
現
象
学
の
側
か
ら
の
解
釈
学
と
の
統
一
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ッ
シ
ュ

は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
許
に
あ
っ
て
解
釈
学
あ
る
い
は
生
の
哲
学
の
側
か
ら
「
哲
学
部
の
所
見
」
を
書
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
そ
し
て

生
の
哲
学
の
、
い
わ
ば
現
象
学
化
に
、
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
現
象
学
と
解
釈
学
は
相
容
れ
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
相
反
し
な
が
ら
も
何
ら
か
の
関
係
性
が
、
あ
る
い
は
統
一
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
重
要
な
の
は
こ
の
問
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ッ
シ
ュ
（
生
の
哲
学
に
基
づ
く
論
理
学
）
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
（
現
存
在
の
分
析
に
基
づ
く
基
礎
存

在
論
、
現
存
在
の
形
而
上
学
）
の
志
向
を
方
向
づ
け
て
い
る
、
デ
ィ
ル
タ
イ
（
解
釈
学
）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
（
現
象
学
）
の
対
決
に
遡
及
し

よ
う
。

（
二
）
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
へ

　

ま
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
で
「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
論
理
学
研
究
』
を
画
期
的
だ
と
述
べ
ま
し
た
」
と
評
し
た
点
か
ら

立
ち
入
っ
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
『
論
理
学
研
究
』
を
賞
賛
す
る
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
す
で
に
、「
フ

ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
の
対
決
」
さ
ら
に
は
「
現
象
学
と
解
釈
学
」
の
相
容
れ
な
い
路
線
の
対
立
が
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
論
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
九
〇
五
年
の
「
第
一
研
究
」
の
中
で
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
。



七
三

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

「
知
の
基
礎
づ
け
」
あ
る
い
は
「
知
の
理
論
」
は
、「
体
験
さ
れ
た
認
識
過
程
に
含
ま
れ
る
も
の
」
だ
け
で
な
く
、「
現
実
認
識
・
価

値
評
価
・
目
的
設
定
そ
し
て
規
則
設
定
」
を
も
包
含
し
て
い
る
。
前
者
の
解
明
は
「
記
述
的
心
理
学
に
つ
い
て
の
論
考
」
が
行
っ
て

お
り
、
後
者
の
解
明
は
「
解
釈
学
に
つ
い
て
の
私
の
論
考
」
が
遂
行
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
前
者
に
「
類
縁
的
な
試
み
」
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
知
の
理
論
の
「
厳
密
に
記
述
す
る
基
礎
づ
け
」
を
「
認
識
の
現
象
学
」
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
新
た
な
哲
学
的
部
門
と

し
て
創
出
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
卓
越
し
た
探
求
」
で
あ
る
。（GS

7,9ff.

）

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
賞
賛
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
手
放
し
の
賞
賛
で
は
な
く
、
自
身
の
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

な
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
位
置
づ
け
て
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
は

賞
賛
さ
れ
る
べ
き
試
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
類
縁
的
な
こ
と
は
、
す
で
に
一
八
九
四
年
の
「
記
述
的
心
理
学
に
つ
い
て
の
論
考
」（
正
確

に
は
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
に
つ
い
て
の
理
念
』）
の
な
か
で
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
も
、
こ
の
「
論
考
」
は
周
知
の
よ

う
に
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
そ
の
後
デ
ィ
ル
タ
イ
は
沈
黙
を
守
り
、
一
九
〇
〇
年
に
な
っ
て
「
解
釈
学
に
つ
い
て
の
論

考
」
を
世
に
出
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
九
〇
一
／
二
年
の
公
刊
当
初
か
ら
耳
目
を
集
め
た
『
論
理
学
研
究
』
を
自
身
と
「
類
縁
的
な

試
み
」
と
し
て
「
賞
賛
」
す
る
こ
と
は
、
自
身
の
心
理
学
的
試
み
を
堅
持
し
な
が
ら
か
つ
て
の
批
判
の
不
当
性
を
訴
え
る
こ
と
に
も
な
ろ

う
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
本
意
は
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
。
そ
れ
が
右
で
言
わ
れ
る
「
後
者
の
解
明
」
で
あ
る
。
彼
は
右
の
引
用
文
に

続
け
て
、
お
よ
そ
こ
う
述
べ
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
認
識
の
現
象
学
」
に
対
し
て
、
私
〔
デ
ィ
ル
タ
イ
〕
の
記
述
的
心
理
学
に
は
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
が
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
よ
る
「
知
の
客
観
的
妥
当
性
は
」、
後
者
（「
現
実
認
識
・
価
値
評
価
・
目
的
設
定
そ
し
て
規
則
設
定
」）
に
関
わ
る
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精
神
科
学
の
領
域
に
基
づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
記
述
は
、
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
の
限
界
を
超
え
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・
。
以
下
で
述
べ
る
理
論
が
現
実
・
価
値
評
価
・
目
的
設
定
・
規
則
設
定
の
認
識
に
お
け
る
知
を
バ
ラ
ン
ス
良

く
包
含
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
様
々
な
心
的
な
働
き
が
互
い
に
結
合
さ
れ
て
い
る
連
関
へ
遡
及
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
必
要

が
あ
る
」。
か
く
し
て
「
知
の
理
論
の
抽
象
的
展
開
が
心
的
生
全
体
の
連
関
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
」
を
「
別
の
側
面
か
ら
」
解
明

す
る
も
の
が
、「
解
釈
学
に
つ
い
て
の
私
の
論
考
」（
す
な
わ
ち
、
一
九
〇
〇
年
『
解
釈
学
の
成
立
』）
で
あ
る
（GS

7,11

）。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
心
的
生
の
連
関
の
分
析
は「
基
礎
的
論
理
操
作
」に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
心
理
学
的
に
遂
行
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
別
の
側
面
か
ら
」、
つ
ま
り
表
現
を
介
し
て
解
釈
学
的
に
遂
行
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
分
析
で
「
知
の
客
観
的
妥
当
性
」
が
獲
得
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
年
代
を
追
え
ば
、
ま
ず
は
、「
現
象
性
の
原
理
」
に
よ
る
「
認
識
論
的
基

礎
づ
け
」（GS

1,V
orrede1

）
と
し
て
知
の
客
観
的
妥
当
性
の
基
礎
が
確
保
さ
れ
、
そ
し
て
心
的
連
関
の
心
理
学
的
分
析
に
よ
っ
て
「
心

理
学
的
基
礎
づ
け
」（GS

5,139

）
が
、
そ
し
て
「
生
・
表
現
・
理
解
と
い
う
連
関
」
あ
る
い
は
「
体
験
・
表
現
・
理
解
と
い
う
連
関
」
か

ら
な
る
解
釈
学
に
よ
る
「
精
神
科
学
」
の
「
基
礎
づ
け
」（GS

7,87

）
が
、
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る）

6
（

。
こ
の
過
程
の
中
で
デ
ィ
ル
タ
イ
で

問
題
に
な
り
う
る
の
は
、「
知
の
客
観
的
妥
当
性
」
と
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
で
問
題
と

な
り
う
る
の
は
、「
記
述
は
、
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
の
限
界
を
超
え
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
面
の
真

意
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、わ
れ
わ
れ
は
こ
の
文
面
と
論
述
の
仕
方
が
酷
似
し
た
叙
述
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。そ
れ
は
、

五
年
後
の
『
精
神
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
築
』（
以
下
『
構
築
』）
の
中
の
文
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
『
論
理
学

研
究
』
へ
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
論
の
進
行
は
「
第
一
研
究
」
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
進
行
を
確
認
す
る
た
め
に
、
す
こ
し
長
く
な
る



七
五

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

が
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
精
神
物
理
的
な
統
一
体
も
ま
た
、
体
験
と
理
解

0

0

0

0

0

と
い
う
二
重
の
関
係

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
熟
知

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
精
神

物
理
的
な
統
一
体
は
、
現
在
に
お
い
て
自
分
自
身
を
覚
知
し
、
想
起
に
お
い
て
自
分
を
過
去
の
も
の
と
し
て
再
び
見
出
す
。
し
か
し

自
分
の
状
態
を
確
定
し
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
に
注
視
（A

ufm
erksam

keit

）
を
向
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
狭
い
限
界

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
現
れ
て
く
る
。
彼
の
行
為
、
彼
の
確
定
し
た
生
の
表
現
、

そ
れ
の
他
者
へ
の
影
響
、
こ
れ
ら
だ
け
が
そ
の
人
間
に
自
分
自
身
が
ど
の
よ
う
な
人
間
な
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
彼
は
、
理
解
と
い
う
周
り
道
を
通
っ
て
の
み
自
分
で
自
分
を
知
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」（GS

7,86f.

強
調
点
は
）。

こ
こ
で
も
「
第
一
研
究
」
と
同
様
に
、
体
験
の
認
識
論
的
心
理
学
的
分
析
と
理
解
に
よ
る
解
釈
学
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
で
論
が
進
ん
で

い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
、「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
狭
い
限
界
」
は
、
先
の
「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う

な
体
験
の
限
界
」
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
こ
の
内
実
で
あ
る
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
と
し
て
周
知
の
よ
う
に
、
ボ
ル
ノ
ー
は
『
構
築
』
で
述
べ
ら
れ
た
「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
狭
い
限
界
」
を
取

り
上
げ
（Bollnow
1955,172,175f.

）、
こ
の
「
限
界
」
に
面
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
的
分
析
と
は
「
別
の
方
向
」
へ
進
み
、
か
く
し

て
「
心
理
学
的
基
礎
づ
け
を
解
釈
学
的
基
礎
づ
に
置
き
換
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」（Bollnow

1955,212

）
と
み
な
す
。
こ
の
デ
ィ
ル

タ
イ
解
釈
は
、
ガ
ダ
マ
ー
『
真
理
と
方
法
』
の
な
か
で
、「
精
神
科
学
の
心
理
学
的
基
礎
づ
け
か
ら
解
釈
学
的
基
礎
づ
け
へ
の
移
行
」

（W
uM

,211

）
あ
る
い
は
「
心
理
学
的
立
場
か
ら
解
釈
学
的
立
場
へ
の
移
行
」（W

uM
,214

）
と
い
う
定
式
に
引
き
継
が
れ
、
し
か
も
『
記

述
的
分
析
的
心
理
学
に
つ
い
て
の
理
念
』
へ
の
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
の
批
判
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
理
学
か
ら
解
釈
学
へ
転
回
し
た
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と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
理
解
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
的
分
析
が
「
限
界
」
に
突
き
当
た
っ
て
、
心

理
学
が
解
釈
学
に
「
置
き
換
え
」
ら
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

む
し
ろ
、『
構
築
』
の
文
面
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
そ
し
て
『
論
理
学
研
究
』
の
名
前
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
内
容
と
当
該
の

言
い
回
し
が
五
年
前
の
「
第
一
研
究
」
と
同
様
で
あ
れ
ば
、「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
狭
い
限
界
」
は
「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現

す
る
よ
う
な
体
験
の
限
界
」
と
し
て
、
自
身
の
心
理
学
的
分
析
で
は
な
く
、「
注
視
」
あ
る
い
は
「
反
省
」
を
方
法
論
と
す
る
「
知
の
理
論
」

と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
認
識
の
現
象
学
」
へ
向
け
ら
れ
た
批
判
で
は
な
い
の
か
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
『
論
理

学
研
究
』
を
賞
賛
す
る
が
、
そ
こ
に
は
「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
限
界
」
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
身
の
心
理
学
的
分
析
は
現
象
性

の
原
理
に
お
け
る
覚
知
に
よ
る
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
に
基
づ
い
て
「
体
験
」
を
分
析
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
「
別
の
側
面
」
で
あ
る
解

釈
学
に
基
づ
く
現
実
認
識
・
価
値
評
価
・
目
的
設
定
の
分
析
も
行
い
、
両
側
面
か
ら
知
の
理
論
の
客
観
的
妥
当
性
を
求
め
て
い
る
の
だ
、

と
。「
第
一
研
究
」
と
『
構
築
』
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
鍵
と
な
る
の
は
、「
心
理
学
的
分
析
」
と
「
解
釈
学
的
分
析
」
を
対
置
・
対

立
さ
せ
て
そ
の
「
移
行
」
あ
る
い
は
「
置
き
換
え
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
は
な
く
、「
体
験
と
理
解
と
い
う
二
重
の
関
係
」
が

ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、「
論
理
的
基
本
操
作
」「
覚
知
」「
想
起
」「
注
視
」
が
「
体
験
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
連
関
を
形
成
し
て
い

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る）

7
（

。

　
『
構
築
』
で
述
べ
ら
れ
る
「
体
験
と
理
解
の
二
重
の
関
係
」
と
は
、
生
の
統
一
体
が
自
分
自
身
を
「
熟
知
」
す
る
道
を
二
つ
（
体
験
と

理
解
）
持
っ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
道
は
、
自
己
へ
の
別
々
の
関
係
で
は
な
く
「
二
重
の
関
係
」
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
自
身
を
知
る
仕
方
と
し
て
、
現
在
に
お
け
る
「
覚
知
」
も
過
去
の
「
想
起
」
も
、
体
験
か
理
解
か
と
い
う
二
者

択
一
的
な
道
で
は
な
く
、「
二
重
の
関
係
」
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
い
ま
パ
ソ
コ
ン
に
向
か
っ
て
原
稿
を
書
い
て
い
る

こ
と
を
、
反
省
や
注
視
に
よ
っ
て
対
象
的
に
で
は
な
く
、
原
稿
を
書
き
な
が
ら
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
（
覚
知
し
て
）
い
る
こ
と
は
、
ま
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さ
し
く
「
原
稿
を
書
い
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
て
初
め
て
そ
の
よ
う
な
体
験
の
覚
知
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
覚
知
す
る
働
き
に

は
、
す
で
に
、
自
分
は
今
外
で
遊
ん
で
い
る
の
で
も
な
く
他
な
ら
ぬ
こ
の
家
の
中
に
い
る
の
だ
と
い
う
区
別
化
や
こ
れ
は
昨
日
書
い
た
同

じ
原
稿
の
続
き
だ
と
い
う
同
一
化
な
ど
が
、
す
な
わ
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
働

き
が
同
時
に
表
現
す
る
こ
と
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
が

体
験
そ
の
も
の
の
中
で
働
き
、
そ
の
体
験
を
覚
知
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
も
、
同
じ
体
験
の
中
で
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
方
法
論
的
に
こ
れ
を
自
覚
的
に
遂
行
す
る
こ
と
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
言
う
「
自
己
省
察
」
で
あ
り
（GS

19,52

）、
し
た
が

っ
て
彼
に
と
っ
て
客
観
的
な
知
の
「
最
終
審
」
は
自
己
省
察
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
（GS

19,57

）。
こ
れ
は
す
で
に
精
神
科
学
の
方
法
と
し

て
『
序
説
』（
一
八
八
三
）
の
時
期
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
精
神
科
学
の
方
法
。
中
心
と
な
る
の
は
自
己
省
察
と
理
解
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
己
省
察
が
第
一
次
的
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で

他
者
の
理
解
が
自
己
省
察
を
制
約
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
自
己
意
識
と
世
界
が
互
い
に
結
び
合
っ
て
一
つ
の
連
関

0

0

0

0

0

を
成
し
て

い
る
の
に
似
て
い
る
」（GS
19,276

）。

　

体
験
と
理
解
が
生
に
二
重
に
関
係
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
自
己
省
察
と
理
解
も
生
へ
二
重
に
関
係
し
て
「
一
つ
の
連
関
」
を
形

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
の
方
法
論
と
し
て
の
自
己
省
察
は
非
対
象
的
把
握
と
し
て
の
覚
知
に
基
づ
く
の
で
あ

り
、「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
」
で
も
な
け
れ
ば
「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
」
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
体
験

と
理
解
が
二
重
の
関
係
で
あ
る
と
は
、
体
験
が
基
礎
的
論
理
操
作
の
働
き
と
と
も
に
或
る
特
定
の
体
験
と
し
て
表
現
・
確
定
さ
れ
、
言
い

換
え
れ
ば
、
体
験
は
表
現
を
通
し
て
他
な
ら
ぬ
そ
の
体
験
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
『
構
築
』
で
あ
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げ
る
「
覚
知
」
も
「
想
起
」
も
、「
体
験
と
理
解
と
い
う
二
重
の
関
係
」
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
体
験
が
確
定
さ
れ
る
の
は
「
二
重
の
関
係
」
の
中
で
表
現
を
通
し
て
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
問
題
と
な

る
の
は
「
注
視
」
で
あ
る
。『
構
築
』
の
文
面
で
は
、「
注
視
」
の
扱
い
が
「
覚
知
」
と
「
想
起
」
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
自
分
の

状
態
を
確
定
し
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
分
自
身
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
」、
と
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
注
視
は
「
自
分
の
状
態
を
確
定
し
把
握
し
よ
う
と
努
め
る
」
働
き
と
し
て
、「
第
一
研
究
」
で
言
わ
れ
る
「
対
象
的
把
握
と
し

て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
論
理
学
研
究
』
の
中
で
「
注
視A

ufm
erksam

kkeit,Bem
erken

」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
・
・
・
わ
れ
わ
れ
が
、
知
覚
や
想
像
や
想
起
と
い
う
仕
方
で
直
観
す
る
場
合
で
あ
れ
、
経
験
的
ま
た
論
理
的
数
学
的
な
形
式
で
思

考
す
る
場
合
で
あ
れ
、
い
つ
で
も
、
あ
る
対
象
を
目
指
す
思
念
作
用
や
志
向
作
用
が
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
識
が
、
つ
ま
り
そ
の
対

象
に
つ
い
て
の
意
識
が
、
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
は
見
落
と
し
て
い
る
。
あ
る
内
容
が
心
的
連
関
に
存
在
し
て
い
と
い

う
だ
け
で
は
、
そ
の
内
容
は
ま
だ
思
念
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
思
念
さ
れ
る
に
は
、
そ
の
内
容
を
「
注
視
（Bem

erken

）」

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
注
意
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
、
ま
さ
し
く
あ
る
表
象
作
用
で
あ
る
」（LU

II-

1,165

）。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
道
は
、「
人
は
見
落
と
し
て
い
る
」
意
識
の
思
念
作
用
や
志
向
作
用
を
、
注
視
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
「
現

象
学
的
反
省
」
に
よ
っ
て
、「
感
覚
さ
れ
た
内
容
」
を
「
客
観
」（LU

II-1,220
）
と
し
て
記
述
分
析
し
、
そ
こ
に
普
遍
妥
当
性
を
確
保
し

う
る
イ
デ
ア
的
統
一
そ
し
て
構
成
作
用
を
見
出
そ
う
と
す
る
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
の
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意
識
の
働
き
を
「
見
落
と
し
て
い
る
人
」
に
な
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
覚
知
」
に
基
づ
く
「
基
礎
的
論
理
操
作
」

と
「
理
解
・
表
現
」
の
働
き
に
気
づ
く
こ
と
な
く
「
注
視
」
に
よ
っ
て
生
を
「
対
象
的
に
把
握
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
た
し
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
を
賞
賛
す
る
が
、
そ
の
限
界
も
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
第
一
研
究
」
で
使
う
「
知
の
理
論
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
そ
れ
以
前
の
「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」
と
い
う
言

い
回
し
か
ら
す
れ
ば
唐
突
で
あ
り
、『
論
理
学
研
究
』か
ら
の
影
響
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
自
身
の「
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
」

と
〈
同
じ
も
の
〉
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
認
識
の
現
象
学
」
に
読
み
取
っ
た
が
ゆ
え
に
賞
賛
し
、「
知
の
理
論
」
と
い
う
言
い
回
し
を
多
用

し
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
批
判
を
も
含
意
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
は
、「
覚

知
」
に
お
け
る
「
基
礎
的
論
理
操
作
」
が
非
対
象
的
把
握
と
し
て
「
表
現
」
と
連
関
し
て
「
自
己
省
察
と
理
解
」
を
形
成
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
方
法
は
「
注
視
」
あ
る
い
は
「
現
象
学
的
反
省
」
に
よ
っ
て
体
験
そ
れ
自
身
を
「
対
象
的
に
把
握
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
を
超
え
出
て
生
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
目
標
は
同
じ
く
知
の
理
論
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
へ
至
る
道
筋
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
れ
と
同
じ
構
図
が
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対
決
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
同
じ
も

の
を
求
め
た
が
、
そ
の
道
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
道
の
違
い
を
、
一
般
的
に
、
方
法
論
の
違
い
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
へ
の
批
判
を
以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
も
、
ま
さ
し
く
方
法
論
へ
の
批

判
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
批
判
に
応
え
て
、
自
身
の
方
法
論
の
正
当
性
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
論

を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
方
法
論
の
観
点
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
へ
の
批
判
を
み
よ
う
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
へ

①
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判　

　

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
一
九
一
一
年
に
「
世
界
観
論
考
」
を
著
し
た
の
に
対
し
て
、
同
年
の
『
厳
密
学
』
の
中
で
デ
ィ
ル
タ

イ
の
世
界
観
哲
学
を
批
判
す
る
。

「
世
界
観
も
た
し
か
に
「
理
念
」
で
は
あ
る
が
、
有
限
的
な
も
の
の
中
に
あ
っ
て
個
々
人
の
生
の
中
で
不
断
に
近
づ
い
て
い
く
こ
と

で
原
理
的
に
実
現
さ
れ
る
、
目
標
と
い
う
理
念
で
あ
る
。・
・
・
世
界
観
の
「
理
念
」
は
時
代
時
代
で
異
な
っ
て
い
る
」（SW

,332/3

）。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
「
世
界
観
」
は
、「
個
々
人
の
生
は
そ
れ
自
身
か
ら
自
身
の
世
界
を
創
っ
て
い
る
」（GA

8,79

）
と
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、「
個
々
人
の
生
」
そ
し
て
「
個
々
人
の
連
鎖
の
中
で
成
立
す
る
一
般
的
な
生
の
経
験
」
の
中
で
生
自
身
が
作
り
出
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
定
の「
風
俗
・
習
慣
・
伝
統
」（GA

8,80

）だ
け
で
な
く「
宗
教
、
芸
術
、

哲
学
」
な
ど
も
含
み
、「
現
実
の
解
釈
」
を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
現
実
の
意
味
や
意
義
そ
し
て
謎
の
解
決
が
そ
こ
で
語
り
出
さ
れ
て
い

る
も
の
を
意
味
す
る
（GS
5,378f.

）。
し
た
が
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
世
界
観
を
「
理
念
」
と
し
て
、
し
か
も
「
目
的
と
い
う
理
念
」
と
し

て
ま
と
め
て
い
る
こ
と
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
第
一
研
究
」
の
な
か
で
自
身
は
心
理
学
的
分
析
だ
け
で
な
く
現
実
を
「
現
実
認
識
・
価
値

評
価
・
目
的
設
定
」
の
連
関
と
し
て
捉
え
る
試
み
を
解
釈
学
と
し
て
行
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
正
鵠

を
射
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
観
を
端
的
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

「
世
界
観
哲
学
」
と
は
、「
生
と
世
界
の
謎
に
、
相
対
的
に
最
も
完
全
と
さ
れ
る
回
答
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
経
験
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や
知
恵
、
た
ん
な
る
世
界
観
や
人
生
観
に
よ
っ
て
は
不
完
全
に
し
か
克
服
で
き
な
い
、
生
の
理
論
的
・
価
値
論
的
・
実
践
的
な
矛
盾

を
、
最
善
の
仕
方
で
解
決
し
、
満
足
の
い
く
説
明
を
あ
た
え
る
も
の
」
で
あ
る
（SW

,330/1

）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
こ
こ
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、「
超
時
間
的
な
理
念
」を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
れ
に
対
し
て
学
の
理
念
は
、
超
時
間
的
な
理
念
で
あ
る
」（SW

,332/3

）。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
「
リ
ア
ル
な
領
域
」
で
は
な
く
「
イ
デ

ア
ー
ル
な
領
域
」（LU

II/1,312

）
に
求
め
ら
れ
る
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
性
は
「
事
実
性
か
ら
イ
デ
ー

ル
〔
精
神
的
〕
な
も
の
へ
の
道
」（GS

7,287

）
で
あ
り
、「
歴
史
的
世
界
」
あ
る
い
は
「
精
神
的
世
界
」
の
「
イ
デ
ー
ル
〔
精
神
的
〕
な

構
築
」（GS

7,88

）
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
分
析
で
は
、
た
と
え
ば
あ
る
特
定
の
人
物
の
像
が
浮
か
ん

で
く
る
と
き
、
そ
う
し
た
「
イ
デ
ー
ル
な
統
一
点
と
な
る
対
象
に
、
私
は
実
在
性
を
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（GS

20,348

）。
彼
に
と
っ

て
イ
デ
ー
ル
な
も
の
は
、
事
実
性
を
超
え
出
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
地
盤
に
し
て
実
在
性
を
獲
得
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
時
間
空
間
的
に
限
定
さ
れ
た
出
来
事
の
事
実
性
か
ら
、
各
々
の
出
来
事
の
中
で
働
い
て
い
る
現
実
認
識
や
価

値
評
価
そ
し
て
目
的
設
定
な
ど
の
連
関
の
イ
デ
ー
ル
な
構
築
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
、
両
者
が
目
指
す
イ
デ
ア
ー
ル
な
も
の
と
イ
デ
ー
ル
な
も
の
の
違
い
を
、
超
時
間
的
な
も
の
と
時

間
的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
事
実
的
な
も
の
を
何
ら
か
の
意
味
で
超
え
た
も
の
と
そ
の
中
で
働
い
て
実
在
性
を
持
ち
う
る
も
の
、
と
い
う

具
合
に
特
徴
づ
け
て
お
こ
う
。
し
か
も
両
者
は
無
縁
で
は
な
く
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
目
指
す
も
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
目
指
す
も
の
の
通
過
地

点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
イ
デ
ー
ル
〔
精
神
的
〕
な
も
の
は
意
義
が
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
を
賞
賛

す
る
。
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「
そ
の
よ
う
な
〔
世
界
観
の
〕
哲
学
に
か
ん
し
て
大
き
な
課
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
形
態
学
的
な
構
造
や
そ
の
類
型
を
そ
の
発
展

連
関
と
同
様
に
徹
底
的
に
研
究
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
そ
の
本
質
を
規
定
す
る
精
神
的
動
機
づ
け
を
、
そ
れ
が
最
も
内
的
に
生

き
続
け
て
い
る
こ
と
を
通
し
て
、
歴
史
学
的
に
理
解
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
有
意
義
で
実
に

賞
賛
に
値
す
る
仕
事
を
な
し
う
る
か
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
の
が
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
デ
ィ
ル
タ
イ
の
諸
著
作
で
あ
り
、
と
く
に
、

最
近
著
さ
れ
た
世
界
観
の
類
型
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
」（SW

,323/4

）。

　

し
か
し
イ
デ
ア
ー
ル
な
も
の
の
超
時
間
的
で
絶
対
的
な
普
遍
妥
当
性
か
ら
見
れ
ば
、
世
界
観
の
理
念
は
歴
史
主
義
と
同
じ
よ
う
に
相
対

性
に
陥
り
懐
疑
論
に
転
じ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
観
哲
学
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
（SW

,323,334/6

）。
そ
し
て
一
四
年
後
の
一
九

二
五
年
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
カ
ッ
セ
ル
講
演
」
で
、
現
象
学
の
視
点
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
限
界
を
指
摘
し
て
そ
の
先
へ
進
む
と
い
う
道
筋

を
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
踏
襲
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
新
た
な
批
判
的
論
点
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
存
在
の
問
い

を
不
問
に
付
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、〔
歴
史
的
存
在
と
い
う
意
味
で
の
人
間
存
在
の
〕
実
在
性
を
生
き
生
き
と
自
由
に
歴
史
的
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
彼
は
、
歴
史
性
そ
れ
自
身
へ
の
問
い
、
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
、
存
在
者
の
存
在
へ
の
問
い
を
立
て
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち

が
こ
の
問
い
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
よ
う
や
く
で
き
た
の
は
、
現
象
学
が
形
成
さ
れ
て
か
ら
で
す
」（D

J8,158

）。

　

こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
現
象
学
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
提
示
し
た
基
本
的
区
別
（
意
識
存
在
と
そ
れ
を
超
越
し
た
存
在
）
を
下
地
に
し
て
そ
れ
を
統
一
す
る
「
存
在
一
般
の
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意
味
へ
の
問
い
」
を
提
出
し
た
の
が
同
じ
二
五
年
の
夏
学
期
講
義
（GA

20,157f.184

）
で
あ
り
、
こ
の
道
筋
が
『
存
在
と
時
間
』
へ
至

っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
存
在
論
的
差
別
を
遂
行
し
て
い
な
い
と
い
う
批
判
に
通
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
こ
こ
に
、
現
象
学
を
起
点

に
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
厳
密
学
へ
の
道
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
基
礎
存
在
論
か
ら
形
而
上
学
へ
の
道
が
分
岐
し
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
見
れ
ば
、
争
点
は
、
相
対
論
的
懐
疑
論
に
陥
る
か
否
か
に
、
そ
し
て
ま
た
存
在
の
問
い
を

不
問
に
付
し
て
い
る
か
否
か
に
、
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
デ
ィ
ル
タ
イ
没
後
に
ミ
ッ
シ
ュ
が
第
一
・
二
論
考
に
お
い
て
ハ
イ

デ
ガ
ー
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
擁
護
し
、
そ
の
直
後
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
新
刊
書
を
契
機
に
し
て
「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ

サ
ー
ル
の
対
決
」
に
「
遡
及
」
し
て
第
三
論
考
を
著
し
た
の
は
、
相
対
論
的
懐
疑
論
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
批
判
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ

を
擁
護
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
論
考
で
ミ
ッ
シ
ュ
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、
両
者
の
新
刊
書
を
契
機
と
し
た
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、
第
一
・
二
論
考
に
は
な
か
っ
た
批
判
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ

イ
擁
護
で
も
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
彼
は
両
者
が
展
開
す
る
方
法
論
を
、
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
形
式
論
理
学
か
ら
超
越
論
的
論
理

学
へ
の
反
省
の
道
程
」（LP,197ff.

）
を
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
「
現
象
学
的
還
元
の
実
存
論
的

横
滑
り
」（LP,253ff.

）
を
、
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
道
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
、
一
見
す
る
と
別
の
道
に
見
え
る
が
、
現
象
学
的
方
法

と
い
う
観
点
で
二
つ
の
道
は
同
じ
道
で
あ
っ
た
こ
と
が
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
」
に
よ
っ
て
ミ
ッ
シ
ュ
に
気

づ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

②
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
争
点

　

改
め
て
両
者
の
争
点
へ
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
と
き
、
あ
る
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
厳
密
学
』
の
中
で
デ

ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
哲
学
を
批
判
す
る
さ
い
に
念
頭
に
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、「
世
界
観
論
考
」
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。「
世
界
観
論
考
」
の
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中
で
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
名
前
を
挙
げ
て
批
判
等
し
て
は
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
同
年
の
『
厳
密
学
』
の
中
で
フ
ッ
サ

ー
ル
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
世
界
観
論
考
」
を
と
ら
え
て
批
判
す
る
の
は
あ
ま
り
に
唐
突
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
デ
ィ
ル
タ
イ

が
一
九
〇
五
年
「
第
一
研
究
」
の
中
で
「
知
の
理
論
」
を
目
指
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
『
論
理
学
研
究
』
を
賞
賛
し
な
が
ら
も
暗
に
そ
の
限

界
を
批
判
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
身
こ
そ
「
知
の
理
論
」
を
目
指
す
も
の
と
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
同
じ
よ
う
に
賞

賛
と
暗
黙
の
批
判
と
い
う
定
型
に
則
っ
て
、「
世
界
観
論
考
」
を
賞
賛
し
な
が
ら
暗
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
知
の
理
論
」
を
批
判
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
厳
密
学
』
の
な
か
で
目
指
す
の
は
「
純
粋
現
象
学
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
た
だ
本
質
を
研
究
す
る
の
み
で
あ
り
、
け

っ
し
て
現
実
存
在
を
研
究
す
る
の
で
は
な
く
、
い
か
な
る
「
自
己
観
察
（Selbstbeobachtung

）」
も
そ
の
「
経
験
」
に
基
づ
く
判
断
も
、

純
粋
現
象
学
の
枠
外
に
あ
る
」（SW

,316
）。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自
己
観
察
」
と
い
う
こ
と
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
自
己
省
察
」
も
理
解

さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
知
の
理
論
」
は
、
し
か
も
そ
の
方
法
論
と
し
て
の
自
己
省
察
は
、
現
実
存
在
に
関
わ
る
も

の
と
し
て
現
象
学
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
方
法
と
し
て
本
質
直
観
を
採
用
し
て
い
る

か
ら
と
い
っ
て
現
実
存
在
の
知
覚
や
想
起
な
ど
を
、
そ
し
て
そ
の
研
究
を
、
ま
っ
た
く
不
要
な
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ

は
彼
が
世
界
観
学
も
有
意
義
な
研
究
だ
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
称
賛
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
デ
ィ

ル
タ
イ
の
道
は
通
過
地
点
と
し
て
は
意
義
が
あ
り
、
し
か
し
そ
の
先
に
あ
る
知
の
理
論
を
形
成
し
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
た
と
え
ば
知
覚
の
本
質
、
想
起
の
本
質
、
判
断
の
本
質
な
ど
、
あ
る
本
質
直
観
の
基
礎

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
い
は
よ
り
良
く
言
え
ば
出
発
点

0

0

0

は
、

あ
る
知
覚
の
あ
る
知
覚
、
あ
る
想
起
の
あ
る
知
覚
、
あ
る
判
断
の
あ
る
知
覚
な
ど
の
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た
、
い
か
な
る
経
験
で
も

な
く
、
い
か
な
る
現
実
存
在
も
把
握
し
て
い
な
い
、
た
だ
「
明
晰
」
な
だ
け
の
純
然
た
る
想
像
の
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
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デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

本
質
把
握
が
揺
ら
ぐ
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
く
、
本
質
把
握
は
本
質
の
捕
捉
様
式
と
し
て
視
線
を
直じ
か

に
向
け
る
直
観
的
な
把
握
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
、
経
験
と
は
別
種
の

0

0

0

0

0

0

0

、
視
線
を
直
に
向
け
る
直
観
的
な
働
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Schauen

）で
あ
る
」（SW

,316.

強
調
点
は
引
用
者
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
純
粋
現
象
学
の
方
法
は
、
そ
れ
が
外
的
で
あ
れ
内
的
で
あ
れ
、
ま
た
現
実
存
在
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
れ
そ
う
で
な
い

も
の
で
あ
れ
、
経
験
的
な
知
覚
や
想
起
や
想
像
な
ど
を
「
出
発
点
」
と
し
て
、
し
か
し
そ
う
し
た
「
経
験
と
は
別
種
の
働
き
」
に
よ
っ
て

「
本
質
を
把
捉
」
す
る
道
で
あ
る
。
こ
の
道
程
で
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
自
身
の
『
論
理
学
研
究
』
へ
の
言
及
で
あ
る
。

「
直
観
（Intuition

）、
つ
ま
り
直
観
的
な
自
覚
（anschauliches Bew

ußthaben

）、
こ
れ
が
及
ん
で
い
る
と
こ
ろ
ま
で
、
こ
れ

に
相
応
し
た
「
イ
デ
ア
化
（Ideation
）」（
わ
た
し
は
『
論
理
学
研
究
』
で
は
よ
く
そ
う
語
っ
て
い
た
が
）、
つ
ま
り
「
本
質
直
観

（W
esensschauung

）」
が
可
能
で
あ
る
」（SW

,315/6

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
経
験
と
は
別
種
の
直
観
こ
そ
が
、
本
質
の
把
握
を
可
能
に
す
る
働
き
で
あ
り
、
そ
し
て
『
論
理
学
研
究
』
で
語

っ
た
イ
デ
ア
化
も
、
本
質
直
観
の
こ
と
な
の
だ
、
と
語
る
の
で
あ
る
。『
論
理
学
研
究
』
の
中
で
は
、
イ
デ
ア
化
は
心
理
学
的
経
験
で
も

内
的
知
覚
で
も
な
く
「
イ
デ
ア
化
す
る
眼
差
し
（ideirender Blick

）」
と
し
て
「「
ア
プ
リ
オ
リ
」
で
「
イ
デ
ア
的
」
な
本
質
事
態
」

を
観
取
す
る
働
き
、
す
な
わ
ち
「
イ
デ
ア
化
す
る
現
象
学
的
本
質
観
取
」（LU

II/1,439f.

）
の
働
き
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

っ
た
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
論
理
学
研
究
』
に
も
言
及
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
し
か
も
、
イ
デ
ア
化
は
直
観
の
働
き

に
よ
っ
て
可
能
に
な
り
、
し
か
も
直
観
は
経
験
と
は
別
種
の
働
き
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
あ
え
て『
論
理
学
研
究
』
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に
言
及
し
、
し
か
も
本
質
直
観
が
経
験
と
は
別
種
の
働
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
知
の
理
論
そ
し
て

世
界
観
学
と
は
一
線
を
画
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
暗
黙
の
批
判
に
対
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
反
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
デ

ィ
ル
タ
イ
が
『
論
理
学
研
究
』
を
自
身
の
記
述
的
心
理
学
と
類
縁
的
な
試
み
と
し
て
賞
賛
し
な
が
ら
も
「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る

よ
う
な
体
験
の
限
界
」
を
批
判
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
受
け
て
、『
論
理
学
研
究
』
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
心
理
学
的
記

述
と
異
な
り
、
本
質
直
観
・
イ
デ
ア
化
の
働
き
は
経
験
と
は
別
種
の
働
き
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
直
観
に
つ
い
て
フ

ッ
サ
ー
ル
は
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
「
色
」
を
、
直
観
的
に
完
全
な
明
晰
さ
に
、
完
全
な
所
与
性
に
、
も
た
ら
す
な
ら
、
そ
の
所
与
が

本
質
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
し
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
「
知
覚
」
す
な
わ
ち
知
覚
そ
れ
自
体 

― 

任
意
の
流
れ
る
個
々

の
特
異
な
諸
知
覚
に
同
一
な
も
の 
― 
を
、
純
粋
な
直
観
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
知
覚
か
ら
知
覚
へ
眼
差
し
を
向
け
な
が
ら
、
所
与

性
に
も
た
ら
す
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
の
本
質
を
直
観
し
な
が
ら
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
」（SW

,315/6

）。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
直
観
は
時
間
的
に
流
れ
る
も
の
に
対
し
て
同
一
な
も
の
、
わ
れ
わ
れ
に
完
全
に
明
晰
な
所
与
を
も

た
ら
す
働
き
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
わ
れ
わ
れ
は
本
質
を
直
観
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
相
互
の
批
判
に
対
し
て
、
こ
こ
で
「
所
与
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
の
理
論
に
と
っ
て
の

「
直
観
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
知
の
理
論
」
の
な
か
で
の
「
覚
知
」
と
同
じ
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
も
、
最
終

的
な
所
与
を
把
握
す
る
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
そ
の
所
与
が
意
識
の
事
実
で
あ
っ
た
。
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「
私
が
私
の
う
ち
で
体
験
し
て
い
る
も
の
が
意
識
の
事
実
と
し
て
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
覚
知
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
意
識
の
事
実
と
は
、
私
が
覚
知
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（GS

1,394

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
所
与
の
領
域
を
語
る
。

「
直
観
が
一
時
的
な
思
念
を
一
緒
に
取
り
込
む
こ
と
な
く
純
粋
な
直
観
で
あ
る
か
ぎ
り
、
観
取
さ
れ
た
本
質
は
十
全
に
観
取
さ
れ
た

も
の
、
す
な
わ
ち
絶
対
的
所
与
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
純
粋
な
直
観
が
支
配
す
る
領
域
は
、
心
理
学
者
が
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
純
粋
に

そ
れ
だ
け
で
、
つ
ま
り
純
粋
な
内
在
に
お
い
て
、
受
け
取
る
限
り
、「
心
的
現
象
」
の
領
域
と
し
て
我
が
も
の
と
し
て
い
る
全
領
域

で
も
あ
る
」（SW

,315/6

）。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
本
質
直
観
が
内
的
で
あ
れ
外
的
で
あ
れ
何
ら
か
の
経
験
的
対
象
を
捉
え
る
働
き
で
は
な
い
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
言
う
覚
知
も
何
ら
か
の
対
象
を
捉
え
る
働
き
と
異
な
り
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
経
験
や
体
験
に
付
き
添
い
な
が
ら
体
験
そ
れ
自
身
を
非
対

象
的
非
表
象
的
に
直
接
捉
え
る
働
き
で
あ
る) 8

(

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
両
者
に
と
っ
て
の
方
法
は
〈
同
じ
〉
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
次
の
歩
み
の
道
筋
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
で
方
法
は
〈
同
じ
〉
で
あ
っ
て
も
〈
分
岐
〉
し
て

い
く
の
で
は
な
い
か
。す
な
わ
ち
、デ
ィ
ル
タ
イ
は
覚
知
に
よ
っ
て
生
の
事
実
を
所
与
と
し
て
、そ
こ
に
生
・
歴
史
の
イ
デ
ー
ル
な
構
造
・

連
関
を
表
現
を
通
し
て
理
解
す
る
道
を
歩
む
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
純
粋
直
観
に
よ
っ
て
超
時
間
的
イ
デ
ア
ー
ル
な
本
質
を
観
取

し
、
そ
れ
を
絶
対
的
所
与
と
す
る
道
へ
踏
み
込
む
の
で
あ
る
。
互
い
に
批
判
し
合
っ
て
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
道
筋
と
し
て
の
方

法
の
違
い
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
分
岐
を
明
瞭
に
し
よ
う
。
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
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よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
」
も
そ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

③
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
岐

　

一
方
の
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
覚
知
は
非
対
象
的
な
働
き
と
し
て
心
身
的
生
の
統
一
体
の
働
き
を
生
の
事
実
と
し
て
捉
え
、
そ
し
て

そ
れ
を
分
析
す
る
。
そ
の
分
析
す
る
働
き
が
、
比
較
し
た
り
区
別
し
た
り
、
類
似
性
や
斉
一
性
を
見
出
し
た
り
す
る
基
礎
的
論
理
操
作
で

あ
っ
た
。
心
理
学
的
基
礎
づ
け
の
時
期
に
こ
れ
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
の
が
、
感
受
・
意
志
・
意
志
と
い
う
心
的
生
の
構
造
連
関
で
あ

り
、
こ
れ
が
現
実
の
歴
史
的
世
界
の
分
析
に
適
用
さ
れ
て
取
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
が
、
作
用
連
関
と
世
界
観
の
類
型
で
あ
る
。
も
う

一
方
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
直
観
は
、
経
験
と
は
別
種
の
働
き
と
し
て
本
質
を
純
粋
に
把
握
し
う
る
働
き
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

例
を
あ
げ
れ
ば
、
様
々
な
特
異
な
色
の
知
覚
を
直
観
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
経
験
的
な
思
念
な
ど
の
残
滓
を
捨
象
し
て
純
粋
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
同
一
な
も
の
を
捉
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
色
の
本
質
で
あ
り
知
覚
の
本
質
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
心
的
生
の
流
れ
あ
る
い
は
歴
史
の
流
れ
の
中
で
連
関
と
類
型
を
見
出
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
流
れ
の
中

で
同
一
な
も
の
を
本
質
と
し
て
見
出
す
。
こ
こ
に
、
出
発
点
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
道
が
目
指
す
目
標
地
点
の
違
い
が
現
れ
て
い
た
。
デ
ィ

ル
タ
イ
の
目
標
（
連
関
・
類
型
）
は
、
流
れ
と
と
も
に
時
間
的
可
変
的
で
あ
り
、
イ
デ
ー
ル
な
も
の
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
標
（
本

質
）
は
、
流
れ
を
貫
い
て
同
一
な
も
の
、
イ
デ
ア
ー
ル
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
目
標
地
点
の
違
い
が
、
伝
統
的
な
用
語
で
は
「
現

実
存
在
」
と
「
本
質
存
在
」
の
対
置
と
し
て
、
あ
る
い
は
、「
経
験
的
な
認
識
」
と
「
直
観
的
に
捉
え
ら
れ
確
定
さ
れ
た
絶
対
的
な
認
識
」

（SW
,316

）
の
対
置
、
あ
る
い
は
「
記
述
可
能
な
類
型
」
と
「
理
念
」、
時
間
的
と
超
時
間
的
、
こ
れ
ら
の
対
置
と
し
て
語
り
出
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
対
置
に
基
づ
い
て
次
の
よ
う
な
批
判
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
道
か
ら
す
れ
ば
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
道
は
変
化
し
流
れ
る
現
実
存
在
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
世
界
観
の
哲
学
が
学
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
「
有
意
義
で
実
に
賞
賛
に
値
す



八
九

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
三
）

│
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
（
山
本
）

る
内
容
」（SW

,323/4

）
で
あ
っ
て
も
、「
絶
対
的
妥
当
性
」（SW

,324/6

）
を
持
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
か
ら

す
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
道
は
、
同
じ
所
与
か
ら
出
発
し
て
直
観
に
よ
っ
て
観
取
さ
れ
た
も
の
が
た
と
え
意
識
に
よ
っ
て
内
在
的
に
志
向

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
流
れ
の
中
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
の
流
れ
を
越
え
出
て
定
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

〈
形
而
・
上
学
〉
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
表
現
に
よ
っ
て
体
験
流
を
確
定
す
る
解
釈
学
の
道
か
ら
す
れ
ば
、
意
識
を
分
析
し
そ
こ
に

イ
デ
ア
的
本
質
を
観
取
し
よ
う
と
す
る
「
現
象
学
的
反
省
」
そ
し
て
「
直
観
」
の
道
は
、
体
験
流
の
中
で
同
一
な
も
の
を
確
定
し
て
い
る

に
留
ま
り
、「
第
一
研
究
」
で
語
ら
れ
た
「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
の
限
界
」、
そ
し
て
『
厳
密
学
』
の
一
年
前
の
『
構

築
』
で
述
べ
ら
れ
た
「
自
己
認
識
の
内
観
的
方
法
の
狭
い
限
界
」
と
い
う
言
い
回
し
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
両
者
の
争
点
は
、
表
面
的
に
は
哲
学
の
普
遍
妥
当
性
を
め
ぐ
っ
た
世
界
観
学
と
厳
密
学
の
対
立
に
あ
る
が
、
そ
の
根
は
方

法
論
に
、
つ
ま
り
覚
知
に
も
と
づ
く
自
己
省
察
の
道
と
、
本
質
直
観
に
も
と
づ
く
現
象
学
的
還
元
の
道
の
対
立
に
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
方
法
論
の
違
い
が
、
両
者
の
学
で
求
め
ら
れ
る
目
標
地
点
の
違
い
、
す
な
わ
ち
イ
デ
ー
ル
な
も
の
と
イ
デ
ア
ー

ル
な
も
の
の
違
い
と
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
哲
学
（
生
の
哲
学
、
解
釈
学
）
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲

学
（
厳
密
学
、
現
象
学
）
は
、
伝
統
的
な
区
分
立
て
か
ら
す
れ
ば
、
そ
し
て
表
面
上
、
現
実
存
在
と
本
質
存
在
の
対
置
、
あ
る
い
は
現
実

性
と
可
能
性
の
対
置
の
な
か
で
、
学
の
理
念
の
普
遍
妥
当
性
を
巡
っ
た
対
決
と
し
て
現
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
、
両
者
自

身
は
こ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
書
簡
が
証
言
に
な
ろ
う
。

（
四
）
書
簡 

│ 

形
而
上
学
と
い
う
道
を
巡
っ
て

　

書
簡
は
ま
ず
、
一
一
年
六
月
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
送
ら
れ
る
が
、
そ
の
発
端
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
年
公
刊
の
「
世

界
観
論
考
」
へ
の
『
厳
密
学
』
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
こ
で
世
界
観
は
相
対
的
で
あ
り
懐
疑
論
に
陥
る
と
批
判
し
た
の
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に
対
し
て
、デ
ィ
ル
タ
イ
は
書
簡
の
中
で
、自
分
の
哲
学
は
相
対
論
を
超
え
た
高
次
の
見
解
で
あ
っ
て
懐
疑
論
に
は
陥
ら
な
い
と
反
論
し
、

こ
れ
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
批
判
は
デ
ィ
ル
タ
イ
自
身
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
弁
明
し
、
こ
れ
を
受
け
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
誤

解
が
解
け
た
旨
を
書
き
送
る
（H

D
III,41-53

）。
し
か
し
こ
の
や
り
と
り
の
中
で
、
両
者
の
一
致
点
が
確
認
さ
れ
る
と
同
時
に
相
容
れ
な

い
点
が
際
立
っ
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
世
界
観
批
判
と
、
い
わ
ば
表
裏
一
体
に
な
っ

た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
形
而
上
学
批
判
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
理
解
で
、
両
者
の
道
で
あ
る
方
法
論
が
分
か
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
一
致
点

と
相
違
点
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
ご
く
一
般
的
に
見
て
普
遍
妥
当
的
な
知
の
理
論
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
が
一
致
し
て
い
る
点
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
さ
ら
に
、
そ
こ
へ
至

る
道
筋
が
表
示
記
号
の
意
味
を
解
明
す
る
探
求
を
通
し
て
初
め
て
切
り
開
か
れ
る
こ
と
も
、
私
た
ち
が
同
意
し
て
い
る
点
で
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ

の
探
求
は
、
ま
ず
は
、
知
の
理
論
が
必
要
と
す
る
探
求
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
と
っ
て
必
須
な
探
求
で
す
。

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
哲
学
を
構
築
す
る
と
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
私
た
ち
の
道
は
分
か
れ
ま
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
私
に
は
形
而
上
学
が
不
可
能
に
思
え
ま
す
。
そ

の
形
而
上
学
と
は
、
世
界
の
連
関
を
概
念
の
連
関
に
よ
っ
て
妥
当
さ
せ
て
語
り
出
そ
う
と
す
る
企
て
の
こ
と
で
す
（「
世
界
観
論
考
」

六
頁
）」（H

D
III,43

）。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
こ
で
、「
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
哲
学
を
構
築
す
る
と
き
、
私
た
ち
の
道
は
分
か
れ
ま
す
」と
語
る
。「
そ
こ
か
ら
」

の
「
そ
こ
」
と
は
、「
私
た
ち
が
同
意
し
て
い
る
点
」
で
あ
り
、
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
普
遍
妥
当
的
な
知
の
理
論
が
存
在

す
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
そ
こ
へ
至
る
道
筋
が
表
示
記
号
の
意
味
を
解
明
す
る
探
求
を
通
し
て
初
め
て
切
り
開
か
れ
る
こ
と
」、
こ
れ
ら
二

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
『
論
理
学
研
究
』
が
切
り
開
い
た
道
で
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
『
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
た
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め
の
理
念
』
と
『
解
釈
学
の
成
立
』
が
切
り
開
い
た
道
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
私
た
ち
の
道
は
分
か
れ
る
」
と
さ
れ
る
の
が
、「
形

而
上
学
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
形
而
上
学
」
に
対
す
る
態
度
の
違
い
、
し
た
が
っ
て
「
形
而
上
学
」
の
意
味
の
違
い
が
、
本
稿
前
章
で

も
み
た
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対
決
の
争
点
と
し
て
前
面
に
現
れ
な
が
ら
、
し
か
し
意
味
の
違
い
に
応
じ
て
錯
綜
し
た
す

れ
違
い
を
生
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
違
い
を
、形
而
上
学
と
い
う
い
わ
ば
構
築
物
と
し
て
で
は
な
く
、

「
普
遍
妥
当
的
な
知
の
理
論
」
を
目
指
し
て
事
実
的
な
も
の
を
超
え
出
て
行
く
道
と
い
う
意
味
で
の
方
法
論
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
デ

ィ
ル
タ
イ
自
身
、「
私
た
ち
の
道0

は
分
か
れ
ま
す
」、
と
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
道
は
「
世
界
の
連
関
を
概
念
の
連
関
に

よ
っ
て
妥
当
さ
せ
て
語
り
出
そ
う
と
す
る
」
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
書
簡
の
次
の
言
葉
か
ら
も
明
瞭
で
あ
ろ
う
。

　

私
が
形
而
上
学
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
の
は
、「
形
而
上
学
が
こ
れ
ま
で
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
」
か
ら
で
は
な
く
、「
形
而
上

学
の
課
題
と
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
わ
れ
わ
れ
の
手
段
と
の
一
般
的
関
係
」
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
世
界
観
論
考
」
で

も
述
べ
た
よ
う
に
、「
形
而
上
学
的
体
系
は
世
界
連
関
を
概
念
連
関
に
よ
っ
て
強
制
的
な
仕
方
で
叙
述
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
」
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
そ
の
よ
う
な
体
系
は
宗
教
あ
る
い
は
形
而
上
学
と
し
て
の
世
界
観
を
含
み
」、
歴
史
的
な
「
生
の
形
式
」
に

配
列
さ
れ
、
そ
し
て
「
生
の
形
式
は
、
精
神
が
展
開
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
、
相
対
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ

る
。（H

D
III,45

）

　

こ
の
文
面
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
目
指
す
の
は
、
否
定
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
自
体
で
真
と
さ
れ
る
よ
う
な
普
遍
妥
当

的
な
概
念
連
関
を
設
定
し
、
そ
れ
を
世
界
に
当
て
は
め
て
世
界
を
説
明
す
る
道
、
つ
ま
り
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
形
而
上
学
の
道
、
で
は
な

い
。
こ
の
道
は
、
心
理
学
で
は
仮
説
的
説
明
的
心
理
学
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
肯
定
的
に
言
え
ば
、
記
述
的
分
析
的
心
理
学
の
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よ
う
に
、
世
界
の
連
関
の
中
に
あ
っ
て
世
界
の
連
関
そ
れ
自
身
を
記
述
す
る
の
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
生
を
生

そ
れ
自
身
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
」（GS

5,4

）
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
知
の
理
論
の
普
遍
妥
当
性

の
試
金
石
と
な
る
の
は
生
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
形
而
上
学
も
宗
教
と
同
様
に
「
生
の
形
式
」
と
し
て
生
へ
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
ま
た
、
そ
れ
は
「
相
対
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
の
認
識
論
的

基
礎
づ
け
を
、
生
を
対
象
化
し
な
い
で
そ
れ
自
身
か
ら
捉
え
る
覚
知
に
、
し
た
が
っ
て
そ
の
自
覚
的
遂
行
で
あ
る
自
己
省
察
に
求
め
、「
意

識
の
事
実
」
を
取
り
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
自
己
省
察
に
よ
っ
て
意
識
の
事
実
を
心
理
学
的
に
捉
え
る
道
も
、
仮
説
的
説
明

的
心
理
学
を
拒
ん
で
、
生
を
生
そ
れ
自
身
か
ら
理
解
す
る
「
記
述
的
分
析
的
心
理
学
」
で
あ
り
、
歴
史
的
世
界
を
構
築
す
る
道
も
、
形
而

上
学
を
拒
ん
で
、
生
の
現
実
・
価
値
評
価
・
目
的
設
定
を
作
用
連
関
と
し
て
取
り
出
す
解
釈
学
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
か
ら
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
プ
ラ
ト
ン
的
形
而
上
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
歴
史
的
世
界
を
あ
る
特
定
の

現
実
・
価
値
評
価
・
目
的
設
定
か
ら
説
明
す
る
体
系
と
し
て
現
れ
た
特
定
の
宗
教
で
あ
れ
具
体
的
に
構
築
さ
れ
た
哲
学
や
形
而
上
学
で
あ

れ
、
さ
ら
に
は
仮
説
的
説
明
的
心
理
学
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
意
味
で
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
生
じ
た
あ

る
特
定
の
世
界
観
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
相
対
的
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
類
型
化
を
試
み
、
各
々
の
類
型
が
「
生
の
形
式
」
と
し

て
生
そ
れ
自
身
へ
の
客
観
的
妥
当
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
目
指
す
世
界
観
の
哲

学
と
し
て
の
知
の
普
遍
妥
当
的
理
論
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
、
世
界
観
の
類
型
の
相
対
性
を
語
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
自
身
の
立
場
が
懐
疑
論
に
陥
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
の
は
、
形
而
上
学
の
歴
史
を
叙
述
し
た
か
ら
と
い
っ
て
自
身
の
立
場
が
形
而
上
学
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ

る
。
彼
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
こ
う
語
る
。
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私
は
『
世
界
観
の
類
型
と
、
形
而
上
学
体
系
に
お
け
る
そ
の
形
成
』（1911

）
の
序
文
で
「
世
界
観
の
相
対
性
」
に
つ
い
て
語
っ

て
は
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
私
を
懐
疑
論
者
だ
と
す
る
の
は
誤
解
で
あ
る
。
私
は
「
相
対
性
の
根
拠
づ
け
と
、
相
対
性
を
克
服
す
る
よ

り
高
次
の
見
解
」
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（H

D
III,44

）

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
高
次
の
見
解
」
と
は
、
世
界
観
の
類
型
を
分
析
し
て
各
々
の
世
界
観
が
生
の
形
式
と
し
て
生
に
妥
当
す
る
こ
と
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
「
相
対
性
の
根
拠
づ
け
」
と
「
克
服
」
を
目
指
す
哲
学
、
世
界
観
の
哲
学
に
な
ろ
う
。
し
か
も
哲
学
が
従
来
、

世
界
観
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
哲
学
の
哲
学
」（GS

8,206ff

）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
厳
密
学
も
、
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
変
転
に
服
し
て
い
る
の
で
あ
り
」、
そ
う
し
た
「
歴

史
的
制
約
を
妥
当
性
か
ら
全
面
的
に
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
知
の
理
念
の
普
遍
妥

当
性
」
か
ら
歴
史
上
の
宗
教
あ
る
い
は
芸
術
の
妥
当
性
を
導
き
出
し
、「
そ
う
し
た
普
遍
妥
当
性
と
歴
史
上
の
宗
教
と
の
間
」
に
「
理
念

と
現
象
形
式
の
関
係
」を
見
出
そ
う
と
し
て
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
、「
こ
の
方
法
は
・
・
・
歴
史
分
析
を
活
用
し
て
い
る
」た
め
、

世
界
連
関
を
叙
述
す
る
概
念
の
普
遍
妥
当
性
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
（H

D
III,46

）。
た
と
え
普
遍
妥
当
性
を
求
め
て
も
、
そ
の
道
そ
れ

自
身
は
歴
史
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
「
歴
史
意
識
の
形
成
」
が
「
形
而
上
学
の
不
可
能
性
」
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る

（H
D

III,47

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
と
一
致
し
て
一
般
的
に
「
普
遍
妥
当
的
な
知
の
理
論
」
が
あ
る
と
語
る
と
き
、
そ
の
理
論

は
、
各
々
の
世
界
観
と
し
て
の
各
々
の
哲
学
で
は
な
く
、
哲
学
の
哲
学
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
初
か
ら
の
道
で
は
諸
々

の
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
で
あ
る
。「
私
〔
デ
ィ
ル
タ
イ
〕
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
諸
々
の
精
神
科
学
の
普
遍
妥
当
的
な
基
礎
づ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

歴
史
的
認
識
の
客
観
性

0

0

0

の
叙
述
で
あ
る
」（H

D
III,52

）。「
普
遍
妥
当
性
」
と
は
「
基
礎
づ
け
」
の
そ
れ
で
あ
り
、
知
の
生
へ
の
「
客
観
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性
〔
客
観
的
妥
当
性
〕」
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
語
る
「
形
而
上
学
の
不
可
能
性
〔
形
而
上
学
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
〕」
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
構
築
さ
れ
て
き
た
形
而
上
学
は
、
あ
る
世
界
観
と
し
て
生
に
妥
当
し
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
あ
る
世
界
観
で

あ
る
が
ゆ
え
に
相
対
的
で
あ
っ
て
、
普
遍
妥
当
的
な
知
の
理
論
と
し
て
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
形
而
上
学
を

構
築
し
て
き
た
道
は
、「
生
を
生
自
身
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
」
道
で
は
な
く
、「
生
の
背
後
へ
遡
る
」（GS

5,5

）
道
だ
か
ら
で
あ
り
、

後
者
の
道
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
り
、
世
界
観
を
形
成
し
て
も
知
の
理
論
は
形
成
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
「
背
後
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

「
生
を
仮
象
と
み
る
こ
と
は
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
生
の
経
過
の
中
に
、
過
去
か
ら
生
い
立
っ
て
未
来
へ
入
り
込
ん
で

い
く
中
に
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
作
用
連
関
と
価
値
を
形
成
す
る
実
在
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
過
去
、
現
在
、
そ
し
て
未
来

を
移
り
行
く
生
の
背
後

0

0

0

0

に
、
も
し
無
時
間
的
な
も
の
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
生
の
前
件

0

0

0

0

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
う
で
あ

る
な
ら
、
そ
れ
は
、
生
が
全
体
の
連
関
の
な
か
で
移
り
行
く
た
め
の
条
件
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
前
件
は
、

わ
れ
わ
れ
が
ま
さ
し
く
体
験
し
な
か
っ
た
も
の
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ
ゆ
え
た
だ
冥
界

0

0

だ
け
で
あ
ろ
う
」（GS

5,5

）。

こ
れ
は
カ
ン
ト
批
判
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
文
面
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
文
面
で
想
起
す
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
以
来
の
、

背
後
世
界
を
語
る
形
而
上
学
で
あ
ろ
う
。
そ
の
道
は
「
冥
界
」
へ
の
「
死
の
訓
練
」
で
あ
り
、
形
而
上
学
は
、
そ
の
語
の
と
お
り
、
生
を

「
超
え
出
る
」
試
み
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
生
は
「
仮
象
」
に
な
る
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
だ
け
で
な
く
同
時
代
の
ニ
ー
チ
ェ
が

批
判
し
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
道
に
関
し
て
二
つ
あ
る
。
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ま
ず
、「
冥
界
」
し
た
が
っ
て
死
は
、「
生
の
前
件
」
と
い
う
意
味
で
生
に
〈
先
立
つ
〉
も
の
と
し
て
の
〈
背
後
〉
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
死
し
て
冥
界
へ
移
る
こ
と
は
、
無
時
間
的
な
世
界
へ
超
え
る
こ
と
と
し
て
、
時
間
的
な
生
に
先
ん
じ
て
そ
れ〈
以
前
〉へ
、

つ
ま
り
、
時
間
的
な
生
を
遡
っ
て
生
の
「
背
後
」
へ
回
り
込
む
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
言
え
ば
、「
生
の

連
関
全
体
が
移
り
行
く
た
め
の
条
件
」
を
求
め
て
、
生
の
始
原
（
ア
ル
ケ
ー
）
あ
る
い
は
世
界
の
始
ま
り
へ
向
け
て
遡
っ
て
い
く
哲
学
的

営
み
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
の
時
間
的
な
移
ろ
い
の
中
で
、
経
験
的
な
条
件
を
求
め
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
超
越
的
な
条
件
、
あ

る
い
は
超
越
論
的
な
条
件
を
求
め
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
道
も
、
生
の
条
件
を
求
め
て
生
を
超
え
て
生
の
背
後
へ
回
り
込
む〈
形
而
・

上
学
〉
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
す
で
に
一
八
三
三
年
『
序
説
』
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
の
一
貫
し
た
考
え
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
叙
述
の
第
二
「
精
神
科
学
の
基
礎
と

し
て
の
形
而
上
学
。
そ
の
支
配
と
没
落
」
の
な
か
で
、
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
第
一
哲
学
」
を
「
自
然
を
超
え
出
た
も
の
の
学
問
」

つ
ま
り
「
超
越
的
な
も
の
の
学
問
」
と
し
て
捉
え
（GS

1,129,A
nm

.1

）、
近
世
に
至
っ
て
も
、「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
の
「
根
拠
律
」
の
よ

う
に
自
然
を
「
論
理
的
連
関
の
理
論
」
で
説
明
す
る
こ
と
を
も
「
形
而
上
学
」（GS

1,387f.

）
と
み
な
し
、
そ
し
て
「
形
而
上
学
の
軌
道

の
最
終
地
点
」
を
、「
把
握
す
る
主
観
そ
れ
自
身
を
対
象
に
す
る
認
識
論
」
と
結
び
つ
い
た
「
形
而
上
学
」
に
求
め
、
そ
の
な
か
に
「
超

越
論
的
哲
学
」
も
含
め
る
の
で
あ
る
（GS

1,404ff.

）。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
す
で
に
こ
の
時
期
か
ら
、
つ
ま
り
フ
ッ
サ
ー
ル
と
対
決
す
る
一
九

一
一
年
以
前
の
一
八
八
〇
年
代
か
ら
す
で
に
、「
把
握
す
る
主
観
そ
れ
自
身
を
対
象
に
す
る
認
識
論
」
を
も
形
而
上
学
の
流
れ
の
中
で
考

え
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
認
識
論
を
展
開
す
る
「
認
識
論
者
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
す
れ
ば
、「
懐
疑
論
者
の
正
当
な

後
継
者
」（GS

1,407

）
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
形
而
上
学
は
常
に
超
越
的
な
も
の
の
存
在
・
知
へ
の
懐
疑
を
影
の
ご
と
く
に
伴
っ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
主
観
の
認
識
能
力
を
分
析
す
る
認
識
論
者
も
、
懐
疑
論
に
囚
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
問

題
か
ら
解
き
放
た
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
主
観
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
抽
象
化
と
い
う
自
己
解
体
が
遂
行
さ
れ
た
だ
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け
」で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
超
越
論
的
条
件
も
、
意
識
の
事
実
を
踏
み
越
え
た
、
こ
の
意
味
で
形
而
上
学
的
産
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
形
而
上
学
的
な
認
識
論
的
立
場
は
、「
主
観
そ
れ
自
身
を
対
象
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ

が
「
第
一
研
究
」
で
述
べ
ら
れ
た
「
対
象
的
把
握
と
し
て
出
現
す
る
よ
う
な
体
験
の
限
界
」
に
通
じ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
は
、『
序
説
』
か
ら
晩
年
ま
で
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
生
を
対
象
と
し
て
見
る
こ
と
は
、

生
か
ら
離
れ
、
こ
の
意
味
で
生
を
超
え
出
て
そ
の
背
後
に
回
り
込
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
見
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
世
界
観
哲
学
を
相
対
主
義
と
し
て
批
判
す
る
が
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
厳
密
学
そ
れ
自
身
が
生
を
越
え
出
る
〈
形
而
・
上
学
〉
で
あ
り
、
一
つ
の
世
界
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ

れ
ば
一
層
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
哲
学
の
哲
学
で
求
め
る
「
普
遍
妥
当
な
知
の
理
論
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が
厳
密
学
で
求
め
る
そ
れ
は
、「
普
遍

妥
当
性
」
あ
る
い
は
「
客
観
的
妥
当
性
」
と
い
う
語
の
意
味
と
使
い
方
が
異
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
こ
そ
、
両
者
の
道
の
分

岐
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
ど
こ
ま
で
も
生
へ
の
客
観
的
妥
当
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

書
簡
で
次
の
よ
う
に
返
信
す
る
。

「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
妥
当
性
は
、
そ
の
原
理
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
に
持
っ
て
い
る
」

（H
D

III,48

）。

こ
の
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
は
、
こ
こ
で
「
理
念
」
あ
る
い
は
「
理
想
」
と
も
言
わ
れ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
原
理
を
求
め
て
直
観
に
よ

っ
て
本
質
を
観
取
す
る
道
を
歩
む
。
し
か
も
そ
れ
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
も
の
に
お
い
て
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
歴

史
的
事
実
的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
相
対
的
な
も
の
に
制
限
さ
れ
な
い
と
同
時
に
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
道
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は
、
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
な
も
の
の
中
に
あ
っ
て
経
験
的
で
は
な
い
理
念
・
原
理
・
本
質
を
捉
え
る
道
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す

れ
ば
、
こ
の
道
は
、
生
の
条
件
を
求
め
て
超
越
論
的
に
生
を
超
え
る
道
で
あ
っ
て
も
、
超
越
的
に
背
後
世
界
を
語
る
道
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
。

「
思
う
に
、
あ
な
た
が
形
而
上
学
と
し
て
戦
っ
て
い
る
も
の
と
、
私
が
形
而
上
学
と
し
て
容
認
し
押
し
進
め
る
も
の
は
、
同
じ
で
は

な
い
の
で
す
」（H

D
III,49f.

）。

　

同
じ
形
而
上
学
で
あ
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
進
め
る
形
而
上
学
は
、
自
然
科
学
や
精
神
科
学
の
変
遷
を
包
含
す
る
原
理
的
な
学
問
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
認
識
の
態
度
は
、
一
方
で
は
「
意
識
に
即
し
て
純
粋
に
存
在
に
向
け
ら
れ
て
お
り
」、
他
方
で
は
「
存
在
と
意

識
の
謎
に
満
ち
た
本
質
関
係
に
向
け
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
カ
ン
ト
に
身
を
寄
せ
る
物
自
体
「
形
而
上
学
」」
や
、

「
純
粋
概
念
の
体
系
か
ら
現
実
の
科
学
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
存
在
論
理
主
義
的
な
ス
ピ
ノ
ザ
の
形
而
上
学
」
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い

て
も
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（H

D
III,50f.

）。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い
ず
れ
の
形
而
上
学
と
も
「
戦
っ
て
い
る
」
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
形
而
上
学
を
巡
る
往
復
書
簡
か
ら
そ
の
意
味
と
道
の
違
い
が
際
立
っ
て
く
る
。
争
点
に
な
る
の
は
、
生
を
ど
の
よ
う
に
超

え
る
か
、
あ
る
い
は
超
え
る
こ
と
は
不
可
能
か
、
と
い
う
超
越
の
問
題
に
な
ろ
う
。
そ
の
方
法
と
し
て
の
道
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
区
分
か

ら
す
れ
ば
、
生
を
生
か
ら
理
解
す
る
（
解
釈
学
）
か
、
そ
れ
と
も
生
に
〈
先
立
つ
〉〈
背
後
〉
へ
回
り
込
む
（
形
而
上
学
）
か
、
で
あ
り
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
区
分
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
経
験
的
）
か
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
（
超
越
論
的
）
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

を
超
え
た
も
の
（
超
越
的
）
か
、
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
道
が
「
知
の
理
論
」
へ
通
じ
て
い
る
の
か
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
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し
て
両
者
の
歩
む
道
が
、
解
釈
学
的
な
覚
知
に
基
づ
く
理
解
の
道
と
本
質
直
観
に
基
づ
く
現
象
学
的
還
元
の
道
に
分
岐
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
道
を
形
而
上
学
に
数
え
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
を
「
出
発
点
」
に
し
て
そ
の

先
に
自
身
の
道
を
切
り
開
く
。
こ
の
ゆ
え
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
と
自
身
の
方
法
は
〈
同
じ
も
の
〉
に
な
り

う
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
た
と
え
ば
宗
教
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
そ
れ
ゆ
え
宗
教
の
現
象
学
的
理
論
は
、
主
要
部
分
に
よ
れ
ば
、
あ
な
た
〔
デ
ィ
ル
タ
イ
〕
が
再
三
要
求
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
内
的
な
生
へ
帰
還
す
る
こ
と
、
内
的
動
機
付
け
の
追
体
験

0

0

0

に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
「
生
の
形
式
」
へ

帰
還
す
る
こ
と
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
こ
の
こ
と
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
追
体

0

0

験
と
理
解

0

0

0

0

は
、
具
体
的
な
直
観
的
意
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
意
識
か
ら
、
宗
教
を
イ
デ
ア
ー
ル
な
統
一
体
と
し
て
生
み
出
す

…
…
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
き
る
の
で
あ
る
」（FD

III,49

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
追
体
験
」
を
「
具
体
的
な
直
観
的
意
識
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
イ
デ
ア
ー
ル
な
統
一
体
」
を
看

取
す
る
「
純
粋
直
観
」
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
す
「
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
き
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

が
分
岐
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

か
く
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
〈
同
じ
〉
道
の
〈
分
岐
〉
に
、

そ
し
て
一
見
解
釈
学
の
道
を
歩
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
同
じ
現
象
学
の
道
を
歩
ん
で
い
た
こ
と

に
、
気
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
。
第
三
論
考
に
お
け
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
視
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
の
は
、

二
つ
の
道
の
違
い
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
象
学
と
解
釈
学
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
ど
の
よ
う
な
道
を
切
り
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開
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と
し
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。　
（
つ
づ
く
）
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二
巻
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
詳
細
な
紹
介
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
大
石
学
「
デ
ィ
ル
タ
イ
を
〝
非
神
話
化
〝
す
る
（
２
）
―

Ｇ
・
キ
ュ
ー
ネ
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
・
レ
ッ
シ
ン
グ

編
『
デ
ィ
ル
タ
イ
書
簡
集
Ⅱ　

一
八
八
二
―

一
八
九
五
』」『
デ
ィ
ル
タ
イ
研
究
』
二
六
号
（
日
本
デ
ィ
ル
タ
イ
協
会
）
一
九
一
五
年
一
一
月
、
八
二
―

八
七
頁
。

（
４
）Edm

und H
usserl, Philosophie als strenge W

issenschaft, K
losterm

ann Frankfurt am
 M

ain 1965.

引
用
に
際
し
て
は
、
一
九
一
一
年
に

掲
載
さ
れ
た
『
ロ
ゴ
ス
』（Logos I, 1911
）
の
頁
付
表
記
に
よ
る
。

（
５
）  

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」
は
、
二
五
年
夏
学
期
の
講
義
の
中
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
識
存
在
と
意
識
を
超
越
し
た
存
在
と
の
区

分
に
基
づ
い
て
（H

usserl, III-1,159. 

）、
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
あ
ら
ゆ
る
存
在
区
分
の
中
で
最
も
徹
底
的
な
区
分
―
意
識
存
在
と
し

て
の
存
在
と
、
意
識
の
内
に
「
告
知
」
さ
れ
た
「
超
越
的
」
存
在
と
し
て
の
存
在
―
」「
こ
の
基
礎
的
な
存
在
区
分
の
獲
得
に
さ
い
し
て
、
区
分
さ
れ

て
い
る
も
の
そ
れ
自
身
の
あ
り
方
は
問
わ
れ
て
す
ら
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
意
識
存
在
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
な
い
し
、
存
在
区
分
一
般
の
全
区
分

を
統
括
す
る
も
の
―
存
在
の
意
味
―
は
ま
っ
た
く
問
わ
れ
て
い
な
い
」。
か
く
し
て「
現
象
学
的
に
問
う
こ
と
は
、
そ
の
最
も
内
的
な
道
筋
に
従
え
ば
、

そ
れ
自
身
、
志
向
的
な
も
の
の
存
在
へ
の
問
い
に
通
じ
、
と
り
わ
け
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
に
直
面
す
る
」（GA

20,157,158,184

）。
詳
細
は
す

で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山
本
、
二
〇
〇
五
、
第
四
章
四
節
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
」、
一
五
八
―

一
六
一
頁
。

（
６
）  

詳
細
は
、
山
本
、
二
〇
一
四
、
九
五
頁
以
下
、
を
参
照
。

（
７
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
拙
著
で
詳
述
し
て
お
り
、
本
稿
で
は
必
要
な
限
り
論
点
の
み
を
提
起
し
て
お
く
。
山
本
、
二
〇
一
四
、
一
二
五
―

一
六
四

頁
（
第
二
章
第
三
節
「
理
解
の
対
称
性
／
非
対
称
性
」
お
よ
び
第
四
節
「
理
解
の
ず
れ
」）。

（
８
）
詳
細
は
以
下
を
参
照
。
山
本
、
二
〇
〇
五
、
二
〇
三
頁
以
下
（
第
五
章
三
節
「
意
識
の
事
実
と
覚
知
」）。
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