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一
　
問
題
の
所
在

　
カ
ン
ト
を
中
心
と
す
る
西
欧
哲
学
の
研
究
者
・
量は
か
り義

治
（
一
九
三
一
│

二
〇
一
一
）
1
（

）
は
、
戦
後
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
者
と
し
て
も
活
躍

し
た
旧
約
学
者
・
関
根
正
雄
（
一
九
一
二
│
二
〇
〇
〇
）
2
（

）
に
長
ら
く
師
事

し
、
晩
年
に
は
自
ら
も
無
教
会
の
集
会
を
主
宰
し
て
、
宣
教
活
動
を
行
っ

た
）
3
（

。
そ
の
量
は
師
で
あ
る
関
根
が
一
九
七
九
年
に
、「
無
信
仰
の
信
仰
）
4
（

」

と
い
う
独
特
な
信
仰
把
握
を
示
し
た
こ
と
を
享
け
、
こ
れ
に
い
ち
早
く
賛

同
・
一
九
八
〇
年
代
か
ら
理
論
化
を
始
め
た
が
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
西

田
哲
学
と
邂
逅
し
、
西
田
の
神
観
を
批
判
的
に
受
容
し
た
。
本
稿
で
は
第

一
に
、
量
は
西
田
を
い
か
に
し
て
「
発
見
」
し
た
か
、
第
二
に
量
は
西
田

か
ら
何
を
学
び
何
を
問
題
と
し
た
か
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス

ト
教
と
西
田
哲
学
さ
ら
に
は
両
者
を
め
ぐ
る
問
題
群
を
問
う
た
め
の
一
つ

の
場
を
提
示
し
た
い
。

二
　
量
の
軌
跡
│
戦
後
思
想
史
の
一
断
面

　
初
め
に
特
記
し
た
い
の
は
、
量
が
東
京
大
学
大
学
院
に
進
学
し
た
一
九

五
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
が
起
こ
っ
た
こ
の
年
は
、
亀

井
勝
一
郎
の
問
い
に
端
を
発
す
る
「『
昭
和
史
』
論
争
）
5
（

」
や
、
竹
山
道
雄

に
よ
る
『
昭
和
の
精
神
史
）
6
（

』
の
公
刊
を
見
た
他
、
松
下
圭
一
の
「
大
衆
国

家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
）
7
（

」
が
著
さ
れ
た
年
だ
っ
た
。
い
ず
れ
も
当
時
、

論
壇
で
支
配
的
だ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
解
釈
枠
組
み
を
絶
対
視
す
る

こ
と
な
く
、
よ
り
柔
軟
な
発
想
で
、
歴
史
や
社
会
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る

試
み
と
言
え
た）

8
（

。
翌
一
九
五
七
年
に
草
さ
れ
た
梅
棹
忠
夫
の
「
文
明
の
生

態
史
観
序
説
）
9
（

」
も
、
単
線
的
な
発
展
段
階
説
を
相
対
化
す
る
新
し
い
歴
史

観
を
提
起
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
西
欧
由
来
の
学
問
や
ア
ン
グ
ル
と
批
判
的
に
向
か
い
合
い
、
日
本
人
自

ら
新
た
な
地
平
を
切
り
拓
こ
う
と
す
る
試
み
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
関
係

〈
研
究
論
文
３
〉
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西
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仰
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│
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そ
の
上
で
量
は
こ
の
「
定
義
」
の
根
拠
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
「
十
字
架
上

で
の
『
わ
が
神
、
わ
が
神
、
何
ぞ
わ
れ
を
棄
て
給
い
し
』
と
い
う
叫
び
）
17
（

」、

具
体
的
に
は
「
神
に
棄
て
ら
れ
つ
つ
、
す
な
わ
ち
、
神
無
く
し
て
、
な
お

か
つ
神
を
『
わ
が
神
、
わ
が
神
』
と
呼
ば
れ
、
神
の
前
に
立
ち
続
け
ら
れ

た
）
18
（

」
イ
エ
ス
の
実
存
様
式
を
同
定
し
、
そ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
に
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
の
絶
望
に
お
い
て）
19
（

」「
合
わ
せ
ら
れ
る）
20
（

」
こ
と
こ
そ
、「
神
の
無
」
い

現
代
の
我
々
が
「
神
無
く
し
て
神
の
前
に
立
つ
」
途
だ
と
主
張
し
た
。

三
　「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
傾
き

　
　
│
一
九
八
〇
年
代
の
量

　
以
上
の
よ
う
な
軌
跡
を
辿
り
、
量
は
関
根
に
よ
る
「
無
信
仰
の
信
仰
」

の
創
唱
に
遭
遇
し
た
。
以
後
の
量
は
「
神
無
く
し
て
神
の
前
に
立
つ
」
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
実
存
様
式
を
「
無
信
仰
の
信
仰
」
と
称
し
て
論
理
化

し
、
最
初
の
成
果
を
一
九
八
四
年
、
論
考
「
無
教
会
を
問
う
」
と
し
て
提

示
し
た
。
そ
の
内
容
は
第
一
に
、「
十
字
架
の
上
で
の
、『
わ
が
神
、
わ
が

神
、
な
ん
ぞ
わ
れ
を
棄
て
給
う
』
と
の
イ
エ
ス
の
叫
び
は
、
神
無
き
と
こ

ろ
で
神
の
前
に
立
つ
無
信
仰
の
信
仰
で
あ
り
ま
す）
21
（

」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
、
第
二
に
、
そ
の
「
無
信
仰
の
信
仰
は
わ
れ
わ
れ
の
信
仰
で
は
な
く
て
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
信
仰
）
22
（

」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
わ
れ
わ
れ
が

聖
霊
に
よ
っ
て
十
字
架
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
合
わ
せ
ら
れ
る
と
き
、

聖
霊
に
よ
っ
て
賜
る
信
仰
で
あ
り
ま
す）
23
（

」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆

す
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
「
現
代
に
お
け
る
信
仰
」
で
展
開
し
た
持
論

を
踏
襲
す
る
も
の
だ
っ
た）
24
（

。

の
深
い
歴
史
学
あ
る
い
は
政
治
学
等
に
限
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
れ
以

外
の
領
域
に
も
現
れ
て
い
た
。
例
え
ば
神
学
者
・
有
賀
鐵
太
郎
が
論
考

「
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て）
10
（

」
の
中
で
、
西
欧
神
学
と
は
異
な
る
仕
方
で

新
た
な
神
観
を
問
い
か
け
た
の
も
同
じ
一
九
五
六
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
戦

後
思
想
に
は
ら
ま
れ
た
如
上
の
志
向
の
下
で
、
量
が
研
究
者
と
し
て
の
研

鑽
を
始
め
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

　
こ
の
息
吹
は
以
後
も
途
絶
せ
ず
、「
六
〇
年
安
保
」
闘
争
の
挫
折
体
験

や
、
顕
わ
に
な
っ
た
社
会
主
義
国
家
の
現
実
を
も
媒
介
と
し
て
、
一
九
七

〇
年
前
後
に
頂
点
を
迎
え
た
。
そ
の
象
徴
の
一
つ
が
『
市
民
社
会
と
社
会

主
義
）
11
（

』
を
著
し
た
平
田
清
明
や
、『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
平
）
12
（

』
を
書
い
た

廣
松
渉
ら
が
も
の
し
た
個
性
的
な
作
品
群
で
あ
り
、
ま
た
当
時
、
日
本
近

代
史
の
領
域
で
相
次
い
で
い
た
一
連
の
「
民
衆
史
）
13
（

」
研
究
だ
っ
た
。
い
ず

れ
も
教
条
的
マ
ル
ク
ス
主
義
や
伝
統
的
「
近
代
主
義
」
を
根
底
か
ら
問
い

質
し
、
そ
の
乗
り
越
え
を
図
ろ
う
と
す
る
主
体
性
に
彩
ら
れ
て
い
た
が
、

如
上
の
志
向
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
と
同
様
に
、
神
学
界
に
も
及
ん
で
い

た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
そ
の
達
成
の
一
つ
が
「
神
学
、
哲
学
両

分
野
に
お
け
る
形
而
上
学
的
思
考
の
克
服
）
14
（

」
を
志
し
、
新
た
な
神
観
・
信

仰
の
提
示
を
企
て
た
、
小
田
垣
雅
也
の
一
九
七
五
年
の
作
品
『
解
釈
学
的

神
学
』
だ
っ
た
。

　
翌
一
九
七
六
年
、
量
も
初
め
て
の
神
学
論
文
「
現
代
に
お
け
る
信
仰
」

で
、
現
代
の
本
質
を
「
神
の
無
さ
）
15
（

」
に
見
出
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
に
相

応
し
い
新
し
い
信
仰
を
求
め
「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
『
神
無
く
し
て
神
の

前
に
立
つ
』
と
い
う
信
仰
の
定
義
は
極
め
て
現
代
的
）
16
（

」
と
問
い
か
け
た
。
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の
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
量
が
「
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
模
倣
に
と
ど

ま
ら
な
い
独
創
的
な
神
学
と
し
て
、
西
田
哲
学
を
援
用
し
つ
つ
「
無
信
仰

の
信
仰
」
と
い
う
構
想
を
打
ち
出
す
に
至
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
量
に
よ
る
西
田
哲
学
の
「
発
見
」
が
、
な
ぜ
一
九
八
〇

年
代
に
な
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時
、
量
が
「
無
信
仰
の
信
仰
」

の
独
自
性
を
、「
東
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
」
な
か
ん
ず
く
「
日
本
人
と
し
て
」

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
帰
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
注
意
を
促
し
た
い
の
は
、
既
に
複
数
の
「
日
本
文
化
論
）
28
（

」
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
前
後
よ
り
論
壇
は
、
日
本
の
空
前
の

「
経
済
大
国
化
」
を
背
景
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
や
近
代
主
義
的
な
ア
ン
グ

ル
か
ら
日
本
の
「
否
定
的
特
殊
性
）
29
（

」
を
言
挙
げ
す
る
議
論
が
退
潮
し
、
代

わ
っ
て
、
日
本
の
「
肯
定
的
特
殊
性
）
30
（

」
に
着
目
し
そ
こ
か
ら
日
本
の
現
在

と
そ
の
来
歴
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
論
調
の
隆
盛
を
見
た
点
で
あ
る
。
こ

の
動
向
は
神
学
や
宗
教
哲
学
の
世
界
に
も
広
が
っ
て
お
り
、
当
時
、
仏
教

を
中
心
に
日
本
の
伝
統
的
な
宗
教
・
思
想
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
貢
献
の
可

能
性
を
探
る
考
察
が
相
次
い
で
い
た）
31
（

。
一
九
八
〇
年
の
南
山
宗
教
文
化
研

究
所
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
京
都
学
派
〔
西
田
・
田
辺
の
伝
統
〕
と
キ

リ
ス
ト
教）
32
（

」
は
そ
の
象
徴
と
言
っ
て
よ
い
。

　
量
の
恩
師
・
関
根
も
、
こ
の
頃
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
強
い
関
心
を

寄
せ
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
八
二
年
の
『
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
家
』

で
は
、
旧
約
聖
書
の
世
界
が
「
西
欧
的
な
従
来
の
二
元
論
的
カ
テ
ゴ
リ

ー
）
33
（

」
で
は
割
切
れ
な
い
「
も
っ
と
霊
的
、
非
合
理
的
）
34
（

」
な
世
界
で
あ
る
こ

　
た
だ
こ
の
論
考
で
注
視
し
た
い
の
は
、
量
が
自
説
の
説
明
原
理
と
し

て
、
日
本
発
の
哲
学
で
あ
る
西
田
哲
学
を
援
用
し
始
め
た
点
で
あ
る
。
い

わ
く
、「
信
仰
と
無
信
仰
と
は
絶
対
的
に
矛
盾
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
無
信
仰
の
信
仰
に
お
い
て
は
二
つ
の
も
の
は
不
可
分
の

一
つ
の
事
柄
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
も

の
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
、
霊

性
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
絶
対
弁
証
法
で
あ
る）
25
（

」
と
。
繰
り
返
さ
れ
る

「
絶
対
的
に
矛
盾
」
の
語
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
量
は
明
ら
か
に
西
田
哲

学
を
意
識
し
て
「
無
信
仰
の
信
仰
」
を
説
い
て
い
た
。

　
さ
ら
に
量
が
こ
の
一
文
で
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
史
と
の
関
連
に
お
い

て
、「
無
信
仰
の
信
仰
」
の
独
自
性
を
強
調
し
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
い

わ
く
、
人
間
が
求
め
る
べ
き
信
仰
を
「
神
無
き
と
こ
ろ
で
神
の
前
に
立
つ
」

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
ご
自
身
の
」「
無
信
仰
の
信
仰
」
と
措
定
し
た
関
根

の
見
解
は
、
実
に
「
宗
教
改
革
者
の
信
仰
把
握
を
超
え
る
信
仰
の
再
把

握
）
26
（

」
で
あ
る
と
。
そ
の
姿
勢
は
一
九
八
五
年
の
論
考
「
無
教
会
論
の
発
展
」

で
よ
り
強
ま
り
、「『
無
信
仰
の
信
仰
』
と
い
う
信
仰
把
握
は
、
キ
リ
ス
ト

教
史
に
お
い
て
、
東
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
が
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
媒
介
さ

れ
な
が
ら
ま
っ
た
く
独
自
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
仰
把
握
は

聖
書
に
日
本
人
と
し
て
徹
底
的
に
内
在
す
る
こ
と
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
た

も
の
で
あ
る）
27
（

」
と
ま
で
力
説
さ
れ
た
。

　
既
に
跡
づ
け
て
き
た
よ
う
に
、
量
の
研
究
者
と
し
て
の
自
己
形
成
は
、

西
欧
由
来
の
理
論
や
理
念
を
主
体
的
に
問
い
直
し
、
時
代
と
切
り
結
ん
だ

自
前
の
学
問
を
築
き
上
げ
よ
う
と
す
る
戦
後
思
想
の
息
吹
と
併
走
す
る
も
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仰
と
無
信
仰
に
限
ら
ず
、
義
と
愛
、
審さ
ば

き
と
赦
し
等
、「
絶
対
的
に
矛
盾

す
る
も
の
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
論
理
」

す
な
わ
ち
「
絶
対
弁
証
法
」
の
「
論
理
」
だ
が
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
の
は

「
聖
書
の
神
ご
自
身
が
絶
対
有
即
絶
対
無
で
あ
る）
38
（

」
こ
と
に
よ
る
と
。

　
そ
し
て
「
聖
書
の
神
ご
自
身
が
絶
対
有
即
絶
対
無
で
あ
る
」
こ
と
は
、

「
三
位
一
体
論
」
の
根
拠
を
問
う
中
で
導
出
さ
れ
る
と
量
は
言
う
。
彼
が

そ
の
端
緒
と
す
る
の
は
「
三
位
一
体
論
」
を
め
ぐ
る
「
関
根
正
雄
先
生
の

神
観
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
神
は
霊
で
あ
り
、
こ
の
霊
な
る
無
の
場
所
に
、

父
、
子
、
み
霊
の
三
位
の
神
が
い
ま
す
と
敢
え
て
ま
と
め
る）
39
（

」
見
方
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
神
観
の
有
効
性
に
つ
い
て
量
は
言
う
、「
西
欧
に
お
け
る
三
位
一

体
論
の
解
釈
史
に
お
い
て
は
、
…
…
有
な
る
三
が
有
な
る
一
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な）
40
（

」
り
、「
不
可
解
極
ま
り
な
い
こ
と

に
な
る）
41
（

」
が
、「
有
な
る
三
者
が
必
然
的
相
互
関
係
の
う
ち
に
あ
り
つ
つ
、

無
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
、
と
解
釈
さ
れ
る
場
合
に
は
、
三
位
一
体
論
が

よ
り
正
し
く
論
理
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
42
（

」
と
。「
し
か
し
な
が
ら
、
父

と
子
と
聖
霊
が
無
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
こ

と
で
あ
ろ
う
か）
43
（

」、
量
は
こ
う
自
問
し
て
そ
の
連
関
を
次
の
よ
う
に
問
い

か
け
た
。

　
ま
ず
「
父
と
子
と
聖
霊
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
有
で
は
な
く
て
、
絶
対
有
な

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
が
共
同
に
存
在
す
る
場
所
と
し
て
の
無
も
、
相

対
無
で
は
な
く
て
絶
対
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
44
（

」。
し
か
し
な
が
ら
そ

の
こ
と
は
、「
絶
対
有
そ
の
も
の
は
、
絶
対
無
と
は
内
的
関
係
を
有
さ
ず
、

と
を
随
所
で
主
張
・
そ
の
解
釈
枠
組
み
と
し
て
、「
西
欧
的
な
従
来
の
二

元
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
は
異
な
っ
た
、「
日
本
文
化
」
に
見
ら
れ
る
感

受
性
や
思
惟
様
式
、
具
体
的
に
は
「
短
詩
形
文
学
）
35
（

」
に
親
し
い
日
本
人
の

心
情
や
「
東
洋
的
な
『
無
』）
36
（

」
の
意
義
を
打
ち
出
し
て
い
た
。

　
こ
れ
ら
の
思
潮
を
ふ
ま
え
て
見
る
な
ら
ば
、
量
が
一
九
八
〇
年
代
半
ば

に
西
田
哲
学
を
「
発
見
」
し
、
そ
の
論
理
に
依
拠
し
つ
つ
、「
日
本
人
」

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
表
現
と
し
て
「
無
信
仰
の
信
仰
」
を
主
張
し
た
こ

と
を
、
当
該
期
に
多
く
現
れ
た
自
己
肯
定
的
な
「
日
本
文
化
論
」
の
ヴ
ァ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
的
外
れ

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

四
　
西
田
哲
学
と
の
交
錯
と
分
岐
　
そ
の
１

　
し
か
し
量
の
場
合
、「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
称
揚
は
一
九
八
〇
年
代

半
ば
が
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
以
後
、「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
惑
溺
す
る
よ

う
な
こ
と
は
つ
い
ぞ
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
一
九
三
一
年
生
ま
れ
で
恐
ら

く
は
「
皇
国
少
年
」
と
し
て
自
己
形
成
し
、
敗
戦
に
よ
り
激
烈
な
価
値
転

換
を
潜
り
抜
け
た
量
に
と
っ
て
、
西
田
哲
学
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
「
日
本

的
な
る
も
の
」
へ
の
傾
斜
は
警
戒
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

実
際
、
量
は
「
昭
和
」
が
終
わ
っ
た
一
九
八
九
年
、
論
文
「
関
根
正
雄
先

生
の
神
観
の
特
質
」
に
お
い
て
、「
昭
和
の
思
想
」
を
総
括
す
る
か
の
如

く
、
西
田
哲
学
と
対
峙
し
た
。

　
こ
の
論
考
で
量
が
試
み
た
の
は
、
西
田
哲
学
に
学
び
つ
つ
「
聖
書
の
論

理
）
37
（

」
を
解
き
明
か
す
こ
と
だ
っ
た
。
い
わ
く
「
聖
書
の
論
理
」
と
は
、
信
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在
の
肯
定
と
し
て
の
生
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る）
50
（

」
と
。
か
く
し
て
「
聖
書

の
神
は
絶
対
有
即
絶
対
無
と
し
て
顕
現
）
51
（

」
す
る
故
に
、「
死
即
生
、
罪
の

審
き
即
罪
の
赦
し
」
と
い
う
よ
う
な
、「
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
も
の
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
つ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
態
を
聖
書
の
彼

処
に
持
ち
来
す
、
こ
れ
が
量
の
洞
察
だ
っ
た
。

五
　
西
田
哲
学
と
の
交
錯
と
分
岐
　
そ
の
２

　
こ
の
よ
う
に
本
論
文
に
は
西
田
哲
学
の
影
響
が
色
濃
い
が
、
し
か
し
量

は
こ
の
一
文
で
西
田
の
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
絶
対
者
観
を
批
判
し
て
も
い
た
。
量
は
ま
ず
、「
対
象
的
に
あ

る
も
の
に
対
す
る
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
対
で
あ
る
、
絶
対
で
は
な
い）
52
（

」、

し
か
し
絶
対
は
「
単
に
対
を
絶
し
た
も
の
で
は
な
い）
53
（

」
と
の
西
田
の
絶
対

者
観
を
注
視
し
て
い
わ
く
、
絶
対
は
「
か
え
っ
て
対
す
る
も
の
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
対
象
的
に
あ
る
も
の
』
に
、
す
な
わ
ち
、
有
に
、

対
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
相
対
で
あ
っ
て
絶
対
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

真
の
絶
対
は
無
に
対
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
54
（

」
と
。

　
然
ら
ば
絶
対
が
絶
対
た
る
べ
く
、「
無
に
対
す
る
」
と
は
い
か
な
る
事

態
か
。
量
い
わ
く
、「
西
田
は
言
う
、『
単
な
る
無
は
、
自
己
に
対
す
る
も

の
で
は
な
い
。
自
己
に
対
す
る
も
の
は
、
自
己
を
否
定
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
』
と）
55
（

」。
つ
ま
り
絶
対
が
対
す
べ
き
「
無
」
と
は
「
単
な

る
無
」
で
は
な
く
、「
絶
対
の
無）
56
（

」
と
し
て
「
絶
対
を
絶
対
的
に
否
定
す

る
も
の）
57
（

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
し
か
も
枢
要
な
こ
と
は
、「
こ
の
絶
対
を
絶
対
的
に
否
定
す
る
も
の
は
、

た
だ
そ
れ
が
そ
の
外
な
る
絶
対
無
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
は
な
い）
45
（

」。
な
ぜ
な
ら
自
ら
の
「
外
な
る
」
何
ら
か
と
相
対
す
る
よ
う

な
「
有
」
は
、
所
詮
「
相
対
有
」
に
と
ど
ま
り
、「
絶
対
有
」
と
は
称
し

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
絶
対
有
と
絶
対
無
の
関
係
は
外

的
で
は
な
く
て
内
的
）
46
（

」
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
「
絶
対
有
な
る

父
と
、
絶
対
有
な
る
子
と
、
絶
対
有
な
る
聖
霊
が
、
絶
対
無
の
場
所
に
お

い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
父
と
子
と
聖
霊
が
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
有
即
絶

対
無
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
父
と
子
と
聖
霊
は
単
な
る
絶

対
有
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
時
に
絶
対
無
で
も
あ
る）
47
（

」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　
然
ら
ば
な
ぜ
「
聖
書
の
神
ご
自
身
が
絶
対
有
即
絶
対
無
で
あ
る
」
こ
と

に
よ
り
、
聖
書
に
は
「
絶
対
的
に
矛
盾
す
る
も
の
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
一
つ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
事
態
が
出
来
す
る
の
か
。
こ
こ
で
量

は
預
言
者
「
イ
ザ
ヤ
の
贖
罪
体
験
は
死
即
生
、
罪
の
審
き
即
罪
の
赦
し
の

体
験
で
あ
っ
た）
48
（

」
と
な
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
イ
ザ
ヤ
の
歴
史

的
体
験
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
体
験
を
も
た
ら
し
た
神
の
特
質
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う）
49
（

」
と
、
以
下
の
よ
う
に
聖
書
の｢

神
の
特
質｣

を
敷
衍
し
た
。
い
わ
く
、「
絶
対
者
の
前
で
は
相
対
者
は
否
定
さ
れ
ざ
る

を
え
な
い
。
死
な
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
イ
ザ
ヤ
の
神
は
イ
ザ
ヤ
を
絶

対
的
に
否
定
し
な
が
ら
、
同
時
に
絶
対
的
に
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
神
は
も
は
や
単
に
絶
対
有
と
し
て
の
絶
対
者
で
は

あ
り
え
な
い
。
同
時
に
絶
対
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
有
即
絶
対

無
な
る
神
が
相
対
者
に
そ
の
存
在
の
否
定
と
し
て
の
死
と
同
時
に
そ
の
存
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対
の
無
と
な
る
』
の
は
、
じ
つ
は
自
己
が
『
絶
対
の
有
』
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
絶
対
の
無
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
絶
対
の
有
は

真
に
絶
対
の
有
で
は
な
い
。
絶
対
の
有
は
な
に
も
の
に
も
否
定
さ
れ
え
な

い
が
ゆ
え
に
絶
対
の
有
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
絶
対

の
有
は
み
ず
か
ら
絶
対
の
無
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）
66
（

」
と
。
こ

こ
か
ら
量
は
「『
自
己
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
』
こ
と
に
よ
っ

て
『
絶
対
の
無
と
な
る
』
よ
う
な
絶
対
は
、
本
来
、
有
で
は
な
く
て
無
な

の
で
あ
る）
67
（

」
と
し
て
、
西
田
の
「
神
が
絶
対
の
無
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い

る
）
68
（

」
所
以
を
説
い
た
。
か
く
し
て
量
は
闡
明
す
る
、「
や
は
り
西
田
哲
学

の
根
本
的
立
場
は
仏
教
的
で
あ
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
69
（

」
と
。

　
当
時
、
西
田
の
神
観
と
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
が
根
本
に
お
い
て
異
な
る

こ
と
は
、
例
え
ば
川
村
永
子
が
一
九
八
八
年
の
『
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲

学
』
で
も
説
い
て
い
た）
70
（

。
し
か
し
そ
の
主
眼
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲

学
の
接
点
）
71
（

」
を
探
る
こ
と
に
あ
る
点
で
、
先
に
見
た
一
九
八
〇
年
代
前
半

の
神
学
界
の
潮
流
を
受
け
継
ぐ
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
一
九
八
九
年

の
量
の
論
考
は
、
明
ら
か
に
「
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学
」
の
差
を
批
判

的
に
際
立
た
せ
る
方
面
に
力
点
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
論

文
は
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
へ
の
傾
斜
を
見
せ

た
量
が
、「
昭
和
」
の
終
焉
に
当
た
り
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
見
地
か

ら
自
身
の
思
索
を
総
括
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

六
　
む
す
び
に
か
え
て

　
そ
の
後
、
量
の
西
田
理
解
は
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
更
新
さ
れ
た
。
具

絶
対
の
外
に
で
は
な
く
て
、
絶
対
の
中
に
あ
る）
58
（

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
絶
対
は
自
己
の
外
に
対
象
的
に
自
己
を
対
立
す
る
も
の
を

も
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る）
59
（

」。
し
た
が
っ
て
絶
対
が
「
絶
対
の
無
」「
に
対

す
る
」
と
は
、
絶
対
が
「
絶
対
の
中
」
に
自
ら
を
「
絶
対
的
に
否
定
す
る

も
の
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
換
言
す
れ
ば
「
絶
対

を
絶
対
的
に
否
定
す
る
も
の
は
絶
対
自
身
な
の
で
あ
る）
60
（

」
と
量
は
言
う
。

　
か
く
し
て
絶
対
は
絶
対
た
る
べ
く
、「
絶
対
の
無
」「
に
対
す
る
」
こ
と

が
必
然
と
な
る
が
、
そ
れ
は
絶
対
自
ら
が
自
ら
を
「
絶
対
的
に
否
定
す
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
約
言
す
る
と
「
絶
対
が
『
絶
対
の
無

と
な
る
』）
61
（

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
西
田
に
お
い
て
「
絶
対
が
絶

対
の
無
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
絶
対
が
絶
対
の
有
で
あ
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
絶
対
は
『
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
』
な
の
で

あ
る）
62
（

」。
量
は
こ
う
結
論
づ
け
た
。

　
と
こ
ろ
で
西
田
の
如
上
の
絶
対
者
観
は
、
聖
書
に
お
け
る
そ
れ
、
す
な

わ
ち
「『
絶
対
有
に
し
て
絶
対
無
』
ま
た
は
『
絶
対
有
即
絶
対
無
』
で
あ
る
、

と
い
う
神
観
と
は
同
一
な
の
で
あ
ろ
う
か）
63
（

」。
量
は
こ
う
問
う
て
い
わ
く
、

「
わ
た
く
し
に
は
根
本
的
に
ち
が
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）
64
（

」
と
。

な
ぜ
か
。
こ
の
根
拠
と
し
て
量
が
取
り
上
げ
る
の
は
、「
場
所
的
論
理
と

宗
教
的
世
界
観
」
の
次
の
一
節
で
あ
る
。「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶

対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
自
己
の
中

に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
が
絶
対
の
無
と
な
る

と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
65
（

」
と
。
こ
の
主
張
に
関
し
て
い
わ
く
、

「『
自
己
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
』
こ
と
に
よ
っ
て
『
自
己
が
絶
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だ
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
『
無
信
仰
の
信
仰
』
で
量
は
言
う
、「
現
代
世

界
に
瀰び

漫ま
ん

し
て
い
る
空
虚
の
気
分
は
、
お
よ
そ
戒
め
と
い
う
も
の
を
い
っ

さ
い
認
め
な
い
無
道
徳
主
義
の
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
り
ま
す
（
※
ル
ビ

は
原
文
））
80
（

」
と
。
こ
の
自
覚
を
前
提
と
す
る
限
り
、「
空
虚
」
を
乗
り
越
え

る
に
は
「
無
道
徳
主
義
」
の
克
服
す
な
わ
ち
「
戒
め
」
の
復
権
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
量
の
西
田
批
判
が
、「
絶

対
無
」
の
「
無
律
法
性
と
無
責
任
性
」
す
な
わ
ち
「
戒
め
」
の
欠
如
の
指

摘
に
向
か
っ
た
所
以
で
あ
っ
た
。

　
量
の
こ
う
し
た
指
摘
は
、
前
出
の
「
絶
対
は
、
自
己
の
中
に
、
絶
対
的

自
己
否
定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
西
田
の
絶
対
者

観
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自ケ

ノ
ー
シ
ス

己
無
化
を
読
み
込
む
視
座
か
ら
す
れ
ば）
81
（

、
先
の

「
仏
教
的
」
と
の
評
価
と
併
せ
、
問
題
を
遺
す
も
の
と
映
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
思
想
が
生
ま
れ
た
場
に
着
目
し
て
き
た
本
稿
で
は
、
量
が
如

上
の
西
田
批
判
を
押
し
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
を
こ
そ
注
視
し
た

い
。
い
か
な
る
〈
言
葉
〉
も
そ
れ
を
育
ん
だ
歴
史
的
・
社
会
的
な
文
脈
に

お
い
て
の
み
真
意
を
把
握
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
筆
者
は
こ

こ
に
至
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学
さ
ら
に
は
両
者
を
め
ぐ
る
問
題

群
を
問
う
た
め
の
一
つ
の
起
点
に
、
よ
う
や
く
立
ち
得
た
も
の
と
考
え
て

い
る
。

　（
1
）
量
の
伝
記
的
事
項
に
関
し
て
は
、「
量
義
治
教
授
　
略
歴
・
業
績
一
覧
」『
白

山
哲
学
』
三
六
号
（
量
義
治
教
授
・
堀
光
男
教
授
退
職
記
念
号
）、
東
洋
大
学
文

学
部
哲
学
研
究
室
、
二
〇
〇
二
年
三
月
に
よ
る
。

　（
2
）
関
根
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
関
根
正
雄
に
お
け
る
『
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
』

体
的
に
は
一
九
九
六
年
の
『
宗
教
の
哲
学
』
で
、
量
は
「
西
田
哲
学
的
絶

対
者
は
け

マ

マ

っ
き
ょ
く
は
絶
対
無
で
あ
っ
て
、
絶
対
無
即
絶
対
有
と
言
わ
れ

る
け
れ
ど
も
、
絶
対
有
の
絶
対
有
と
し
て
の
意
義
が
十
分
に
認
め
ら
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い）
72
（

」
と
説
い
た
後
、
当
の
「
絶
対
無
」
の
「
問
題
」
を

こ
う
問
い
か
け
た
。
い
わ
く
、「
絶
対
無
に
は
超
越
性
、
他
者
性
、
人
格

性
が
欠
如
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
無
律
法
性
と
無
責
任
性

と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
。
我
│
汝
│
関
係
と
い
う
人
格
的
関
係
は
契
約
と

律
法
を
介
し
て
成
り
立
つ
。
契
約
と
律
法
な
し
に
は
我
―
汝
―
関
係
と
い

う
人
格
的
関
係
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
し
て
人
格
的
関
係
の
な
い
と
こ
ろ

に
は
責
任
と
い
う
こ
と
も
成
り
立
た
な
い）
73
（

」
と
。
以
上
の
「
絶
対
無
」
批

判
は
一
九
八
九
年
の
論
考
に
な
く
、
ま
た
二
〇
〇
〇
年
代
に
お
け
る
量
の

西
田
へ
の
言
及
は
、
以
前
の
論
点
の
繰
り
返
し
が
多
く
な
る
こ
と
を
考
え

る
と）
74
（

、『
宗
教
の
哲
学
』
で
示
さ
れ
た
こ
の
見
解
は
量
の
西
田
理
解
の
到

達
点
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
当
時
量
が
如
上
の
「
批
判
」
を
打
ち
出
し
た
の
は
故
な
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
述
し
得
な
い
が
、
戦
後
日
本
を
牽
引
し
て

き
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
理
念
が
動
揺
し
、
価
値
規
範
が
混
沌
と
な
っ
た
一

九
九
〇
年
代
半
ば
）
75
（

、
量
が
課
題
と
し
た
の
は
「
戒
め
」
の
復
権
だ
っ
た）
76
（

。

そ
の
背
後
に
あ
っ
た
の
は
、
当
時
量
が
重
視
し
て
い
た
「
空
虚
）
77
（

」
の
問
題

に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
量
は
『
宗
教
の
哲
学
』
で
、「
空
虚
」
を
「
現

代
に
特
有
な
苦）
78
（

」
と
指
摘
・｢

現
代
の
宗
教
の
課
題
は
こ
の
よ
う
な
空
虚

か
ら
の
救
済
で
あ
る）
79
（

」
と
ま
で
説
い
て
い
た
。

　
こ
の
「
空
虚
」
の
淵
源
と
し
て
量
が
凝
視
し
た
の
が
「
戒
め
」
の
喪
失
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　（
18
）
同
。

　（
19
）
同
、
四
一
頁
。

　（
20
）
同
。

　（
21
）
量
「
無
教
会
を
問
う
」
泉
治
典
・
量
義
治
『
希
望
と
し
て
の
無
教
会
』
一
九

八
四
年
、
前
掲
『
無
教
会
の
論
理
』
九
七
頁
。

　（
22
）
同
、
九
八
頁
。

　（
23
）
同
。

　（
24
）
量
の
こ
う
し
た
「
無
信
仰
の
信
仰
」
理
解
を
関
根
も
認
め
て
い
た
こ
と
は
、

関
根
が
「
無
信
仰
の
信
仰
」
に
つ
い
て
一
書
を
依
頼
さ
れ
た
際
、
代
わ
り
に
量

が
書
く
よ
う
勧
め
て
い
る
こ
と
が
照
射
す
る
（
量
『
無
信
仰
の
信
仰
　
神
な
き

時
代
を
ど
う
生
き
る
か
』
ネ
ス
コ
、
一
九
九
七
年
、
二
五
四
頁
）。

　（
25
）
前
掲
「
無
教
会
を
問
う
」
九
六
―
九
七
頁
。

　（
26
）
同
、
九
六
頁
。

　（
27
）
量
「
無
教
会
論
の
発
展
」『
塚
本
虎
二
著
作
集
　
続
』「
月
報
四
」、
一
九
八
五

年
四
月
、
前
掲
『
無
教
会
の
論
理
』
一
一
三
頁
。

　（
28
）
例
え
ば
青
木
保
『「
日
本
文
化
論
」
の
変
容
―
戦
後
日
本
の
文
化
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
』
中
公
文
庫
、
一
九
九
九
年
（
初
出
は
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇

年
）、
一
二
二
│
一
三
三
頁
。
安
丸
良
夫
「
現
代
日
本
の
思
想
状
況
」（
※
原
題

は
「
現
代
の
思
想
状
況
」）『
岩
波
講
座
　
日
本
通
史
21
現
代
２
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
五
年
、
同
『
現
代
日
本
思
想
論
　
歴
史
意
識
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
│
二
四
頁
な
ど
。

　（
29
）
前
掲
『「
日
本
文
化
論
」
の
変
容
』
五
六
頁
。

　（
30
）
同
、
一
三
三
頁
。

　（
31
）
例
え
ば
本
多
正
昭
『
比
較
思
想
序
説
―
仏
教
的
〈
即
〉
の
論
理
と
キ
リ
ス
ト

教
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
九
年
。
小
野
寺
功
『
大
地
の
哲
学
―
場
所
的
論
理

と
キ
リ
ス
ト
教
』
三
一
書
房
、
一
九
八
三
年
な
ど
。

　（
32
）
南
山
宗
教
文
化
研
究
所
編
『
絶
対
無
と
神
―
西
田
・
田
辺
哲
学
の
伝
統
と
キ

リ
ス
ト
教
』
春
秋
社
、
一
九
八
一
年
、
二
九
〇
頁
。

　（
33
）
関
根
『
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
家
』
講
談
社
、
一
九
八
二
年
。
改
題
し
『
古

代
イ
ス
ラ
エ
ル
の
思
想
　
旧
約
の
預
言
者
た
ち
』
と
し
て
講
談
社
学
術
文
庫
、

と
そ
の
射
程
―
南
原
繁
と
の
交
錯
と
分
岐
を
中
心
に
」『
比
較
思
想
研
究
』
四
五

号
、
比
較
思
想
学
会
、
二
〇
一
九
年
三
月
を
参
照
の
こ
と
。

　（
3
）
量
義
治
「
退
会
と
旅
立
ち
」『
エ
ク
レ
シ
ア
の
探
求
』
新
教
出
版
社
、
二
〇
〇

一
年
。

　（
4
）
関
根
正
雄
「
あ
と
が
き
―『
た
ま
し
い
の
あ
ゆ
み
』」『
関
根
正
雄
著
作
集
』
一

巻
、
新
地
書
房
、
一
九
七
九
年
、
四
七
八
頁
。

　（
5
）
亀
井
勝
一
郎
「
現
代
歴
史
家
へ
の
疑
問
」『
文
藝
春
秋
』
三
四
巻
三
号
、
文
藝

春
秋
社
、
一
九
五
六
年
三
月
。

　（
6
）
竹
山
道
雄
『
昭
和
の
精
神
史
』
新
潮
社
、
一
九
五
六
年
。

　（
7
）
松
下
圭
一
「
大
衆
国
家
の
成
立
と
そ
の
問
題
性
」『
思
想
』
三
八
九
号
、
岩
波

書
店
、
一
九
五
六
年
一
一
月
。

　（
8
）
小
島
亮
『
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
と
日
本
　
一
九
五
六
年
・
思
想
史
的
考
察
』
現

代
思
潮
新
社
、
二
〇
〇
三
年
（
初
出
は
中
公
新
書
、
一
九
八
七
年
）。
特
に
二
章

「
思
想
的
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
ヴ
ァ
ー
グ
の
誕
生
」
に
示
唆
を
受
け
た
。

　（
9
）
梅
棹
忠
夫
「
文
明
の
生
態
史
観
序
説
」『
中
央
公
論
』
七
二
巻
二
号
、
中
央
公

論
社
、
一
九
五
七
年
二
月
。

　（
10
）
有
賀
鐵
太
郎
「
ハ
ヤ
ト
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
」『
宗
教
研
究
』
一
五
〇
号
、
日
本

宗
教
学
会
、
一
九
五
六
年
。
こ
の
点
に
関
し
、
水
垣
渉
「
有
賀
鐵
太
郎
の
ハ
ヤ

ト
ロ
ギ
ア
の
構
想
、
特
質
、
及
び
問
題
点
」『
基
督
教
学
研
究
』
三
〇
号
、
京
都

大
学
基
督
教
学
会
、
二
〇
一
〇
年
十
二
月
に
示
唆
を
受
け
た
。

　（
11
）
平
田
清
明
『
市
民
社
会
と
社
会
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
。

　（
12
）
廣
松
渉
『
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
平
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
。

　（
13
）
例
え
ば
色
川
大
吉
『
明
治
精
神
史
　
増
補
版
』
黄
河
書
房
、
一
九
六
八
年
。

鹿
野
政
直
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
底
流
―〝
土
俗
〞
的
精
神
へ
の
回
帰
』
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
三
年
な
ど
。

　（
14
）
小
田
垣
雅
也
『
解
釈
学
的
神
学
』
創
文
社
、
一
九
七
五
年
、
三
三
六
頁
。

　（
15
）
量
「
現
代
に
お
け
る
信
仰
」『
神
学
研
究
』
三
号
、
一
九
七
六
年
六
月
、
同
『
無

教
会
の
論
理
』
北
樹
出
版
、
一
九
八
八
年
、
三
七
頁
。

　（
16
）
同
。

　（
17
）
同
、
三
八
頁
。
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　（
73
）
同
、
一
九
三
頁
。

　（
74
）
例
え
ば
量
は
二
〇
〇
三
年
の
講
演
で
「
関
根
神
学
を
西
田
哲
学
と
同
一
視
す

る
誤
解
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
こ
こ
で
あ
え
て
一
言

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
絶
対
者
は
絶
対
無
に
し

て
絶
対
有
な
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
根
源
的
に
措
定
さ
れ
る
も
の
は
、
関
根
神

学
に
お
い
て
は
絶
対
有
で
す
が
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
は
絶
対
無
で
あ
り
ま
す
」

（『
関
根
正
雄
記
念
キ
リ
ス
ト
教
講
演
集
』
Ⅱ
、
関
根
正
雄
記
念
キ
リ
ス
ト
教
講

演
会
準
備
会
、
二
〇
〇
三
年
、
六
五
頁
）
と
一
九
八
九
年
の
説
を
繰
り
返
し
て

い
る
。

　（
75
）
当
該
期
の
論
壇
を
賑
わ
せ
た
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
求
心

力
に
関
し
、「
現
代
社
会
に
お
い
て
規
範
と
な
る
べ
き
『
健
全
な
常
識
』
が
見
い

だ
せ
な
い
が
ゆ
え
の
不
安
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
求
め
た
」（
小
熊
英
二
他

『〈
癒
し
〉
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
　
草
の
根
保
守
運
動
の
実
証
研
究
』
慶
應
義
塾

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
二
四
頁
）
と
す
る
指
摘
は
、
価
値
規
範
が
混
沌

と
な
っ
た
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
説
明
と
し
て
示
唆
に
富
む
。

　（
76
）
前
掲
『
宗
教
の
哲
学
』
一
九
六
頁
。

　（
77
）
同
、
一
四
〇
頁
。

　（
78
）（
79
）
同
。

　（
80
）
前
掲
『
無
信
仰
の
信
仰
』
一
五
三
頁
。

　（
81
）
例
え
ば
今
滝
憲
雄
「
無
教
会
の
『
無
』
の
論
理
と
西
田
幾
多
郎
の
宗
教
哲
学

―
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
を
め
ぐ
っ
て
」『
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
』

一
号
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
。

（
む
ら
ま
つ
・
す
す
む
、
近
代
日
本
思
想
史
・
精
神
史
、
聖
学
院
大
学
教
授
）

二
〇
〇
四
年
。
以
下
引
用
は
本
文
庫
版
、
八
七
頁
。

　（
34
）
同
、
五
二
頁
。

　（
35
）
同
、
二
四
三
頁
。

　（
36
）
同
、
四
〇
二
頁
。

　（
37
）
量
「
関
根
正
雄
先
生
の
神
観
の
特
質
―
イ
ザ
ヤ
の
贖
罪
体
験
の
解
釈
を
手
が

か
り
に
し
て
」
日
本
聖
書
学
研
究
所
編
『
聖
書
の
使
信
と
伝
達
　
関
根
正
雄
先

生
喜
寿
記
念
論
文
集
』
山
本
書
店
、
一
九
八
九
年
、
量
『
緊
張
　
哲
学
と
神
学
』

理
想
社
、
一
九
九
四
年
、
二
八
七
頁
。

　（
38
）
同
。

　（
39
）
同
、
二
七
二
頁
。

　（
40
）
同
、
二
七
三
頁
。

　（
41
）（
42
）（
43
）（
44
）
同
。

　（
45
）
同
、
二
七
四
頁
。

　（
46
）（
47
）
同
。

　（
48
）
同
、
二
七
八
頁
。

　（
49
）（
50
）
同
。

　（
51
）
同
、
二
七
九
頁
。

　（
52
）
同
、
二
八
九
頁
。

　（
53
）（
54
）
同
。

　（
55
）
同
、
二
八
九
│
二
九
〇
頁
。

　（
56
）
同
、
二
八
九
頁
。

　（
57
）
同
、
二
九
〇
頁
。

　（
58
）（
59
）（
60
）（
61
）（
62
）
同
。

　（
63
）
同
、
二
九
一
頁
。

　（
64
）（
65
）（
66
）（
67
）（
68
）
同
。

　（
69
）
同
、
二
九
三
頁
。

　（
70
）
川
村
永
子
『
キ
リ
ス
ト
教
と
西
田
哲
学
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
二

〇
六
│
二
〇
七
頁
。

　（
71
）
同
、
二
〇
七
頁
。

　（
72
）
量
『
宗
教
の
哲
学
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
一
九
九
六
年
、
一
五
〇
頁
。


