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毛
澤
東
の
『
実
践
論
』
（
蟹
聾
峨
鴇
繹
む

及

ノii

匝

忠

　
毛
澤
東
の
『
実
践
論
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
こ
九
三
七
年
七
月
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
が
今
年
の
春
に
な
つ
て
急
に
各
方
面
に
取
上
げ
ら
れ
、
新
聞
や
雑
誌
の

評
論
を
賑
は
し
、
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
中
共
政
治
が

量
的
に
も
質
的
に
も
拡
大
さ
れ
た
今
日
、
共
産
シ
オ
リ
ス
ト
と
共
産
行
動
派
と
の

関
係
が
・
は
じ
め
の
頃
に
較
ぺ
て
・
ス
ム
ー
ズ
に
往
か
な
い
や
う
な
機
会
が
多
々

起
り
、
そ
の
た
め
理
論
と
行
動
と
の
関
係
を
論
じ
た
毛
澤
束
の
『
実
践
論
』
に

一
つ
の
重
要
指
針
た
る
役
割
を
演
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
も
あ
る
だ
ら
う
。

毛
澤
束
選
錐
出
版
委
員
会
と
称
す
る
も
の
が
『
…
…
教
条
主
義
者
は
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
主
坐
我
の
外
套
を
か
ぶ
つ
て
多
数
の
同
志
を
迷
は
し
た
。
毛
澤
東
同
志

の
『
実
践
論
』
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
認
識
論
の
観
点
か
ら
党
内
の
教
条
主
義
と

経
験
主
義
1
こ
と
に
教
条
主
義
と
い
う
こ
の
主
観
主
義
の
錯
誤
を
指
摘
曇
露

す
る
た
め
K
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
重
点
は
実
践
を
軽
視
す
る
教
条
主
義
の
主
観

主
義
を
指
摘
暴
露
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
、
『
実
践
論
』
と
題
さ
れ
た
の
で
あ

る
』
（
新
華
月
報
一
九
五
一
年
一
月
号
）
と
説
明
し
た
と
こ
ろ
か
ら
看
て
も
、
さ

や
う
に
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
実
践
論
』
は
す
で
に
ソ
聯
共
産
党
の
機
関
雑
誌
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ー
キ
が
之
を

訳
載
し
（
一
九
五
〇
年
十
二
月
出
版
第
二
十
三
号
）
、
ま
た
プ
ラ
ウ
ダ
紙
も
同
年

十
二
月
十
八
口
の
紙
上
で
之
に
論
評
を
加
へ
た
（
こ
の
論
評
は
前
記
新
華
月
報
が

　
　
　
　
毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

転
載
し
て
ゐ
る
）
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
く
し
も
新
華
月
報
所
載
の

『
実
践
論
』
を
本
誌
に
訳
載
す
る
こ
と
と
τ
た
。
い
ま
ひ
と
つ
、
今
期
の
本
紙
ぼ
わ

が
林
一
先
生
を
追
櫨
”
す
る
た
め
の
記
今
心
号
で
あ
り
、
後
学
の
わ
た
く
し
と
し
て
は
、

是
が
非
で
も
何
か
一
丈
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
近
業
の
持
合
せ
が

無
か
つ
た
の
で
、
こ
の
訳
丈
を
も
つ
て
責
を
ふ
さ
い
だ
次
第
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
以
前
の
唯
物
論
は
・
人
の
社
会
性
を
離
れ
、
人
の
歴
史
発
展
を
離

れ
て
認
識
間
題
を
親
察
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
認
識
の
社
会
実
践
に
対
す
る
依

存
関
係
・
す
な
は
ち
認
識
の
生
産
と
階
級
闘
争
と
に
対
す
る
依
存
関
係
を
了
解

す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
ま
ず
、
人
煩
の
生
産
活
動
ば
最
基
本
的
な
実
践
活
動

で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
他
の
一
切
の
活
動
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

人
の
認
識
は
主
に
物
質
の
生
産
活
動
に
依
存
し
、
漸
を
逐
う
て
自
然
現
象
、
自

然
の
性
質
、
自
然
の
規
律
性
、
入
と
自
然
と
の
関
係
を
了
解
す
る
。
し
か
も
生

産
活
動
を
通
う
し
て
、
程
度
の
違
ひ
こ
そ
あ
れ
・
漸
を
逐
う
て
・
入
と
人
と
の

一
定
の
相
互
関
係
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
こ
の
種
の
知
識
は
、
生
産

活
動
を
離
れ
て
は
得
ら
れ
な
い
。
階
級
の
な
い
社
会
で
は
、
各
個
人
は
社
会
の

一
員
た
る
資
格
を
以
て
そ
の
他
の
社
会
成
員
と
協
力
し
・
一
定
の
生
産
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
工
2
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毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

結
成
し
、
生
産
活
動
に
従
事
し
て
人
類
の
物
質
生
活
問
題
を
解
決
す
る
。
各
種

階
級
の
あ
る
社
会
で
は
、
各
階
級
の
社
会
成
員
は
、
い
ろ
い
ろ
違
ふ
方
式
を
以

て
一
定
の
生
産
関
係
を
結
成
し
、
生
産
活
動
に
従
事
し
て
人
類
の
物
質
生
活
問

題
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
の
認
識
発
展
の
暴
本
的
な
来
源
で
あ

る
o

　
人
の
社
会
実
践
は
生
産
活
動
の
一
種
だ
け
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
猶

多
く
の
そ
の
他
の
形
式
す
な
は
ち
階
級
闘
争
、
政
治
生
活
、
科
学
及
び
芸
術
的

活
動
な
ど
が
あ
る
。
総
じ
て
社
会
実
際
生
活
の
一
切
の
領
域
は
す
べ
て
社
会
の

人
が
参
加
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
れ
ば
人
の
認
識
は
、
物
質
生
活
以
外
に
政

治
生
活
や
文
化
生
活
の
中
か
ら
（
物
質
生
活
と
密
接
に
連
繋
す
る
が
）
、
い
ろ
い

ろ
異
ワ
た
程
度
で
、
人
と
人
と
の
各
種
の
関
係
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で

も
こ
と
に
い
ろ
い
ろ
な
形
式
の
階
級
闘
争
は
、
入
の
認
識
発
展
に
深
刻
な
影
響

を
与
へ
る
。
階
級
杜
会
に
在
っ
て
は
、
各
個
人
は
一
定
の
階
級
の
中
に
生
活
し

て
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
思
想
は
階
級
的
烙
印
を
押
さ
れ
な
い
わ
け
に

は
い
か
な
い
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
・
人
類
の
社
会
的
生
産
活
動
は
一
歩
叉
一
歩
と
低
級
か
ら

高
級
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
り
、
人
々
の
認
識
も
自
然
界
の
方
面
に
対
す
る
と

社
会
の
方
面
に
対
す
る
と
を
問
は
ず
、
す
べ
て
一
歩
叉
一
歩
と
低
級
よ
り
高
級

に
向
っ
て
発
展
し
、
浅
き
よ
り
深
き
に
入
り
、
片
面
か
ら
ヨ
リ
多
く
の
面
に
到

逮
す
る
、
と
考
へ
な
。
非
常
に
長
い
歴
史
の
期
聞
に
・
大
抵
の
入
は
社
会
の
歴

史
に
つ
き
、
た
だ
片
面
的
に
了
解
す
る
に
限
ら
れ
た
。
こ
れ
は
一
方
で
は
、
搾

取
階
級
の
偏
見
が
常
に
社
会
の
歴
史
を
歪
曲
し
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
他
の
一

方
で
は
、
生
産
規
模
の
狭
小
が
人
々
の
限
界
を
制
限
し
た
か
ら
で
あ
る
。
人
々

が
社
会
の
歴
史
的
発
展
に
対
し
て
全
面
的
歴
史
的
了
解
を
と
げ
、
社
会
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ハ
ニ

る
認
識
を
科
学
に
変
へ
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
・
大
生
産
カ
ー
－
大
工
業
に
伴

っ
て
近
代
無
産
階
級
が
出
現
す
る
時
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
か
う
い

ふ
の
が
す
な
は
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
の
科
単
で
あ
る
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
人
々
の
社
会
実
践
だ
け
が
、
人
々
の
外
界
に
対
す
る
認
識

の
真
理
性
の
標
準
で
あ
る
、
と
考
へ
る
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
事
情
は
か
弓
で

あ
る
。
す
な
は
ち
社
会
実
践
の
過
程
に
お
い
て
（
物
質
生
産
の
過
程
に
於
て
、
、

社
会
闘
争
の
過
程
に
於
て
、
科
学
実
験
の
過
程
に
お
い
て
）
人
々
が
そ
の
老
へ

の
中
で
予
想
し
た
と
こ
ろ
の
結
果
に
到
達
し
た
と
き
に
お
い
て
の
み
、
人
々
の

認
識
が
実
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
々
が
工
作
の
勝
利
に
達
し
よ
5
と
す
る
な

ら
、
す
な
は
ち
予
想
の
結
果
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
自
已
の
考
へ

を
客
親
外
界
の
規
律
性
に
合
体
さ
せ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
、
若
し
合
は
さ
な
け

れ
ば
実
践
中
に
在
つ
て
失
敗
し
て
了
う
。
人
々
が
失
敗
を
嘗
め
た
後
、
失
敗
か

ら
教
訓
を
得
て
自
身
の
考
へ
を
改
め
、
こ
れ
を
外
界
の
規
律
性
に
適
合
さ
せ
る

な
ら
ば
、
人
々
は
よ
く
失
敗
を
変
じ
て
勝
利
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ

て
、
い
は
ゆ
る
『
失
敗
は
成
功
の
母
』
と
か
、
『
一
度
濠
に
お
ち
れ
ば
智
慧
が

湖
く
』
と
か
い
ふ
の
は
、
す
な
は
ち
こ
の
道
理
な
の
で
島
る
。
弁
証
唯
物
論
的

認
識
論
は
・
実
践
を
も
っ
て
第
一
の
地
位
に
お
き
・
人
の
認
識
は
寸
分
も
実
践

を
離
れ
る
事
は
出
来
な
い
と
考
へ
、
実
践
の
貢
要
性
を
否
認
し
、
認
識
を
実
践

か
ら
引
き
離
す
と
こ
ろ
の
誤
ま
れ
る
理
論
を
一
切
排
斥
す
る
の
で
あ
る
。
レ
ー

ニ
ン
は
か
う
い
ふ
i
l
『
実
践
は
（
理
論
的
）
認
識
よ
り
高
い
。
何
と
な
れ
ば

そ
れ
は
普
遍
性
的
品
格
を
持
つ
の
み
な
ら
ず
、
な
ほ
直
接
の
現
実
性
的
品
格
を

も
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
』
（
註
一
）

　
誰
幽
、
レ
ー
ニ
ン
の
『
へ
置
ゲ
ル
「
外
繭
迎
隅
子
」
の
山
欄
｝
嬰
』
か
ら
引
く
。

　
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
弁
証
唯
物
論
は
二
っ
の
最
も
顕
薯
な
特
点
を
持
ワ
て



ゐ
る
。
一
つ
は
そ
れ
の
階
級
性
で
あ
つ
て
、
弁
証
唯
物
論
は
無
産
階
級
の
た
め

に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
公
然
と
声
明
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
そ
れ

の
実
践
性
で
あ
り
・
理
論
の
実
践
に
対
す
る
依
存
関
係
、
す
な
は
ち
、
理
論
の

墓
礎
は
実
践
で
あ
り
、
ま
た
転
じ
て
実
践
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
強

調
す
る
の
で
あ
る
。
認
識
あ
る
い
は
理
論
が
真
理
な
り
や
否
や
を
判
定
す
る
の

は
、
主
観
が
如
何
に
感
得
し
た
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
は
な
く
、
客
観
の
上

で
社
会
実
践
の
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。
真
理

の
標
準
は
社
会
的
実
践
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
実
践
的
観
点
は
弁
証
唯
物

論
的
認
識
論
の
第
一
の
そ
し
て
墓
本
的
な
観
点
で
あ
る
（
謡
二
）
。

　
膚
謡
二
、
マ
ル
ク
ス
の
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ヅ
ハ
論
綱
』
及
び
レ
ー
こ
ン
の
『
唯

　
　
物
論
と
経
験
批
判
論
』
第
二
章
錦
六
節
参
照
。

　
し
が
ら
ば
人
の
認
識
は
、
畢
寛
、
ど
う
し
て
実
践
か
ら
発
生
し
、
ま
た
実
践

に
役
立
つ
の
か
？
　
こ
の
点
は
認
識
の
発
展
過
程
に
看
れ
ば
明
瞭
に
わ
か
る
の

で
あ
る
。

　
元
来
・
人
は
実
践
過
程
の
中
で
、
始
め
は
た
だ
各
個
事
物
の
現
象
方
面
を
看

る
に
過
ぎ
な
い
、
す
な
ば
ち
各
個
事
物
の
片
面
や
、
各
個
事
物
間
の
外
部
連
繋

だ
け
を
看
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ぼ
あ
る
外
来
の
人
達
が
延
安
に
視
察
に
来
た
と

す
為
、
初
め
の
一
日
二
日
は
彼
等
は
延
安
の
地
形
・
道
路
・
家
屋
を
看
て
ま
わ

り
、
幾
多
の
人
に
接
触
し
、
宴
会
や
パ
ー
テ
ィ
ー
や
群
衆
大
衆
に
参
加
し
、
い

ろ
い
ろ
な
説
を
聴
い
た
り
、
各
種
の
丈
書
類
を
み
た
り
す
る
が
、
か
う
い
ふ
の

が
と
り
も
な
ほ
さ
ず
事
物
の
現
象
で
あ
り
、
事
物
各
個
の
片
面
及
び
そ
れ
ら
事

　
　
　
　
ノ

物
の
外
部
連
繋
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
認
識
の
感
性
段
階
と
呼
ぽ
れ
、
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

も
な
ほ
さ
ず
感
覚
と
印
象
の
段
階
で
あ
る
。
次
い
で
延
安
の
こ
れ
ら
の
別
々
の

事
物
が
、
視
察
団
の
人
達
の
感
官
に
作
用
し
て
彼
等
の
感
覚
を
引
起
し
、
彼
等

　
　
　
　
毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

の
脳
中
に
そ
こ
ば
く
の
印
象
と
、
こ
れ
ら
印
象
聞
の
大
体
の
外
部
的
連
繋
と
を

生
起
さ
せ
る
が
、
こ
れ
が
認
識
の
第
一
の
段
階
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
在
っ
て

は
・
人
々
は
ま
だ
深
刻
な
概
念
を
造
ウ
て
論
理
に
か
な
ふ
（
す
な
は
ち
ロ
ジ
ヅ

ク
に
合
ふ
）
結
論
を
作
り
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

　
社
会
実
践
の
継
続
は
、
人
々
に
実
．
践
の
中
で
感
覚
と
印
象
と
い
っ
た
も
の
を

何
回
も
反
復
し
て
惹
起
さ
せ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の
脳
裡
に
一
つ
の
認
識

過
程
中
の
突
変
が
起
り
、
概
念
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
概
念
と
い
ふ
、
こ
の
も

の
は
既
に
事
物
の
現
象
で
は
な
く
、
事
物
の
個
々
の
片
面
で
も
な
く
、
そ
れ
ら

の
外
部
連
繋
で
も
な
い
、
そ
れ
は
事
物
の
本
質
、
事
物
の
全
体
・
審
物
の
内
部

連
繋
を
猟
み
取
ワ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
概
念
と
感
覚
に
は
、
た
だ
に
数
量

上
の
差
別
ば
か
り
で
な
く
、
な
ほ
性
質
上
の
差
別
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
う
い

ふ
ふ
う
に
続
げ
て
い
っ
て
、
判
断
と
推
理
の
方
法
を
使
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ

で
論
理
に
か
な
ふ
結
論
を
産
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
『
三
国
演
義
』
に

い
は
ゆ
る
『
眉
頭
一
緻
す
れ
ば
計
、
心
に
浮
ぶ
』
と
か
、
叉
わ
れ
わ
れ
が
普
段

の
言
葉
で
い
ふ
と
こ
ろ
の
『
考
へ
さ
せ
て
下
さ
い
』
と
か
ほ
・
と
り
も
な
ほ
さ

ず
人
が
頭
脳
の
中
で
概
念
を
運
用
し
て
判
断
と
推
理
を
作
ら
う
と
す
る
工
夫
で

あ
る
。
こ
れ
が
認
識
の
第
二
の
段
階
で
あ
る
。
外
来
の
視
察
団
の
人
達
は
、
彼

等
の
集
め
た
各
種
の
材
料
に
、
彼
等
の
『
よ
く
考
へ
て
み
る
』
を
加
へ
た
の
ち

彼
等
は
始
め
て
『
共
産
党
の
民
族
統
一
戦
線
の
政
策
は
、
徹
底
的
で
、
誠
実
で
、

ま
た
真
実
で
あ
る
』
と
い
ふ
、
こ
の
や
う
な
判
断
を
作
り
出
す
る
こ
と
が
出
来

る
・
そ
し
て
彼
等
が
こ
の
判
断
を
作
り
出
し
た
後
、
若
し
彼
等
が
団
結
救
国
も
象

た
真
実
だ
、
と
い
ふ
の
な
ら
、
彼
等
は
一
歩
進
ん
で
次
の
結
論
を
作
り
出
す
る
こ

と
が
出
来
る
ー
『
抗
日
民
族
統
一
戦
線
は
成
功
し
得
る
も
の
で
あ
る
』
と
。

こ
の
概
念
・
判
断
及
ぴ
推
理
の
段
階
は
、
入
々
の
事
物
に
対
す
る
完
全
認
識
の
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過
程
に
お
い
て
ヨ
リ
重
要
た
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
理
性
認

識
の
段
階
で
お
る
。
認
識
の
真
の
任
濡
は
、
感
覚
を
通
う
し
て
思
推
に
到
遙
し
、

逐
次
に
客
撹
寓
物
の
内
部
矛
盾
を
了
解
し
・
そ
の
規
律
性
を
了
解
し
、
こ
の
一

過
程
と
他
の
一
過
程
と
の
間
の
内
部
連
繋
を
了
解
す
る
に
達
す
る
こ
と
、
す
な

は
ち
論
理
的
認
識
に
到
達
す
る
こ
と
に
あ
る
。
重
ね
て
日
ふ
が
、
論
理
的
認
識

が
感
性
的
認
識
と
不
岡
で
あ
る
所
以
は
、
感
性
的
認
識
は
事
物
の
片
面
的
な
、

現
象
的
な
、
外
部
鈍
繋
的
な
も
の
に
属
し
・
論
理
的
認
識
は
、
一
歩
大
き
く
進

ん
で
事
物
の
全
体
的
な
、
本
質
的
な
、
内
部
連
繋
的
な
も
の
に
到
達
し
、
周
囲

冊
”
界
の
内
在
的
矛
盾
の
暴
露
に
到
達
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
周
囲
世
界
の
総
休
か

ら
、
瑚
囲
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
内
部
連
繋
か
ら
、
周
囲
世
界
の
発
展
を
把

握
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
な
、
実
践
に
基
く
と
こ
ろ
の
、
浅
き
よ
り
深
き
に
入
る
と
こ
ろ
の
弁

証
唯
物
論
の
認
識
発
展
の
過
租
に
対
す
る
理
論
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
に
あ

っ
て
は
、
一
人
で
も
こ
の
や
う
に
解
決
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主

義
の
唯
物
論
が
最
初
に
こ
の
問
題
を
正
確
に
解
決
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

唯
物
的
に
そ
し
て
叉
弁
証
的
に
認
識
の
深
化
運
鋤
を
指
摘
し
、
社
会
の
人
は
彼

等
の
生
産
と
階
級
闘
争
の
複
雑
な
そ
し
て
常
に
反
覆
さ
れ
る
実
践
の
う
ち
で
、

感
性
認
識
か
ら
論
理
認
識
に
到
達
す
る
と
い
ふ
推
移
の
運
動
を
指
摘
し
た
の
で

あ
る
。
レ
τ
ニ
ン
は
い
っ
た
ー
『
物
質
の
抽
象
、
自
然
規
律
の
抽
象
、
価
値

の
抽
象
及
び
そ
の
他
の
さ
う
い
っ
た
も
の
等
ミ
一
言
で
い
へ
ぱ
、
あ
ら
ゆ
る

科
学
的
な
（
正
確
な
、
鄭
重
な
、
出
鱈
目
で
な
い
）
抽
象
は
、
す
べ
て
ヨ
リ
深

刻
に
、
ヨ
リ
正
確
に
、
ヨ
リ
完
全
に
自
然
を
反
映
す
る
』
と
。
（
註
三
）

　
臨
隅
二
、
こ
の
段
は
レ
ー
ニ
ン
の
『
へ
ー
ゲ
ル
「
塾
繭
理
学
」
の
皆
粥
要
』
か
ら
引

　
　
く
o
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マ
ル
ク
ス
・
レ
7
ニ
ソ
主
義
は
次
の
や
う
に
考
へ
る
。
認
識
過
程
の
中
に
は

こ
つ
の
段
階
の
特
性
が
あ
り
、
低
級
段
階
で
は
謂
識
の
表
現
は
感
性
的
で
あ
り
、

高
級
段
階
で
ほ
認
識
の
表
現
は
論
理
的
で
あ
る
、
し
か
し
い
づ
れ
の
段
階
も
す

べ
て
統
一
的
認
識
過
程
の
段
階
で
あ
る
、
．
つ
ま
り
感
性
と
理
性
の
二
者
の
性
質

ほ
同
じ
で
ほ
な
い
が
・
相
互
に
分
離
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
実
践
の

塞
礎
の
上
に
統
一
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
・
と
。
わ
れ
わ
れ
の
実
践
は
か
う
証

明
す
る
1
感
覚
し
た
も
の
を
た
だ
ち
に
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
・
た

だ
し
理
解
し
た
も
の
だ
け
を
ヨ
リ
深
刻
に
感
覚
す
る
こ
と
を
。
感
覚
は
た
だ
現

象
問
題
を
解
決
す
る
の
み
で
、
理
論
が
は
じ
め
て
本
質
問
題
を
解
決
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
は
い
さ
さ
か
た
り
と
も
実
践
を
は
な
れ
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
何
人
と
い
へ
ど
も
、
何
か
の
享
物
を
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
の
事
物
と
接
触
す
る
こ
と
、
す
な
ほ
ち
そ
の
享
物
の
環
境
の
う
ち
に
生
活
す

る
（
実
践
す
る
）
以
外
に
は
、
解
決
す
る
途
が
な
い
。
封
建
社
会
に
在
っ
て
資

本
主
義
社
会
の
規
律
を
予
じ
め
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
は
・
資
本

主
義
が
未
だ
出
現
せ
ず
、
と
の
種
の
実
践
が
無
か
ワ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
は
資
本
主
義
社
会
だ
け
の
産
物
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
自
由
資
本
主
義

時
代
に
帝
国
主
義
時
代
の
あ
る
特
異
の
規
律
を
予
じ
め
具
休
的
に
認
識
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
帝
国
主
義
と
い
ふ
、
こ
あ
資
本
主
義
の
最
後
段

階
が
未
だ
到
来
せ
ず
、
こ
の
種
の
実
践
が
な
ほ
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
レ
ー

ニ
ン
や
不
タ
ー
リ
ン
と
い
う
人
達
だ
け
が
、
か
う
し
た
任
務
を
担
ひ
得
る
の
で

あ
る
。
マ
ル
ク
ス
、
エ
ソ
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
、
ス
タ
ー
リ
ン
盤
腎
が
彼
等
の
理

論
を
作
り
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
彼
等
の
天
才
と
い
ふ
条
件
の
外
、
彼
等
が

自
ら
覗
し
く
当
時
の
階
級
闘
争
や
科
学
実
験
の
実
践
に
参
加
し
た
と
い
ふ
こ
と

に
主
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
あ
と
の
一
条
件
が
無
か
ウ
た
な
ら
ば
、
た
と
へ



天
才
で
あ
っ
た
と
し
て
も
成
功
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
『
秀

才
は
門
を
出
で
ず
し
て
あ
ま
ね
く
天
下
の
事
を
知
る
』
と
い
ふ
こ
と
は
・
按
術

が
発
達
し
な
か
っ
た
古
代
で
ほ
、
　
一
つ
の
空
な
こ
と
ば
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

が
、
技
術
の
発
達
し
た
現
在
で
は
、
し
か
し
、
こ
の
言
葉
を
実
現
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
も
の
を
真
正
に
よ
く
知
る
人
は
、
天
下
に
実

践
し
つ
つ
あ
る
人
で
、
そ
の
人
達
は
彼
等
の
実
践
の
う
ち
か
ら
『
知
』
を
取
得

し
、
丈
字
と
技
術
の
伝
達
を
通
し
て
秀
才
の
手
に
こ
れ
を
渡
L
、
秀
才
は
そ
こ

で
間
接
に
『
天
下
の
寧
』
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
若
し
あ
る
種
の

叉
は
あ
る
二
・
三
の
事
物
を
直
接
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
自
ら

現
実
の
変
革
、
す
な
は
ち
あ
る
種
の
叉
は
あ
る
二
・
三
の
事
物
を
変
革
す
る
実

践
的
闘
争
に
参
加
し
て
の
み
、
ば
じ
め
て
そ
の
種
の
叉
ば
そ
の
二
・
三
の
事
物

の
現
象
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
、
叉
自
ら
現
実
を
変
革
す
る
実
践
的
闘
争
に
参

加
し
て
の
み
、
は
じ
め
て
そ
の
種
の
叉
そ
の
二
・
三
の
事
物
の
本
質
を
暴
露
し

て
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
何
人
で
も
が
実

際
に
歩
ん
で
ゆ
く
認
識
路
覗
で
あ
り
・
あ
る
一
部
の
人
が
故
意
に
歪
曲
し
て

反
対
を
と
な
へ
る
に
過
ぎ
な
い
。
世
上
最
も
笑
ふ
可
き
も
の
は
・
あ
の
一
部
の

チ
シ
キ
ヴ
フ
リ
マ
ハ
ス
ヒ
ト

『
智
識
裏
手
』
　
（
、
騒
四
、
裏
手
と
は
湖
南
の
方
言
で
得
意
が
る
人
と
い
ふ

意
味
）
で
あ
る
。
道
聴
途
説
の
一
知
半
解
を
も
っ
て
自
ら
『
天
下
第
一
』
に
任

じ
る
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
自
分
を
量
ら
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。
智
識
の
問
題
は

一
佃
の
科
学
の
問
題
で
、
半
点
た
り
と
も
虚
偽
や
驕
慢
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
決
定
的
に
需
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
・
そ
の
反
対
の
面
ー
誠
実
と

謙
遜
の
態
度
で
あ
る
。
智
識
を
得
た
い
と
思
ふ
な
ら
、
現
実
を
変
革
す
る
実
践

に
参
加
す
べ
き
で
あ
る
。
梨
の
う
ま
さ
を
知
ら
う
と
思
ふ
な
ら
・
梨
を
変
革
し

て
喰
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
子
の
組
織
や
性
質
を
知
ら
う
と
思
ふ
な

　
　
　
　
毛
澤
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ら
￥
物
理
単
と
化
学
の
実
験
を
実
行
し
、
原
子
を
変
革
す
る
情
況
を
つ
か
ま
へ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
革
命
の
理
論
と
方
法
と
が
知
り
た
け
れ
ば
、
革
命
に
参

加
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
真
に
知
る
こ
と
は
す
べ
て
直
接
の
経
験
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

人
は
事
ご
と
に
直
接
経
験
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
事
実
上
多
数
の
知
識

は
、
す
べ
て
問
接
に
経
験
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
古
代
と
外
国
に
つ
い
て

の
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
や
ろ
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
は
古
代
人
や
外
人

は
直
接
に
経
験
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
代
人
や
外
人
が
直
接
経
験
し
た
と
き
、

レ
ー
ニ
ソ
が
説
く
と
こ
ろ
の
条
件
す
な
は
ち
『
科
学
的
抽
象
』
に
符
合
し
・
客

観
的
事
物
を
科
学
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
信
頼
し

得
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
ら
ざ
れ
ば
信
頼
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
一

個
人
の
知
識
は
直
接
経
験
す
る
も
の
と
間
接
経
験
す
る
も
の
と
の
二
つ
の
部
分

に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
我
に
あ
っ
て
は
間
接
経
験
た
る
も
の
は
嘱
人
に
あ
っ

て
は
な
ほ
直
接
経
験
た
る
の
で
あ
る
。
故
に
知
識
の
総
体
に
つ
い
て
日
へ
ば
、

如
何
な
る
知
識
と
い
へ
ど
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
直
接
経
験
を
離
れ
る
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
知
識
で
も
そ
の
源
は
、
人
の
肉
休
感
官
の
客

観
外
界
に
対
す
る
感
覚
に
在
る
の
で
あ
り
、
こ
の
感
覚
を
否
認
し
、
直
接
経
験

を
否
認
し
、
現
実
を
変
革
す
る
実
践
に
自
ら
参
加
す
る
の
を
否
認
す
る
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
チ
シ
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ト

そ
の
人
は
す
な
は
ち
唯
物
論
者
で
は
な
い
。
『
智
識
裏
手
』
の
笑
は
れ
る

所
以
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
こ
の
点
に
在
る
の
で
あ
る
。
中
国
人
に
伝
は
る

古
い
一
一
一
、
・
葉
に
『
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
虎
子
を
径
ず
』
と
い
ふ
の
が
あ
る
、
こ
の

言
葉
は
人
々
の
実
践
に
対
し
て
真
理
で
あ
り
、
認
識
論
に
対
し
て
も
ま
た
真
理

で
あ
る
。
実
践
を
離
れ
て
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
現
実
を
変
革
す
る
実
践
に
基
い
て
生
れ
る
弁
証
唯
物
論
的
認
識
運
動
－
認
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識
が
漸
を
遂
ふ
て
深
化
す
る
運
動
を
明
瞭
に
す
る
た
め
、
以
下
幾
つ
か
の
例
を

挙
げ
て
み
る
。

　
無
産
階
級
の
資
本
主
義
社
会
に
対
す
る
認
識
は
・
そ
の
実
践
の
初
期
ー
機

器
を
破
壊
し
、
な
ら
び
に
闘
争
を
肖
発
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、
彼
等
は
な
ほ
感

性
認
識
の
段
階
に
在
り
、
た
だ
資
本
主
義
の
各
個
現
象
の
片
面
及
び
そ
の
外
部

的
連
繋
を
認
識
し
た
に
す
ぎ
な
か
9
た
。
し
か
し
彼
等
の
実
践
の
第
二
の
時
期

ー
意
識
を
も
ち
組
織
を
も
つ
と
こ
ろ
の
経
済
闘
争
と
政
治
闘
争
の
時
期
に
逮

し
た
と
き
に
は
、
実
践
か
ら
、
長
期
闘
争
の
経
験
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
マ
ル
ク
ス
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
が
科
学
的
方
法
を
用
ひ
て
こ
れ
等
の
経
験
を
綜
合
し
・
マ
ル
ク
不

主
義
の
理
諭
を
産
み
、
こ
れ
を
用
ひ
て
無
産
階
級
を
教
育
し
、
こ
の
や
う
に
し

て
、
無
産
階
級
に
資
本
主
義
祉
会
の
本
質
を
理
解
さ
せ
、
社
会
階
級
の
捧
取
関

係
を
理
解
さ
せ
、
無
産
階
級
の
歴
史
任
務
を
理
解
さ
せ
た
ー
な
ど
を
経
て
、

こ
の
時
に
彼
等
は
変
じ
て
一
佃
の
『
自
為
的
階
級
』
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
人
民
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
認
欝
ま
た
そ
の
や
う
で
あ
る
。
第
一
段

階
は
夫
面
的
感
性
的
の
認
識
段
階
で
、
太
平
天
国
運
動
と
義
和
団
運
動
等
一
連

の
排
外
主
義
的
聞
争
に
表
現
さ
れ
た
。
第
二
段
階
に
お
い
て
は
じ
め
て
理
性
的

認
識
段
階
に
進
み
、
帝
国
主
義
の
内
都
と
外
部
の
各
種
の
矛
盾
を
看
破
し
、
そ

の
上
、
帝
国
主
義
が
連
合
し
た
る
中
国
の
貰
弁
階
級
と
封
建
階
級
が
中
國
人
民

大
衆
を
圧
搾
す
る
実
質
を
看
破
し
た
。
こ
の
種
の
認
識
は
一
九
一
九
年
の
『
五

　
ノ四

』
運
動
前
後
か
ら
は
じ
め
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
戦
争
に
つ
い
て
看
よ
う
。
戦
争
の
指
導
者
は
、
も
し
彼
等

に
し
て
輪
争
の
経
験
を
持
た
な
か
っ
た
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
個
の
県
休
的
戦

争
（
例
へ
ば
わ
れ
わ
れ
の
過
去
十
年
の
土
地
革
命
戦
争
）
の
潔
刻
な
指
導
規
律
に

つ
い
て
、
始
め
の
段
階
に
お
い
て
は
了
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
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始
め
の
段
階
で
は
、
た
だ
身
を
以
て
そ
こ
ば
く
の
作
戦
の
経
験
を
経
る
の
み
で

し
か
も
多
く
は
敗
戦
を
嘗
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
経
験
（
戦
勝
の
、

と
く
に
敗
戦
の
経
験
）
か
ら
・
彼
等
は
全
戦
争
を
貫
く
内
部
の
も
の
・
す
な
は

ち
そ
の
呉
休
戦
争
の
規
律
性
を
了
解
し
、
戦
略
と
戦
術
と
を
了
解
し
、
こ
れ
に

よ
っ
て
戦
争
を
し
っ
か
り
指
導
す
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
か
り
に
無
経
験
の
者
に
換
へ
て
戦
争
を
指
導
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
ま
た

も
や
い
く
つ
か
の
敗
戦
を
吃
し
た
後
に
（
経
験
を
も
っ
た
後
に
）
は
じ
め
て
戦

争
の
正
確
な
規
律
を
理
会
す
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
わ
け
で
あ
る
。

　
或
る
一
部
の
同
志
が
、
工
作
の
任
務
を
勇
敢
に
受
取
れ
な
い
と
き
口
に
す
る

『
確
信
が
な
い
』
と
い
ふ
言
葉
を
常
々
聴
く
が
、
ど
う
し
て
確
信
が
な
い
の
で

あ
る
か
？
　
そ
れ
は
彼
が
そ
の
工
作
の
内
容
と
環
境
と
に
対
し
て
規
律
性
の
了

解
を
も
た
な
い
か
、
或
は
彼
が
従
来
こ
の
種
の
工
作
に
接
触
し
な
か
っ
た
か
、

或
は
多
く
接
触
し
得
な
か
ワ
た
か
で
・
こ
の
種
の
工
作
の
規
律
性
を
知
る
に
よ

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
工
作
の
情
況
と
環
境
と
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を

与
へ
て
や
れ
ば
、
そ
の
後
は
、
彼
は
比
較
的
に
確
信
を
持
ち
、
そ
の
工
作
に
従

宰
す
る
こ
と
を
願
う
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
も
し
こ
の
人
が
そ
の
工
作
の
5

ち
で
あ
る
期
間
を
経
過
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
工
作
の
経
験
を
持
っ
た
の
で
あ

の
、
彼
が
ま
た
心
を
虚
し
う
し
て
情
況
を
看
察
す
る
人
で
、
主
観
的
に
、
片
面

的
に
、
表
面
的
に
間
題
を
看
る
人
で
な
い
な
ら
ば
、
彼
は
如
何
に
し
て
工
作
を

進
め
る
べ
き
で
あ
る
か
の
結
論
を
自
身
で
作
る
こ
と
が
出
来
て
・
彼
の
工
作
の

勇
気
も
、
非
常
に
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
く
有
る
こ
と
で
あ
る
が
、
主
観

的
、
片
面
的
、
表
面
的
だ
け
に
問
題
を
看
る
人
が
、
あ
る
地
方
に
往
っ
て
、
環

境
の
情
況
を
問
は
ず
、
事
情
の
全
体
（
事
情
の
．
歴
史
と
全
部
の
現
状
）
を
看
ず
、

叉
事
情
の
本
質
（
事
情
の
性
質
及
び
こ
の
事
情
と
そ
の
他
の
事
情
と
の
内
部
連



繋
）
に
触
れ
る
こ
と
も
せ
ず
、
し
か
も
自
ら
人
に
号
令
し
よ
う
と
す
る
、
」
と
が

あ
る
。
こ
の
や
う
な
人
は
蹟
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
か
う
看
て
来
る
と
、
認
識
過
程
の
第
一
歩
は
、
外
界
の
事
情
に
接
触
す
る
こ

と
に
始
ま
り
、
感
覚
の
段
階
に
属
す
る
。
第
二
歩
は
感
覚
の
材
料
を
綜
合
し
て

整
頓
と
改
造
を
加
（
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
概
念
、
判
断
及
び
推
理
の
段
階

に
属
す
る
。
そ
し
て
感
覚
の
材
料
が
十
分
豊
富
（
細
か
く
砕
か
れ
て
全
か
ら
ざ

る
も
の
で
な
く
）
で
あ
り
、
且
つ
実
際
（
錯
覚
で
は
な
く
）
に
合
致
す
る
も
の

で
あ
る
か
ぎ
り
、
は
じ
め
て
こ
の
や
う
な
材
料
に
拠
っ
て
正
確
な
概
念
と
理
論

と
を
造
り
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
必
ず
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
二
つ
の
要
点
が
あ
る
。
第
一
は
前

に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
再
び
重
複
す
る
と
、
そ
れ
は
理
性
認
識

は
感
性
認
識
に
依
存
す
為
と
い
ふ
間
題
で
あ
る
。
も
し
理
性
認
識
は
感
性
認
識

に
よ
ら
な
く
も
得
ら
れ
る
と
考
へ
る
な
ら
、
そ
の
人
は
こ
れ
一
個
の
唯
心
論
者

で
あ
る
。
哲
学
史
上
に
い
わ
ゆ
る
『
唯
理
論
』
な
る
一
派
あ
り
、
た
だ
理
性
の

実
在
性
を
承
認
し
て
経
験
の
実
在
性
を
承
認
せ
ず
、
理
性
の
み
が
頼
り
に
な
り
、

感
覚
的
経
験
は
顛
り
髪
る
あ
窪
い
と
す
る
．
が
、
、
あ
娠
の
錯
誤
は

事
実
を
顛
倒
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
。
理
性
と
い
う
も
の
ボ
頼
り
に
な
る
所
以

は
・
正
に
そ
れ
の
来
源
が
感
性
に
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ぼ
理
性
と

い
ふ
も
の
は
・
源
の
な
い
水
、
本
の
な
い
木
と
な
り
、
わ
づ
か
に
主
観
自
主
的

な
頼
り
に
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
し
ま
ふ
。
．
認
識
過
程
の
秩
序
か
ら
い
へ
ば
、

感
覚
経
験
が
第
あ
も
の
墓
る
．
わ
れ
わ
れ
が
社
会
実
践
の
認
識
過
程
髪

け
る
意
識
を
強
調
す
る
の
は
、
社
会
実
践
の
み
が
人
の
認
識
を
始
め
て
発
生
さ

せ
、
客
観
外
界
か
ら
始
ま
っ
て
感
覚
経
験
に
到
達
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
目
を

閉
ぢ
耳
を
塞
い
で
、
客
観
外
界
と
根
本
的
に
絶
縁
す
る
人
は
、
い
は
ゆ
る
認
識

　
　
　
　
毛
澤
東
の
『
実
践
論
』

の
無
い
人
で
あ
る
。
認
識
は
経
験
に
始
ま
る
ー
こ
れ
が
認
識
論
の
唯
物
論
で

勘
る
。

　
第
二
は
認
識
は
必
ず
深
化
す
る
こ
と
、
則
ち
認
識
の
感
性
段
階
は
必
ず
発
展

し
て
理
性
段
階
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
ー
こ
れ
が
と
り
も
な
ほ
さ
ず
認
識

論
の
弁
証
法
で
あ
る
（
註
五
）
。

　
一
臨
五
、
レ
ー
ニ
ン
が
『
へ
ー
ゲ
ル
「
論
理
学
」
の
摘
要
』
で
述
ぺ
た
と
こ
ろ

　
　
の
『
理
解
す
6
た
め
に
は
、
’
必
ず
経
験
の
上
で
理
解
、
研
究
を
始
め
、
経

　
　
験
か
ら
一
般
へ
と
高
く
登
つ
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
』
を
参
照
。

　
若
し
認
識
は
低
級
な
感
性
段
階
に
停
頓
し
得
る
と
考
え
、
た
だ
感
性
認
識
の

み
が
頼
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
理
性
認
識
は
頼
り
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ぱ
、
そ
れ
は
歴
史
上
の
『
経
験
論
』
の
錯
誤
を
．
重
複
す
る
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
種
理
論
の
錯
誤
は
、
感
覚
材
料
は
も
と
よ
り
客
観
外
界
の
あ
る
真
・
実

性
の
反
映
（
わ
た
し
は
こ
こ
で
経
験
は
た
だ
所
謂
る
内
省
体
験
の
み
で
あ
る
と

す
る
あ
の
や
5
な
唯
心
的
経
験
論
に
言
及
す
る
の
で
は
な
い
）
で
あ
る
け
れ
ど
、

そ
れ
ら
は
僅
に
片
面
的
な
そ
し
て
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
種
の
反
映

は
不
完
全
で
あ
り
、
事
物
の
本
質
を
反
映
す
る
も
の
で
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
を

知
ら
な
い
点
に
在
る
の
で
あ
る
。
事
物
の
全
休
を
反
映
し
、
事
物
の
本
質
を
反

映
し
、
事
物
の
内
部
規
律
を
反
映
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
思
考
の
作
用
を
通
し

て
豊
富
な
感
覚
材
料
に
つ
き
、
粗
を
去
り
精
を
取
る
と
こ
ろ
の
、
偽
を
去
り
真

を
残
す
と
こ
ろ
の
、
こ
こ
よ
り
彼
に
及
ぶ
と
こ
ろ
の
、
表
か
ら
裏
に
及
ぶ
や
う

な
敢
造
の
製
作
工
夫
を
も
っ
て
・
概
念
及
び
理
論
の
系
統
を
造
ワ
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
則
ち
感
性
認
識
か
ら
躍
進
し
て
理
性
認
識
に
到
達
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
改
造
さ
れ
た
認
識
は
も
は
や
空
虚
な
、

ま
た
頼
り
に
な
ら
ぬ
認
識
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
軌
反
対
に
・
そ
れ
が
認
識
過
程
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毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

の
う
ち
で
、
実
践
の
基
礎
に
根
拠
し
て
科
学
的
に
改
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ぎ
り
、
ま
さ
に
レ
ー
ニ
ソ
の
日
ふ
如
く
ヨ
リ
深
刻
に
、
ヨ
リ
正
確
に
、
ヨ
リ
完

全
に
客
観
享
物
を
反
映
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
俗
庸
の
事
務
主
義
者
達
は
、

さ
う
は
し
な
い
。
彼
等
は
経
験
を
尊
重
し
て
理
論
を
軽
視
し
、
そ
の
た
め
客
観

過
程
の
全
体
を
通
観
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
明
確
の
方
針
を
欠
き
・
遠
大

な
前
途
も
持
た
ず
、
一
得
の
功
、
一
孔
の
見
で
得
意
に
な
っ
て
ゐ
る
。
も
し
こ

の
や
う
な
人
が
革
命
を
指
導
す
る
と
し
た
ら
、
か
な
ら
ず
革
命
を
壁
に
突
き
当

る
と
こ
ろ
ま
で
引
き
ず
り
て
往
く
で
あ
ら
う
。

　
理
性
認
識
は
感
性
認
識
に
依
存
し
、
感
性
認
識
は
発
展
し
て
理
性
認
識
に
到

達
す
る
、
か
う
い
ふ
の
が
弁
証
唯
物
論
的
認
識
論
で
あ
る
。
哲
学
上
の
『
唯
物

論
』
や
『
経
験
論
』
は
、
み
な
認
識
の
歴
史
性
あ
る
い
は
弁
証
性
を
理
解
し
て

ゐ
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
づ
れ
も
片
面
の
真
理
（
唯
物
的
唯
理
論
や
経
験
論
に
つ

い
て
言
ふ
の
で
あ
り
、
唯
心
的
唯
理
論
や
経
験
論
を
指
す
の
で
は
な
い
）
を
有

す
る
が
、
し
か
し
認
識
論
の
全
体
か
ら
は
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
。
感
性
か
ら
理

性
に
到
達
す
る
弁
証
唯
物
論
的
認
識
運
動
は
、
一
つ
の
小
さ
い
認
識
過
程
（
例

　
ノ

ヘ
ば
一
つ
の
事
物
あ
る
い
は
一
つ
の
工
作
に
つ
い
て
の
認
識
）
に
対
し
て
も
そ

の
や
う
で
あ
り
、
一
つ
の
大
き
な
認
識
過
程
（
例
へ
ば
一
つ
の
社
会
あ
る
い
は

一
つ
の
箪
命
に
対
す
る
認
識
）
に
対
し
て
も
、
さ
う
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
認
識
運
動
ば
、
一
こ
こ
に
至
っ
て
な
ほ
完
結
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
弁

証
唯
物
論
的
認
識
運
動
は
、
理
性
認
識
に
到
達
す
る
だ
け
で
終
り
に
な
る
と
す

る
な
ら
ぽ
・
そ
れ
は
僅
に
問
題
の
一
半
を
説
い
た
に
す
ぎ
な
い
、
し
か
も
マ
ル

ク
ス
主
義
の
哲
学
に
て
ら
し
て
い
へ
ぱ
、
非
常
に
重
要
で
な
い
と
こ
ろ
の
一
半

を
説
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
単
が
非
常
に
重
要
な

り
と
す
る
問
題
は
・
客
観
世
界
の
規
律
性
を
了
解
し
、
こ
れ
に
よ
ワ
て
世
界
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ハ
八

解
釈
し
よ
う
と
い
ふ
こ
と
に
在
る
の
で
は
な
く
、
客
観
規
律
性
に
対
す
る
こ
の

種
の
認
識
を
も
っ
て
、
能
動
的
に
涯
界
を
改
造
す
る
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
看
る
と
、
理
論
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
は

　
　
ノ

レ
ー
ニ
ン
が
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
革
命
の
理
論
な
く
し
て
革
命
の
運
動
は
な
い
』

（
融
六
）
と
い
う
一
句
に
充
分
よ
く
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
闘
六
レ
王
ジ
の
『
何
を
す
る
の
か
？
』
第
一
章
第
四
節
か
ら
引
く
。

　
し
か
も
マ
ル
ク
ス
主
義
が
理
論
を
重
く
看
る
の
は
、
ま
さ
に
、
叉
た
だ
、
理

論
の
み
が
行
動
を
指
媒
し
得
る
が
ら
で
あ
る
。
た
と
へ
正
確
な
理
論
が
あ
っ
て

も
・
只
こ
れ
を
空
談
化
し
・
こ
れ
を
高
閣
に
束
ね
・
決
し
て
実
行
し
な
い
の
な

ら
、
こ
の
や
う
な
理
論
は
い
く
ら
好
く
て
も
意
義
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
認
識

は
実
践
か
ら
始
ま
り
、
実
践
を
経
過
し
て
理
論
的
認
識
に
到
達
し
、
ま
た
再
び

実
践
に
返
へ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
認
識
の
能
動
作
用
は
感
性
的
認
識
か
ら

理
性
的
認
識
に
到
達
す
る
能
動
的
飛
躍
に
炎
現
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に

重
要
な
の
ば
・
理
性
的
認
識
か
ら
革
命
の
実
践
に
到
達
す
る
こ
の
一
飛
躍
に
表

現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
世
界
の
規
律
性
を
掴
ん
だ
認
識
は
、

必
ず
そ
れ
を
世
界
を
改
造
す
る
実
践
の
う
ち
に
回
返
し
、
そ
れ
を
再
び
生
産
の

実
践
・
革
命
的
階
級
闘
争
の
実
践
並
に
科
学
実
験
の
実
践
の
う
ち
に
用
ひ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ナ
な
は
ち
理
論
の
検
験
と
理
論
の
発
展
の
過
程
で
あ

り
、
全
認
識
過
程
の
継
続
で
あ
る
。
理
論
的
の
も
の
が
客
観
真
理
性
に
符
合
す

る
や
否
や
の
問
題
は
、
前
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
感
性
よ
り
理
性
に
到
る
認
識
運

動
の
う
ち
で
は
完
全
に
解
決
さ
れ
な
い
・
ま
た
完
全
に
解
決
す
る
こ
と
も
出
来

な
い
。
こ
の
問
題
を
完
全
に
解
決
す
る
た
め
に
は
、
理
性
的
認
識
を
社
会
実
践

の
う
ち
に
回
返
し
、
理
論
を
実
践
に
応
用
し
て
、
そ
れ
が
予
想
し
た
目
的
に
到

達
し
得
る
や
否
や
を
看
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
幾
多
の
自
然
科
単
の



理
論
が
真
理
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
自
然
科
学
者
達
が
こ
の
種
の
学
説
を
発

見
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
し
か
し
其
後
の
科
学
実
験
が
実

証
し
た
と
き
に
在
る
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
が
真
理
で
あ
る

と
い
は
れ
る
の
は
・
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ス
タ
ー
リ
ソ
等
の
人
が
科
学

的
に
そ
の
…
学
説
を
構
成
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
、

革
命
的
階
級
闘
争
と
民
族
闘
争
の
実
践
が
そ
の
学
説
を
実
証
し
た
と
き
に
在
る

の
で
あ
る
。
弁
証
的
唯
物
論
が
普
遍
的
真
理
な
り
と
さ
れ
る
所
以
は
、
如
何
な

る
人
の
実
践
で
も
、
す
べ
て
そ
の
範
囲
を
脱
出
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で

あ
る
。
人
類
認
識
の
歴
史
は
わ
れ
わ
れ
に
幾
多
の
理
論
の
真
理
性
は
不
完
全
で

あ
り
・
実
践
の
検
験
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
不
完
全
性
が
糾
正
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
と
、
告
げ
て
ゐ
る
。
す
な
ば
ち
幾
多
の
理
論
は
誤
の
あ
る
も
の
で
あ
り
、
実

践
の
検
験
を
通
じ
て
そ
の
錯
誤
が
糾
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
践
は
真
理
の
標

準
で
あ
る
と
い
は
れ
、
　
『
実
践
は
認
識
論
の
第
一
の
そ
し
て
基
本
的
な
観
点
で

あ
る
』
（
註
七
）
と
い
は
れ
る
わ
け
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
こ
の
点
に
在
る
の
で

あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
う
ま
く
説
明
し
た
ー
『
実
践
を
離
れ
た
理
論
は
空
洞

で
あ
り
、
理
論
を
離
れ
た
実
践
は
盲
目
的
実
践
で
あ
る
』
（
謎
八
）
と
。

　
騒
七
　
レ
ー
昌
ン
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
か
ら
引
く
。
該
書
第
二
章
第

　
　
山
ハ
節
甑
公
γ
昭
川
O

　
誰
八
　
ス
タ
ー
リ
ン
『
レ
｝
ニ
ン
主
義
の
基
礎
を
論
ず
』
よ
り
引
く
。
該
書

　
　
の
第
三
部
参
照
。

　
こ
こ
ま
で
日
へ
ば
、
認
識
運
動
は
最
早
や
完
成
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
か
？
　
わ
れ
わ
れ
の
答
は
完
成
し
た
で
あ
り
、
ま
た
完
成
せ
ず
で
あ
る
。
社

会
の
人
々
が
、
あ
る
発
展
段
階
内
に
在
る
と
こ
ろ
の
あ
る
客
親
過
程
を
変
革
す

る
実
践
（
あ
る
自
然
過
程
を
変
革
す
る
実
践
た
右
と
、
あ
る
い
は
あ
る
社
会
過
程

　
　
　
　
毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

を
変
革
す
る
実
践
た
る
と
を
論
じ
な
い
）
の
う
ち
に
身
を
投
じ
、
客
観
過
程
の

反
映
と
主
観
能
動
性
の
作
用
と
に
よ
ワ
て
、
人
々
の
認
識
を
感
性
的
よ
り
理
性

的
に
移
行
さ
せ
・
該
客
観
過
程
の
規
律
性
に
だ
い
た
い
相
応
す
る
思
想
、
理

論
、
計
画
、
あ
る
い
は
方
策
を
造
り
、
し
か
る
後
、
再
び
こ
の
種
の
思
想
、
理

論
・
計
画
、
あ
る
い
は
方
策
を
・
そ
の
同
じ
客
観
過
程
の
実
践
に
応
用
し
て
、

若
し
予
想
の
目
的
を
実
現
し
得
た
な
ら
ぱ
・
す
な
は
ち
予
定
の
思
想
、
・
理
論
・

計
画
・
方
策
を
そ
の
同
じ
過
程
の
実
践
の
う
ち
で
・
変
じ
て
事
実
と
為
し
得
た

か
、
叉
は
大
体
に
お
い
て
変
じ
て
事
実
と
な
し
得
た
な
ら
ば
、
這
の
一
具
体
過

程
に
対
す
る
認
識
運
動
は
先
づ
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
自
然
を
変
革
す

る
過
程
の
う
ち
で
・
あ
る
工
事
計
画
の
実
現
し
た
こ
と
、
あ
る
科
学
の
仮
想
が

実
証
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
器
物
が
製
作
さ
れ
た
こ
乏
、
あ
る
農
産
物
が
収
穫
さ

れ
た
こ
と
、
ま
た
社
会
を
変
革
す
る
過
程
の
う
ち
で
、
あ
る
罷
業
が
勝
っ
た
こ

と
、
あ
る
戦
争
が
勝
っ
た
こ
と
、
あ
る
教
育
計
画
が
実
現
し
た
こ
と
、
は
す
べ

て
予
想
目
的
が
先
づ
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
L
か
し
一
般
的
に
い
ふ
と
、
自
然

を
変
革
す
る
実
践
の
う
ち
に
あ
る
と
、
社
会
を
変
革
す
る
実
践
の
う
ち
に
あ
る

と
を
問
は
ず
・
人
々
が
以
前
に
き
め
た
愚
想
、
理
論
、
計
画
、
方
策
が
毫
も
改

変
さ
れ
ず
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
く
な
い
。
そ
れ
は
現
実
の
変
革
に

従
事
す
る
人
々
は
幾
多
の
制
限
を
受
け
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
、
常
に
科
単
条
件

と
技
術
条
件
の
制
限
を
受
け
る
ば
か
り
か
、
客
観
過
程
の
発
展
及
び
そ
の
表
現

程
度
の
制
限
（
客
親
過
程
の
方
面
及
び
本
質
が
未
だ
充
分
に
暴
露
さ
れ
て
ゐ
な

い
）
を
受
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
う
し
た
事
情
の
下
で
は
、
実
践
の
う
ち
か

ら
、
嘗
て
い
ま
だ
料
ら
ざ
り
し
情
況
が
現
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
思
想
、
理

論
、
計
画
、
方
策
を
部
分
的
に
変
革
す
る
こ
と
は
常
に
有
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
全
部
的
に
改
変
す
る
こ
と
も
有
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
へ
れ
ば
原
定
の
思
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六
九



　
　
　
　
毛
澤
束
の
『
実
践
論
』

想
、
理
論
、
計
画
、
方
策
が
部
分
的
に
あ
る
い
は
全
部
的
に
実
際
と
合
致
せ
ず
、

都
分
的
に
誤
っ
た
り
、
叉
は
全
部
的
に
誤
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
よ
く
有
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。
永
い
期
間
の
間
失
敗
を
何
度
と
な
く
反
覆
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
後
、
は
じ
め
て
錯
誤
の
認
識
を
糾
正
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
は
じ

め
て
客
観
過
程
の
規
律
性
と
相
符
合
す
る
ま
で
に
到
達
し
、
こ
れ
に
よ
り
は
じ

め
て
主
観
的
な
も
の
に
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
実
践
の

う
ち
で
予
想
の
結
果
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て

も
・
こ
の
時
期
に
達
し
た
と
き
、
人
々
の
あ
る
発
展
段
階
内
に
あ
る
と
こ
ろ
の

あ
る
客
観
過
君
に
対
す
る
認
識
運
動
は
、
先
づ
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
過
程
の
推
移
か
ら
言
ふ
と
、
人
々
の
認
識
運
動
は
完
威
し
な
い
も

の
で
あ
る
。
如
何
な
る
過
狸
も
、
そ
れ
が
自
然
界
に
属
す
る
も
の
と
社
会
に
属

す
る
も
の
と
を
欄
ば
ず
、
す
べ
て
前
に
向
て
推
移
し
、
前
に
向
っ
て
発
展
す
る
誘

の
で
あ
り
、
人
々
の
認
識
運
動
も
ま
た
推
移
と
発
展
と
に
銀
い
て
い
く
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
社
会
運
動
か
ら
い
へ
ば
・
真
正
の
革
命
の
指
導
者
は
・
自
己
の
思

想
、
理
論
、
計
画
、
方
策
に
錯
誤
が
あ
っ
た
と
き
は
、
よ
ろ
し
く
改
正
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
前
に
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぱ
か
り

で
な
く
、
あ
る
一
客
観
過
程
が
す
で
に
あ
る
一
発
展
段
階
か
ら
別
の
一
発
展
段

階
に
向
っ
て
推
移
変
転
す
る
時
に
当
ワ
て
は
、
よ
ろ
し
く
自
分
肖
身
及
び
革
命

に
参
加
す
る
一
切
の
人
達
を
L
て
、
主
観
認
識
に
お
い
て
、
推
移
変
転
に
践
い
て

い
か
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
す
な
は
ち
新
L
い
革
命
の
任
務
と
新
工
作
方
法

の
提
出
を
し
て
新
し
い
情
況
の
変
化
に
適
合
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
革
命
時
期
の
情
況
の
変
化
は
極
め
て
急
速
で
あ
り
、
も
し
革
命
党
人
の
認

識
が
こ
れ
に
随
っ
て
急
速
に
変
化
し
得
な
い
な
ら
ば
、
革
命
を
導
い
て
勝
利
に

向
は
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
思
想
が
実
際
よ
り
も
お
く
れ
る
、
と
い
ふ
こ
と
は
常
に
有
る
こ
と

で
、
そ
れ
は
人
の
認
識
が
幾
多
の
社
会
条
作
の
制
限
を
蒙
む
る
が
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
革
命
隊
仲
問
の
頑
固
派
に
反
対
す
る
。
彼
等
の
思
想
は
変
化
し

た
客
制
情
況
に
随
っ
て
前
進
す
る
こ
と
が
出
来
す
、
歴
史
の
上
で
は
右
傾
機
公

主
義
た
る
こ
と
を
表
は
し
て
ゐ
る
。
こ
の
や
5
な
人
は
、
矛
盾
の
閾
争
が
已
に

客
観
過
程
甲
、
前
に
向
っ
て
推
進
し
た
の
を
看
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
彼
等
の

認
識
は
依
然
と
し
て
旧
段
階
に
停
止
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
頑
固
党

の
思
想
に
は
す
べ
て
こ
の
や
う
な
特
徴
が
有
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
無
の
思
想
は

社
会
実
践
を
離
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
等
は
社
会
と
い
ふ
車
輪
の
前
顕
に
立
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

て
糊
導
的
工
作
に
あ
た
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
等
は
た
だ
車
の
後
に
顕
い
て

ゆ
き
、
車
が
早
く
走
り
す
ぎ
る
の
を
怨
み
、
車
を
後
ろ
に
引
き
ず
ら
う
と
し
て

車
を
ひ
っ
く
り
倒
す
の
を
知
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
ま
左
，
左
』
翼
空
談
主
義
に
も
反
対
す
る
。
彼
等
の
思
想
は
客
観

過
費
の
一
定
の
発
展
段
階
を
超
え
、
あ
る
者
は
幻
想
か
、
真
魂
と
看
な
し
、
あ
る

者
ぽ
将
来
に
だ
け
実
現
す
る
可
能
性
の
あ
る
理
想
慶
、
強
い
て
現
在
に
あ
忙
は

め
よ
ろ
と
し
、
目
前
大
多
数
の
人
の
実
践
、
費
．
離
れ
、
日
仙
の
現
実
性
を
．
離
れ
、

行
動
の
上
で
は
冒
険
主
義
た
る
こ
と
を
表
は
し
て
ゐ
る
。

　
唯
心
論
と
機
械
的
唯
物
論
、
機
械
主
義
と
冒
険
主
義
は
、
す
べ
て
主
観
と
客

観
の
分
裂
を
以
て
、
認
識
と
実
践
の
離
脱
を
以
て
特
徴
と
す
る
。
科
単
的
社
会

実
践
を
以
て
特
徴
と
す
る
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
的
認
識
論
は
断
固
と
し

て
こ
れ
ら
の
錯
誤
思
想
に
反
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
絶
対

的
な
総
休
的
宇
宙
の
発
表
過
程
の
弓
ち
で
．
、
各
佃
の
呉
休
的
過
腿
の
発
展
は
す

べ
て
相
対
的
で
あ
り
、
因
っ
て
絶
対
真
理
の
長
流
の
5
ち
で
、
各
一
定
の
発
展

段
階
に
在
る
呉
休
過
程
に
対
す
る
人
々
の
認
識
は
、
た
だ
相
対
的
真
理
性
を
有



す
る
の
で
あ
り
、
無
数
の
相
対
的
真
理
の
総
和
が
と
り
も
な
ほ
さ
ず
絶
対
的
真

理
で
あ
る
、
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
（
註
九
）

　
客
観
過
程
の
発
展
は
矛
盾
と
闘
争
に
充
ち
満
ち
た
発
展
で
あ
る
。
人
の
認
識

運
動
の
発
展
も
ま
た
矛
盾
と
闘
争
に
充
ち
満
ち
た
発
展
で
あ
る
。
一
切
の
客
観

世
界
の
弁
証
法
的
運
動
は
、
す
べ
て
先
に
か
、
後
に
か
入
の
認
識
の
う
ち
に
反

映
し
て
来
る
。
社
会
実
践
中
の
発
生
、
発
展
及
び
消
滅
の
過
租
は
無
窮
で
あ

り
、
人
の
認
識
の
発
生
、
い
発
展
及
び
消
滅
の
過
租
も
ま
た
無
窮
で
あ
る
。
一
定

の
思
想
、
理
論
、
計
画
、
方
策
に
根
拠
し
て
客
観
現
実
を
変
草
す
る
の
に
従
事

す
る
実
践
は
、
一
度
叉
一
度
と
向
前
す
る
の
で
あ
り
、
人
々
の
客
観
現
実
に
対

す
る
認
識
も
ま
た
一
度
一
度
と
深
化
ず
る
。
客
観
現
実
世
界
の
変
化
運
動
は
永

遠
に
完
結
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
真
理
に
対
す
る
実
践
中
に
在
る
認
識

も
ま
た
永
遠
に
完
結
す
る
も
の
で
な
い
。
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
は
決
し

て
真
理
を
決
算
す
る
の
で
は
な
く
、
実
践
の
な
か
で
真
理
を
認
識
す
る
道
路
を

不
断
に
き
り
關
く
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
結
論
は
主
観
と
客
観
、
理
論
と
実

践
、
知
と
行
と
の
呉
体
的
歴
史
的
統
一
で
あ
り
、
一
切
の
具
休
歴
史
を
離
れ
た

る
『
左
』
的
あ
る
い
は
右
的
錯
誤
思
想
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

　
騒
九
　
レ
ー
ニ
ン
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
第
二
章
第
五
節
参
照

　
社
会
の
発
展
が
今
旧
の
時
代
に
達
し
た
の
で
、
正
確
に
世
界
を
認
識
し
世
界

を
改
造
す
る
責
任
は
、
す
で
に
歴
史
的
に
無
産
階
級
及
び
そ
の
政
党
の
肩
上
に

落
ち
て
き
た
。
こ
の
科
学
的
認
識
に
根
拠
し
て
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
世
界

を
改
造
す
る
実
践
過
経
は
、
世
界
に
在
っ
て
も
、
中
国
に
在
り
て
も
す
で
に
一

個
の
歴
史
的
時
節
－
有
史
以
来
未
曾
有
の
重
大
時
節
に
到
達
し
た
の
で
あ
ワ

て
、
そ
れ
は
根
こ
そ
ぎ
世
界
と
中
国
の
暗
黒
面
を
推
翻
L
、
彼
等
を
転
変
し
て

未
だ
有
ら
ざ
り
し
光
明
世
界
に
す
る
の
で
あ
る
。
無
産
階
級
及
び
革
命
人
民
の

　
　
　
　
毛
澤
東
の
『
実
践
論
』

涯
界
を
改
造
す
る
闘
争
は
、
次
に
述
べ
る
任
務
を
実
現
す
る
こ
と
を
包
括
す

る
。
す
な
は
ち
客
観
世
界
を
改
造
し
、
ま
た
宮
身
の
主
観
世
界
を
改
造
す
る
こ

と
1
自
己
の
認
識
能
力
を
改
造
し
て
、
主
観
世
界
と
客
観
世
界
と
の
関
係
を

改
造
す
る
こ
と
を
。
地
球
上
に
は
す
で
に
一
部
分
こ
の
種
の
改
造
が
実
行
さ
れ

た
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
ソ
連
で
あ
る
。
彼
等
は
な
ほ
も
こ
の
種
の
改
造
の
過

程
を
促
進
し
て
ゐ
る
。
中
国
人
民
と
世
界
入
民
は
い
づ
れ
も
こ
の
種
の
改
造
過

程
に
ま
さ
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
通
過
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
所
謂
る
被
改
造

の
客
観
世
界
は
そ
の
中
に
改
造
に
反
対
す
る
一
切
の
人
々
を
包
括
し
て
を
り
、

彼
ら
が
改
造
さ
れ
る
に
は
強
迫
の
段
階
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

る
後
に
は
じ
め
て
彼
ら
は
自
覚
の
段
階
に
這
入
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

世
界
が
、
全
人
類
が
、
自
覚
し
て
自
己
を
改
造
し
、
叉
世
界
を
改
造
す
る
に
至

っ
た
と
き
、
そ
の
時
こ
そ
は
世
界
の
共
産
主
義
の
時
代
で
あ
る
。

　
実
践
を
通
し
て
真
理
を
発
見
し
、
そ
し
て
実
践
を
通
し
て
真
理
を
実
証
し
、

ま
た
真
理
を
発
展
す
る
。
感
性
認
識
か
ら
能
動
的
に
発
展
し
て
理
性
認
識
に
到

達
し
、
そ
し
て
理
性
認
識
か
ら
能
動
的
に
革
命
実
践
を
指
導
し
、
主
観
世
界
と

客
観
世
界
を
改
造
す
る
。
実
践
・
認
識
・
再
実
践
・
再
認
識
・
か
弓
し
た
形
式

は
循
環
往
復
し
て
無
窮
で
あ
る
が
、
実
践
と
認
識
の
各
一
循
環
の
内
容
は
、
す

幽
て
前
に
比
較
し
て
一
級
高
い
程
度
に
進
達
す
る
ー
か
う
い
ふ
の
が
即
ち
弁

証
唯
物
論
の
全
部
の
認
識
論
で
あ
り
・
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
弁
証
唯
物
論
の

『
知
』
『
行
』
統
∵
観
で
あ
る
。

一
七
一


