
林
秀
雄

初
期
批
評
と
形
式
主
義
論
争

野

村

幸

げ
ハ
H

内口
h
F

は

じ

め

寸
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

I
は
、
昭
和
五
年
四
月
、

E
X義
春
秋
』
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
近
く
で
、
小
林
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

批
評
家
諸
君
の
間
で
は
、
符
牒
は
精
神
表
現
の
、
或
は
そ
の
伝
達
性
の
困
難
を
、
故
意
に
或
は
無
意
識
に
糊
塗
す
る
為
に

初期批評と形式主義論争

姿
を
あ
ら
は
し
て
来
る
の
だ
か
ら
話
が
大
変
違
っ
て
く
る
。
こ
の
困
難
を
糊
塗
す
る
と
い
ふ
事
は
、
別
言
す
れ
ば
、
自
分
で

自
分
の
精
神
機
構
の
豊
富
性
を
見
く
び
っ
て
了
ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
以
上
、
見
く
び
ら
れ
た
こ
の
精
神
機
構
の
豊
富
性
の

恨
み
を
買
ふ
の
は
必
定
で
あ
っ
て
、
符
牒
は
勝
手
に
反
逆
し
、
自
分
の
発
明
し
た
符
牒
が
人
を
ま
ど
わ
す
と
同
程
度
に
当
人

寸

様 を
々 証
なか
意(す
匠土
」

で
語
ら
れ
た

J
内
面
の
論
理
」
寸
宿
命
L

「
生
活
L

「
情
熱
し
が
、
寸
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」
ー
で
は
、
「
精
神
機

構
の
豊
富
性
L

と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
置
き
去
り
に
す
る
形
で
し
か
成
立
し
得
な
い
、

つ
ま
り
、
そ
の
豊
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富
性
の
寸
糊
塗
」
を
前
提
と
し
て
の
み
成
立
す
る
「
意
匠
L

と
し
て
の
言
葉
が
、
こ
こ
で
は
「
符
牒
し
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

寸
様
々
な
意
匠
L

で
展
開
さ
れ
た
言
語
観
の
延
長
上
に
、
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」
は
成
立
し
て
い
る
。

1 



寸
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

ー
で
は
、
中
河
奥
一

(
2
)
 

『
形
式
主
義
芸
術
論
L

、
大
宅
壮

(
3
)
 

『
文
学
的
戦
術
論
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
、

そ

2 

れ
ら
に
対
す
る
批
判
を
起
点
と
し
て
、
批
評
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
形
式
と
し
て
の
芸
術
を
唱
え
、
内
容
(
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ

ギ
i
)
主
導
の
芸
術
を
否
定
し
た
中
河
、

社
会
主
義
擁
護
の
論
陣
を
張
る
大
宅
、

両
者
の
芸
術
論
を
取
り
上
げ
、

双
方
を
批
判
的

に
解
析
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、

そ
の
眼
目
が
あ
る
。

(
4
)
 

小
林
の
大
宅
批
判
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
、
す
で
に
考
察
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
「
椋
々
な
る
意
匠
L

の
後
継
作
品
と
し
て

寸
ア
シ
ル
と
亀
の
子
」

を
位
置
づ
け
た
上
で
、

τ形
式
主
義
芸
術
論
L

に
対
し
て
小
林
が
、
何
を
ど
う
批
判
し
た
の
か
、

そ
の
基

底
に
横
た
わ
る
小
林
の
批
評
上
の
立
場
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

形
式
主
義
論
争

考
察
に
入
る
前
に
、

ま
ず
は
形
式
主
義
論
争
の
経
緯
を
説
明
し
て
お
く
。

形
式
主
義
論
争
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
論
客
、
平
林
初
之
助
、
蔵
原
惟
人
の
主
張
に
対
す
る
、
横
光
利
一
や
中
河
輿

一
の
反
論
と
い
う
形
で
起
こ
っ
た
。
平
林
や
蔵
原
が
、
形
式
が
内
容
に
先
走
る
こ
と
を
警
戒
し
、
内
容
(
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
)
が
、

新
し
き
芸
術
形
式
を
決
定
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
横
光
や
中
河
は
そ
の
主
張
の
核
心
に
、
文
学
の
政
治
へ
の
従
属
を

見
て
取
り
、
反
論
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。

中
河
は
、
プ
レ
ハ

1
ノ
フ
の
「
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
し
と
い
う
命
題
を
援
用
し
つ
つ
、
な
ら
ば
芸
術
に
お
い
て
も
っ
形
式

が
内
容
を
導
き
決
定
す
る
し
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
は
矛
盾
し
て
い
る
と
、
批
判
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
中
河
の
言
う
寸
形
式
L

と
は
、
芸
術
の
様
式
・
ス
タ
イ
ル
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
寸
形
を
も
っ
た

も
の
し
と
し
て
の
、
あ
る
素
材
が
具
体
化
さ
れ
、
何
ら
か
の
形
態
と
構
成
を
も
っ
て
、
眼
に
見
え
る
形
で
具
現
化
さ
れ
た
、
現
象



と
し
て
の
芸
術
存
在
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

中
将
は

吋
形
式
主
義
芸
術
論
L

寸
内
容
は
絶
対
に
形
式
の
前
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で

に
お
い
て
、
蔵
原
惟
人
を
批
判
し
て
、

あ
る
。
/
若
し
存
在
し
得
な
い
な
ら
ば
何
故
に
影
響
し
あ
ふ
こ
と
が
出
来
る
か
。
/
私
は
守
内
容
と
形
式
と
が
相
互
に
発
生
し
あ

ふ
L

と
い
ふ
陳
腐
な
説
に
対
し
て
は
絶
対
に
反
対
で
あ
る
し
と
述
べ
て
い
る
。

中
河
が
批
判
し
て
い
る
の
は
、

司
東
京
朝
日
新
聞
L

昭
和
三
年
一
一
月
二
八
日
に
掲
載
さ
れ
た
蔵
原
の

と

「
形
式
に
つ
い
て
」

い
う
批
評
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
蔵
原
は
寸
内
容
と
形
式
と
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
表
現
を
か
り
て
い
へ
ば
『
相
互
に
発
生
し
合
ふ
』
の

し
か
し
、
細
か
く
読
ん
で
行
く
色
、
蔵
原
の
主
張
の
中
心
は
、
芸
術
表
現
上
の
技
法
と
表
現
内
容
は

相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
発
生
し
て
い
く
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
形
式
も
内
容
も
っ
存
在
し
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る

で
あ
る
し
と
述
べ
て
い
る
。

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
論
旨
の
根
幹
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

果
し
て
芸
術
の
形
式
が
「
客
観
し
で
あ
り
、

そ
の
内
容
、
が
寸
主
観
」
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
、

い
い
換
へ
れ
ば
、
芸
術
の

形
式
が
「
物
質
し
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
が
「
精
神
し
で
あ
る
の
で
あ
ら
う
か
?

我
々
の
理
解
す
る
所
で
は
、
芸
術
そ
の

初期批評と形式主義論争

も
の
冶
全
体
が
、
即
ち
そ
の
内
容
も
形
式
も
、
共
に
物
質
的
な
る
も
の

l
社
会
の
物
質
的
生
活
の
反
映
で
あ
っ
て
、
物
質
そ

(
5
)
 

の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
蔵
原
の
言
辞
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
両
者
の
論
争
が
そ
も
そ
も
寸
存
在
し
と
い
う
概
念
定
義
の
不
一
致
を
抱
え
て
お
り
、

中
河
に
よ
る
、
故
意
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
(
お
そ
ら
く
故
意
だ
ろ
う
)
、
概
念
内
容
の
す
り
替
え
が
、
論
争
を
不
毛
な
も
の
に

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
中
河
の
場
合
、
寸
存
在
L

と
は
寸
形
式
し
を
意
味
し
て
お
り
、
外
在
化
さ
れ
た
芸
術
表
現
そ
れ
自
体
を

と
は
「
社
会
の
物
質
的
生
活
」
を
意
味
し
て
い
る
。
芸
術
の
内
容
も

指
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
蔵
原
の
場
合
、
寸
存
在
L

小林秀雄

形
式
も
「
社
会
の
物
質
的
生
活
の
反
映
で
あ
っ
て
、
物
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
、

つ
ま
り
、
蔵
原
に
と
っ
て
、
「
物
質
L

と
は
社

会
の
生
産
関
係
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
芸
術
の
内
容
も
形
式
も
そ
の
反
映
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
す
ぎ
な
い
。

3 



そ
の
蔵
原
を
指
し
て
中
河
は
、
プ
レ
ハ
!
ノ
フ
の
命
題
を
ね
じ
曲
げ
て
い
る
と
糾
弾
し
て
い
る
。
蔵
原
自
身
が
訳
出
し
た
プ
レ

(
6
)
 

ハ
!
ノ
フ
『
階
級
社
会
の
芸
術
L

は
、
っ
原
始
民
族
の
生
活
の
研
究
は
、
『
人
間
の
意
識
は
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
』
と

4 

云
ふ
唯
物
史
観
の
基
本
的
命
題
を
何
よ
り
も
よ
く
裏
書
き
し
て
ゐ
る
L

の
一
句
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
命
題
に
つ
い
て
同
書

で
は
、
「
人
間
の
生
産
的
行
動
が
如
何
に
そ
の
芸
術
に
影
響
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
し
「
存
在
と
意
識
と
の
、
即
ち
『
労
働
』
の
上
に

発
生
す
る
社
会
関
係
と
芸
術
と
の
聞
の
因
果
関
係
し
と
説
明
し
て
い
る
。

今
日
か
ら
見
れ
ば
、
蔵
原
は
プ
レ
ハ

l
ノ
フ
に
対
し
て
愚
直
な
ほ
ど
忠
実
で
あ
る
。
蔵
原
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
生
産
上
の

あ
る
社
会
関
係
に
位
置
す
る
「
存
在
し
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
生
き
る
労
働
者
階
級
の
生
存
様
式
で
あ
り
、
芸
術
も
ま

た
意
識
と
同
様
に
、

そ
の
反
映
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
蔵
原
に
対
し
て
、
芸
術
の
形
式
が
内
容
を
決
定
す
る
と
い
う
プ
レ
ハ

l
ノ
フ
の
主
張
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
し
た
と
こ

ろ
で
、
議
論
が
噛
み
合
わ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
プ
レ
ハ
!
ノ
フ
は
、
中
河
が
言
う
よ
う
な
こ
と
は
、
述
べ
て
い
な

ぃ
。
ど
れ
だ
け
好
意
的
に
解
釈
し
て
も
、
中
、
将
の
蔵
原
批
判
は
、
き
わ
め
て
意
図
的
、

か
つ
戦
略
的
な
〈
難
癖
〉
で
あ
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
単
な
る
読
み
間
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

純
粋
持
続
と
し
て
の
存
在

小
林
が
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

I
に
お
い
て
、
中
、
河
の
可
形
式
主
義
芸
術
論
』
に
対
し
て
き
わ
め
て
厳
し
い
評
価
を
下
す
の
も
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
経
緯
を
考
え
れ
ば
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。

小
林
は
こ
こ
で
、
「
認
識
論
と
技
巧
論
と
を
一
丸
に
し
よ
う
と
す
る
自
意
識
の
冒
険
L

に
つ
い
て
、
寸
昨
年
来
の
形
式
内
容
の

片
々
た
る
陪
一
陣
ー
内
谷
が
羅
列
さ
れ
、
こ
れ
を
修
正
し
統
一
す
る
努
力
す
ら
一
不
さ
れ
て
ゐ
な
い
」
と
、
酷
評
し
て
い
る
。
形
式
|
技



巧
が
内
容
|
認
識
を
決
定
す
る
と
い
う
中
河
の
単
純
な
図
式
に
対
し
て
、
形
式
と
内
容
の
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
構
造
を

見
極
め
、
統
一
的
に
把
握
す
る
努
力
が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
、
小
林
は
批
判
す
る
。

ち
ょ
っ
と
、
意
外
で
あ
る
が
、
こ
の
文
面
を
見
る
限
り
、
小
林
は
蔵
原
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
。
蔵
原
が
依
っ
て
立
つ
マ
ル
ク

ス
主
義
文
学
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
、
そ
の
「
認
識
論
と
技
巧
論
と
を
一
丸
に
し
よ
う
と
す
る
し
姿
勢
、

す
な
わ
ち
、
芸
術
の
内
容
左
形
式
を
分
け
て
考
え
ず
に
、

一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
は
、
評
価

し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
換
え
、
中
河
の
主
張
は
、
コ
」
れ
を
修
正
し
統
一
す
る
努
力
す
ら
一
不
さ
れ
て
ゐ
な
い
し
。
つ
ま
り
、
ふ
た

た
び
、
内
容
と
形
式
、
主
観
と
客
観
を
、
分
割
す
る
よ
う
な
認
識
の
布
置
の
上
に
、
議
論
が
組
み
立
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に

お
い
て
思
想
的
後
退
で
あ
る
と
、
小
林
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、

(
7
)
 

「
様
々
な
る
意
匠
」
執
筆
時
点
に
お
い
て
、
小
林
は
す
で
に
、

マ
ル
ク
ス

を
丹
念
に
読
み
込
ん
で
い
る
。
寸
人
間
的
思
惟
に
対
象
的
真
理
が
と
ど
く
か
ど
う
か
の
問
題
は
ー
な
ん
ら
観
想
の
問
題
な
ど
で
は

な
く
て
、

つ
の
実
践
的
な
問
題
で
あ
る
L

(

真
下
信
一
訳
寸
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
関
す
る
テ
l
ゼ
L
)

左
い
う
マ
ル
ク
ス
の
認
識
論
に

初期批'詳主形式主義論争

対
し
て
、
小
林
は
、

そ
の
各
自
の
内
面
論
理
を
捨
て
て
、
言
葉
本
来
の
す
ば
ら
し
い
社
会
的
実
践
性
の
海
へ
投
身
し

(
B
)
 

て
了
っ
た
L

と
批
判
し
て
い
た
。
こ
の
点
は
す
で
に
拙
稿
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
小
林
に
言
わ
せ
れ
ば
、

寸
人
々
は
、

マ
ル
ク
ス
の
一
言
う

社
会
的
実
践
は
、
一
言
語
へ
の
盲
信
を
そ
の
裏
側
に
抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の
結
果
、
社
会
生
活
の
中
で
っ
か
み
取
ら
れ
た
現
実
認

識
が
、
実
は
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
世
界
像
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

小
林
に
と
っ
て
、

大
切
な
も
の
は
、

言
葉
の
外
部
、

コ
ロ
葉
に
な
り
得
な
い
も
の
、

抽
象
化
の
過
程
で
置
き
去
り
に
し
て
い
っ
た

寸
内
面
論
理
L

で
あ
る
。

小林秀雄

こ
の
よ
う
な
小
林
か
ら
見
れ
ば
「
認
識
論
し
と
「
技
巧
論
し
の
統
一
の
問
題
と
は
、
如
何
に
し
て
内
面
の
喪
失
を
も
た
ら
す
言

そ
の
も
の
に
肉
迫
す
る
か
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
に
収
飲
さ
れ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
私
た

一
詰
に
よ
っ
て
、

寸
内
面
論
理
L

う



ち
が
心
の
中
に
描
く
像
や
、
感
覚
器
官
を
通
じ
て
身
体
に
伝
え
ら
れ
る
感
覚
そ
の
も
の
は
、
け
っ
し
て
言
葉
に
な
ら
な
い
。

し
か

6 

し
、
文
学
は
そ
の
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
を
言
葉
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
小
林
、
が
抱
え
る
ア
ポ
リ
ア
は
こ
こ
に
存
在
す
る
。

そ
の
小
林
に
あ
っ
て
見
れ
ば
、
中
河
の
議
論
は
あ
ま
り
に
も
無
邪
気
な
も
の
で
あ
り
、
単
に
「
形
式
し
が
意
味
を
決
定
す
る
と
、

唱
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
「
『
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
L

と
、
是
は
当
り
前
の
こ
と
で
あ
る
し
と
小
林
が
こ
こ
で
言
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
が
提
示
し
た
、
寸
存
在
し

と

「
+
文
右
J

4
7
1
」

の
問
題
に
つ
い
て
の
意
義
を
正
当
に
理
解

し
、
評
価
し
た
上
で
、

さ
ら
に
そ
の
限
界
性
を
指
摘
し
つ
つ
先
に
進
も
う
と
す
る
、
小
林
の
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
林
は
こ
こ
で
、
中
河
が
童
日
中
で
引
用
し
て
い
る
、
石
原
純
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

意
識
が
力
の
場
と
し
て
代
表
せ
ら
れ
、
し
か
も
こ
の
力
が
時
間
と
空
間
と
か
ら
成
立
す
る
四
次
元
連
続
体
の
計
量
的
性
質

に
よ
っ
て
完
全
に
一
言
ひ
あ
ら
は
さ
れ
る
以
上
は
、
意
識
は
、
時
間
、
空
間
の
或
る
特
定
な
状
態
に
於
い
て
の
み
に
依
存
さ
ぜ

な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
、
「
存
在
は
意
識
を
決
定
す
る
」

と
、
是
は
当
り
前
な
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
人
間
の
意
識

を
正
確
に
力
の
場
と
し
て
代
表
す
る
事
が
既
に
神
秘
的
に
見
え
る
ほ
ど
困
難
だ
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
だ
が
、
意
識
が
存
在

の
ほ
ん
の
か
け
ら
に
過

g
ぬ
と
考
へ
る
以
上
、
意
識
が
四
次
元
連
続
体
の
計
量
的
性
質
を
持
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
と
考
え

ざ
る
を
得
な
い
。

き
わ
め
て
難
解
な
文
章
で
あ
る
が
、

一
語
一
語
を
丁
寧
に
解
釈
し
て
み
た
い
。

こ
こ
で
小
林
は
、
プ
レ
ハ

l
ノ
フ
の
つ
存
在
は
意
識
を
決
定
す
る
し
と
い
う
命
題
を
、
当
然
の
こ
と
と
と
し
て
受
け
入
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
意
識
の
構
造
に
、
小
林
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
点
に
、
注
意

す
べ
き
で
あ
る
。
小
林
は
寸
意
識
」
を
、
「
力
L

寸
時
間
と
空
間
か
ら
成
立
す
る
四
次
元
連
続
体
の
計
量
的
性
質
」
を
表
象
し
た
も

の
と
言
い
換
え
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
言
う
よ
う
な
、
帰
属
す
る
社
会
階
級
が
意
識
を
決
定
す
る
と
い
う
意
味
と

は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
語
ら
れ
て
い
る
の
が
、
分
か
る
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
、
存
在
と
意
識
の
関
係
を
、
「
意
識
」



は
っ
存
在
」
の
寸
ほ
ん
の
か
け
ら
に
過
ぎ
ぬ
し
、

つ
ま
り
、
寸
存
在
し
そ
の
も
の
の
の
内
実
や
性
格
、
そ
の
質
を
置
き
去
り
に
し
た

ま
ま
、
「
計
量
的
性
格
L

の
み
を
具
現
化
し
た
も
の
が
つ
意
識
し
で
あ
る
と
、
言
う
の
で
あ
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
小
林
の
い
う

寸
存
在
」
と
は
、
本
来
的
に
寸
計
量
的
性
格
」
に
よ
っ
て
は
つ
い
に
表
現
し
得
な
い
も
の
、
意
識
化
を
拒
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
議
論
の
分
か
り
に
く
さ
は
、
煎
じ
詰
め
て
言
え
ば
、

「
存
在
は
意
識
を
決
定
す
る
L

と
い
う
命
題
を
肯
定
す
る
小

林
が
、
寸
存
在
L

と
い
う
言
葉
の
内
に
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
託
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。

こ
の
問
題
を
考

え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
手
が
か
り
に
な
る
の
は
、
小
林
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
受
容
の
で
あ
る
。
石
原
純
の
用
語
を
利
用
し
つ

つ
も
、
小
林
は
明
ら
か
に
ラ
ン
ボ

i
や
ヴ
ア
レ
リ
l
・
ボ

l
ド
レ

l
ル
な
ど
の
象
徴
派
の
詩
人
や
、

そ
の
思
想
的
表
現
で
あ
る
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
表
現
原
理
を
下
敷
き
に
し
て
、
っ
存
在
は
内
容
を
決
定
す
る
し
と
い
う
命
題
を
、
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

小
林
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
一
不
す
も
の
と
し
て
は
、
昭
和
三
三
年
五
月
か
ら
三
八
年
六
月
ま
で
、
雑
誌

守
新
潮
L

に
連
載
さ
れ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
、

守
感
想
』
が
と
く
に
有
名
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
出
会
い
は
大
学

初期批評と形式主義論争

時
代
に
ま
で
遡
る
。
以
来
、
終
生
に
渡
っ
て
関
心
を
持
ち
続
け
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

も
っ
と
も
早
い
時
期
の
言
及
と
し
て
は
、
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

I
が
発
表
さ
れ
た
の
と
同
じ
昭
和
五
年
四
月
、
『
近
代
生
活
』

「
笑
に
就
い
て
し
が
あ
る
。

こ
こ
で
小
林
は
、

「
時
間
も
、
空
間
も
心
も
物
も
一
切
ひ
っ
く
る
め
て
自
然
と
い
ふ

に
発
表
さ
れ
た

一
つ
の
持
続
体
と
し
て
、
こ
の
世
を
理
解
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
、
滑
稽
と
い
ふ
意
識
は
、
自
然
と
い
ふ
生
き
生
き
と
し
た
持
続

体
中
で
、
弛
緩
し
た
、
機
械
化
し
た
、
物
質
的
な
、
停
止
的
な
一
段
階
と
み
え
た
し
と
、

い
わ
ゆ
る
寸
純
粋
持
続
し
と
い
う
考
え

方
か
ら
笑
い
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
議
論
を
、
紹
介
し
て
い
る
。

小林秀雄

そ
し
て
、

そ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、

た
と
え
ば
『
時
間
と
自
由
L

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

変
更
を
受
け
て
ゐ
な
い
意
識
が
認
め
る
ま
、
の
こ
の
根
底
的
自
我
を
再
び
見
出
す
た
め
に
は
、
内
的
な
生
き
た
心
理
的
事

7 



実
を
、
先
づ
、
屈
折
し
て
そ
れ
か
ら
等
質
的
空
間
の
う
ち
に
固
化
さ
れ
た
そ
の
形
象
か
ら
隔
離
す
る
分
析
の
力
強
い
努
力
が

必
要
で
あ
る
。
言
葉
を
換
へ
て
云
へ
ば
、
我
々
の
知
覚
や
感
覚
や
感
情
や
観
念
は
二
重
の
相
の
下
に
あ
ら
は
れ
る
。

8 

「コ
は

明
瞭
適
確
だ
が
非
人
格
的
な
相
で
も
あ
り
、
も
う
一
つ
は
漢
然
と
し
無
限
に
動
い
て
言
表
の
出
来
な
い
相
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
一
言
ひ
表
は
せ
な
い
と
い
ふ
の
は
、
言
語
は
、
そ
の
運
動
性
を
固
定
し
な
い
で
は
こ
の
相
を
と
ら
へ
得
な
い
し
、
共
通
領
域

(
9
)
 

に
落
し
入
れ
な
い
で
そ
れ
を
自
分
の
平
凡
な
形
式
に
適
確
さ
ぜ
る
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

」
こ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
自
我
し
を
二
つ
の
層
に
分
け
て
い
る
。

一
つ
は
、
言
語
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
ベ

そ
れ
は
「
内
的
な
生
き
た
心
理
的
事
実
を
、
先
づ
、
屈
折
し
て
そ
れ
か
ら
等
質
的
空
間
の
う
ち
に
固

ル
グ
ソ
ン
に
一
言
わ
せ
れ
ば
、

化
」
し
た
も
の
、
寸
表
而
的
自
我
L

で
あ
り
、

生
き
ら
れ
た
心
的
現
実
そ
の
も
の
と
は
言
い
難
い
。
今
ひ
と
つ
の
層
は
、

そ
の
よ

う
な
意
識
の
底
に
横
た
わ
る
よ
う
な
、
非
論
理
と
非
思
惟
に
彩
ら
れ
た
、
生
成
変
化
を
繰
り
返
す
、
流
動
的
な
感
覚
と
直
観
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た
「
根
底
的
な
自
我
し
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
真
実
で
あ
り
得
る
の
は
後
者
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
「
表
面
的
自
我
し
と
は

寸
表
象
の
記
号
的
性
格
し
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
統
一
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
、

根
本
的
に
非
真
理
で
あ
る
と
し
て
退
け
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な
自
我
の
在
り
方
を
、

こ
こ
で
有
名
な
「
純
粋
持
続
」
の
概
念
が
登
場
す
る
。
世
界
も
内
面
も
一
瞬
た
り
と
も
不
変
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
絶
え

ず
生
成
変
化
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。
、
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
世
界
や
内
面
を
、
一
言
語
に
よ
っ
て
表
象
す
る
の
は
つ
い
に

は
な
い
か
ら
で
あ
る
o

つ
根
底
的
な
自
我
L

と
い
う
論
理
的
帰
結
に
達
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
に
は
言
語
外
対
象
を
固
定
化
し
て
表
象
す
る
以
外
に
方
法

と
は
、
表
象
化
さ
れ
る
以
前
の
非
一
言
語
領
域
に
属
す
る
精
神
の

「
純
粋
持
続
L

そ
の

不
可
能
で
あ
る
、

も
の
を
意
味
し
て
い
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
寸
内
的
自
我
、
感
じ
た
り
情
熱
に
燃
え
る
自
我
、
思
案
し
た
り
決
心
す
る
自
我
は
、

一
つ
の
力
で
あ
っ
て
、
」



「
そ
の
諸
状
態
や
諸
様
相
は
密
接
に
渉
透
し
合
」
う
と
説
明
し
、
さ
ら
に
寸
真
の
持
続
の
外
延
的
記
号
で
あ
る
等
質
時
間
の
底
に
、

異
質
的
諸
瞬
間
の
互
に
相
惨
透
す
る
持
続
を
、
意
識
状
態
の
数
的
多
様
性
の
底
に
性
質
的
多
様
性
を
、
諸
状
態
の
は
っ
き
り
規
定

さ
れ
て
い
ゐ
る
自
我
の
底
に
、
継
続
が
融
合
と
組
織
と
を
含
む
自
我
を
、
注
意
深
い
心
理
学
は
見
分
け
る
」
と
、
説
明
し
て
い
る
。

言
葉
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
記
号
に
よ
っ
て
、
論
理
的
、
合
理
的
に
説
明
さ
れ
た
心
理
と
は
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
す
で
に

「
内
的
な
生
き
た
心
理
的
現
実
」
か
ら
希
離
し
て
い
る
。
内
面
世
界
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
対
立
関
係
に
あ

る
よ
う
な
諸
感
覚
が
、
時
に
は
融
合
し
、
分
離
し
、
生
成
と
変
化
と
消
滅
を
、
繰
り
返
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
を
踏
ま
え
れ
ば
、
小
林
が
形
式
主
義
論
争
に
言
及
し
て
、
「
存
在
は
意
識
を
決
定
す
る
し

寸
意
識
が
存
在
の
ほ
ん
の
か
け
ら
に
過
ぎ
ぬ
と
考
へ
る
以
上
、

と

い
う
命
題
を
当
然
の
こ
と
と
受
け
入
れ
つ
つ
も
、

意
識
が
四
次
元

連
続
体
の
計
量
的
性
質
を
持
っ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、
付
け
加
え
た
理
由
も
、

は
っ
き
り
し
て
く
る
。

小
林
に
と
っ
て
「
意
識
し
と
は
っ
存
在
の
ほ
ん
の
か
け
ら
L

に
す
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
が
言
う
社
会

的
実
践
主
体
が
、
小
林
が
言
う
と
こ
ろ
の
寸
意
識
し
を
意
味
し
て
お
り
、

そ
の
よ
う
な
表
象
体
系
の
基
底
に
横
た
わ
る
、
広
大
無

初期批評と形式主義論争

辺
な
非
言
語
領
域
の
総
体
を
指
し
て
、
小
林
は
寸
存
在
L
L
ι

呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
数
字
も
言
語
も
「
純
粋
持
続
」
を
本
質
と

す
る
よ
う
な
寸
内
部
論
理
」
を
固
定
化
し
、
不
変
的
な
も
の
と
し
て
表
象
し
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
寸
意
識
」
は
、

ザコ

い
に
、
内
面
と
世
界
の
質
を
問
う
こ
と
な
く
、
寸
計
量
的
性
格
L

の
み
を
表
象
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
蔵
原
、

そ
し
て
、

プ
レ
ハ

l
ノ
フ
の
命
題
を
、
小
林
は
、
「
存
在
L

概
念
を
非
言
語
領
域
ま
で
拡
大
し
た
上
で
肯
定

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
果
、
小
林
の
批
判
対
象
は
最
終
的
に
は
中
河
の
議
論
で
は
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
そ
の
も
の

寸
存
在
は
意
識
を
決
定
す
る
」

と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の

に
ま
で
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

よ
り
詳
し
く
言
う
な
ら
ば
、

小林秀雄

こ
こ
で
語
れ
た

「
存
在
L

の
中
身
に
、
議
論
の
焦
点
を
絞
っ
て
い
く
こ
と
で
、
小
林
は
、
「
存
在
し

テ
ー
ゼ
を
肯
定
し
つ
つ
も
、

に
つ
い
て
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
不
徹
底
さ
を
照
射
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
小
林
か
ら
見
れ
ば
、

マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
理

9 



論
は
寸
存
在
L

を
め
ぐ
る
認
識
の
浅
さ
を
欠
点
と
し
て
抱
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
社
会
的
実
践
と
芸
術
創
造
を
安
直
に
結
び
つ
け

10 

て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
純
粋
持
続
L

と
し
て
の

寸
内
面
世
界
L

(

U

「
存
在
」
)
か
ら
見
れ
ば
、

あ
ら
ゆ
る
社
会
的
実

践
と
結
び
つ
く
よ
う
な
行
動
原
理
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
が
表
層
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
芸
術
創
造
の

源
で
あ
る

寸
存
在
L

と
は
、

い
か
な
る
意
味
づ
け
も
解
釈
も
拒
む
よ
う
な
何
も
の
か
に
す
ぎ
な
い
。
「
我
々
に
取
っ
て
重
要
な
の

は
、
現
実
を
わ
れ
わ
れ
の
主
観
に
よ
っ
て
、
歪
め
ま
た
粉
飾
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
我
々
の
主
観
l
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の

(ω) 

階
級
的
主
観
に
相
応
す
る
も
の
を
現
実
の
中
に
発
見
す
る
こ
と
に
あ
る
し
と
主
張
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
陣
営
に
向
か
っ
て
、

小
林
は
、
そ
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
主
観
L

こ
そ
が
、
言
語
へ
の
盲
信
の
上
に
成
立
し
た
虚
妄
で
は
な
い
か
と
、
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

絶
対
言
語
の
思
想

こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
小
林
の
初
期
評
論
は
、
言
語
に
対
す
る
徹
底
し
た
不
信
感
に
よ
っ
て
、
貫
か
れ

て
い
る
。
一
言
葉
は
寸
存
在
し
を
置
き
去
り
に
し
、
寸
内
面
論
理
L

を
隠
蔽
す
る
、

し
た
が
っ
て
、
一
言
葉
と
そ
の
集
積
で
あ
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、

そ
れ
を
真
実
で
あ
る
と
思
い
こ
ま
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
虚
構
体
系
で
あ
る
。
こ
れ
が
小
林
の
一
貫
し
た
主
張

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
主
張
は
避
け
よ
う
も
な
く
、
あ
る
論
理
的
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
小
林
が
文
芸
評
論
家
で

あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
文
学
も
ま
た
言
語
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
小
林
の
主
張
は
丈
学
そ
の
も
の
の
存
立
基
盤

を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

当
然
、
小
林
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
、
き
わ
め
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
彼
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
言
葉
、
日
常
の
言
葉
、



ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
言
葉
を
一
括
り
に
し
て
、
認
識
論
的
転
倒
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
否
定
す
る
、
そ
の
も
う
一
方
で
、
文
学

の
弓
=
皐
未
、
芸
術
一
言
語
を
、
言
語
が
虚
構
体
系
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
芸
術
家
に
よ
っ
て
発
話
さ
れ
た
メ
タ
・
レ
ベ
ル
の
一
一
百

語
、
と
し
て
位
置
づ
け
る
。

そ
の
結
果
、
文
学
は
小
林
の
批
判
が
当
た
ら
な
い
唯
一
の
例
外
と
し
て
、

寸

ア
ン

lレ
と

亀
の
子
」

(ザコ

Ff 
吾五 ノ

ロ口
Vフ「

れ内
た 面
市色論
対理
工"'" L 
言

語を

週
間
り
得
る
言
葉
と
し
て
、
超
越
的
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
が
、

の
思
想
で
あ
る
。
小
林
は
そ
の
末
尾
近
く
に
お
い
て
、

「
絶
対
言
語
の
道
と
は
絶
対
自
然
へ
の
道
だ
、
絶
対
自
然
へ
の
道
と
は
絶

対
特
殊
へ
の
道
に
他
な
ら
ぬ
。
普
遍
性
と
は
又
特
殊
の
絶
対
的
信
用
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
芸
術
上
の
現
実
主
義
と
は
、
心
の

中
に
あ
る
と
外
に
あ
る
と
を
問
は
ず
、
特
殊
風
景
に
対
す
る
誠
実
主
義
以
外
の
も
の
を
指
さ
ぬ
し
と
、
語
っ
て
い
る
。

こ
の
言
辞
も
ま
た
、

一
読
す
る
だ
け
で
は
、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
、
難
解
な
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

小
林
が
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
に
到
る
論
理
上
の
プ
ロ
セ
ス
を
細
か
く
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

W
に
お
い
て
、
小
林
は
、

ま
ず
マ
ル
ク
ス
が
『
哲
学
の
貧
困
』
で
述
べ
た
寸
不
死
の
死
」
の
下
り
を
引

用
し
、

「
す
べ
て
は
運
動
の
形
態
で
あ
る
。
人
間
と
い
ふ
形
態
が
生
産
さ
れ
、

人
間
の
脳
髄
を
通
過
し
た
様
々
な
観
念
形
態
が
、

初期批評と形式主義論争

事
実
上
在
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
ぬ
し
と
、
語
る
。

マ
ル
ク
ス
が
『
哲
学
の
貧
困
』
で
言
及
し
て
い
る
「
不
死
の
死
」
に
つ
い
て
は
、
小
林
が
引
用
し
た
箇
所
だ
け
で
は
内
容
が
分

か
り
に
く
い
。
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
含
む
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
を
確
認
し
て
み
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

社
会
的
諸
関
係
は
生
産
諸
力
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
新
た
な
生
産
諸
力
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
彼

ら
の
生
産
様
式
を
変
え
る
。
そ
し
て
、
生
産
様
式
を
、
彼
ら
の
生
計
の
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
彼
ら
の
一
切
の
杜

会
的
関
係
を
変
え
る
。
手
挽
臼
は
諸
君
に
封
建
領
主
を
も
っ
社
会
を
あ
た
え
、
蒸
気
臼
は
諸
君
に
産
業
資
本
家
を
も
っ
世
界

小林秀雄

を
あ
た
え
る
だ
ろ
う
。

彼
ら
の
物
質
的
生
産
力
に
応
じ
て
社
会
的
諸
関
係
を
確
立
す
る
そ
の
同
じ
人
聞
が
、
彼
ら
の
社
会
的
諸
関
係
に
応
じ
て
諸

11 



原
理
、
諸
観
念
、
諸
範
障
も
ま
た
う
み
だ
す
。

12 

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
諸
観
念
、
こ
れ
ら
の
諸
範
博
は
、

そ
れ
ら
の
表
示
す
る
諸
関
係
と
同
様
に
、
永
久
的
な
も
の
で

十『

h
p
L

品、
o

pv
チ
J
B
U
V

そ
れ
ら
は
歴
史
的
、

一
時
的
産
物
で
あ
る
。

生
産
諸
力
に
お
い
て
は
増
大
の
、
社
会
的
諸
関
係
に
お
い
て
は
破
壊
の
、
諸
観
念
に
お
い
て
は
形
成
の
、

(ロ)

運
動
が
存
在
す
る
。
変
わ
ら
な
い
も
の
は
運
動
の
抽
象
不
死
の
死
ー
だ
け
で
あ
る
。

一
つ
の
不
断
の

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
丈
脈
上
、

マ
ル
ク
ス
が
プ
ル

l
ド
ン
経
済
学
の
背
景
に
へ
!
ゲ
ル
弁
証
法
を
見
、

そ
れ
へ
の
批
判
を
展
開

し
た
箇
所
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
運
動
を
抽
象
化
し
て
論
理
的
範
障
に
還
元
し
た
上
で
、
理
性
を
中
心
と
し
た
弁
証
法
体
系
の
内
に

取
り
込
ん
で
い
く
へ
!
ゲ
ル
弁
証
法
に
対
し
て
、

マ
ル
ク
ス
は
、
認
識
論
的
転
倒
を
指
摘
す
る
。
論
理
的
範
障
を
不
動
の
も
の
と

見
な
し
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
を
そ
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
抽
象
化
の
操
作
自
体
が
、
実
体
よ
り
も
範
轄
に
真
理
性
を
置
く

よ
う
な
誤
謬
を
前
提
と
し
て
い
る
、
範
時
と
は
生
産
様
式
に
支
え
ら
れ
た
社
会
的
諸
関
係
の
影
に
過
ぎ
ず
、
不
変
的
な
範
障
な
ど

存
在
し
な
い
、
社
会
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
範
鴎
も
ま
た
生
成
変
化
を
繰
り
返
し
て
い
く
し
し
い
う
の
が
、

へ
i
ゲ
ル
が
範
障
を
不
変
的
な
イ
デ
ア
と
し
て
扱
う
に
対
し
て
、

マ
ル
ク
ス
の
こ
こ
で
の

主
張
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
運
動
の
形
態
と
し
て
み
な
す
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
り
、

そ
れ
を
二
ゴ
一
口
で
表
現
し
た
の
が
寸
不
死
の
死
し
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
議
論
を
受
け
る
形
で
、
小
林
は
ま
ず
、

「
全
自
然
が
一
つ
の
運
動
な
ら
ば
、

も
は
や
、

人
間
は
自
然

の
外
側
に
立
っ
て
、
存
在
す
る
真
理
を
認
識
し
、
表
現
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
は
し
な
い
」

「
す
べ
て
は
運
動
の
形
態
で
あ
る
。

人
間
と
い
ふ
形
態
が
生
産
さ
れ
、
人
間
の
脳
髄
を
通
過
し
た
様
々
な
観
念
形
態
が
、
事
実
上
在
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
ぬ
し
と
述
べ
る

0

マ
ル
ク
ス
の
唯
物
論
的
弁
証
法
を
一
旦
は
肯
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。
蒸
気
臼
が
寸
産
業
資
本
家
L

や
寸
労
働
者
」
と
い
う
社
会
的

実
践
形
態
と
し
て
の
寸
人
間
し
を
生
産
し
、
そ
の
つ
人
間
L

の
中
に
何
ら
か
の
観
念
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
言
葉
の
寸
不
死
し
は

結
局
あ
り
得
ず
、
社
会
的
諸
関
係
の
運
動
に
し
た
が
っ
て
言
葉
も
ま
た
形
成
さ
れ
消
滅
し
て
い
く
宿
命
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、



人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て
の
み
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
言
葉
の
限
界
が
精
神
の
限
界
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る

な
ら
ば
、
「
精
神
」

と
は
、
社
会
的
諸
関
係
の
影
と
し
て
の
一
言
葉
の
集
積
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
の

と
は
、

あ
る
い
は
「
人
間
」

み
具
象
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

人
間
精
神
と
は
社
会
的
諸
関
係
の
影
以
外
で
は
な
い
。

「
人
聞
を
語
る
と
は
文
化
人
を
語
る

人
間
精
神
と
は
言
葉
を
生
産
す
る
工
場
以
外
の
何

(
日
)

物
で
も
な
い
、
言
葉
を
個
人
と
す
る
社
会
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
、
小
林
が
言
う
の
は
、
そ
の
謂
い
で
あ
る
。

事
で
あ
る
し
「
社
会
は
自
然
の
破
片
で
あ
る
、
個
人
は
社
会
の
破
片
で
あ
る
、

そ
の
上
で
、

小
林
は
マ
ル
ク
ス
の
一
言
語
観
に
対
し
て
修
正
を
迫
る
。
小
林
は
マ
ル
ク
ス
を
批
判
し
て
、

「
マ
ル
ク
ス
の
言
ふ
様

Iこ

司
人
足
と
哲
人
と
の
差
異
は
、
番
犬
と
猟
犬
と
の
差
異
よ
り
も
小
で
あ
る
L

。
学
的
認
識
と
い
ひ
芸
術
的
認
識
と
い
ひ
又
五
十

歩
百
歩
の
問
題
だ
」
っ
た
だ
、
国
難
な
点
は
、

人
間
の
全
秘
密
は
人
間
の
五
十
歩
百
歩
的
実
践
の
み
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
事

で
あ
る
L

五
十
歩
と
百
歩
の
差
、

「
芸
術
的
認
識
し
(
文
学
一
言
語
)
の
一
見
微
妙

主
一
詰
る
。

つ
ま
り
、
寸
学
的
認
識
」
(
学
術
用
語
)
と

な
も
の
に
し
か
見
え
な
い
よ
う
な
差
異
の
中
に
こ
そ
、
「
人
間
の
全
秘
密
し
す
な
わ
ち
、
「
精
神
が
永
遠
に
言
葉
の
桓
拾
の
下
に
あ

る
」
よ
う
な
人
間
の
在
り
方
を
明
る
み
に
出
す
契
機
が
隠
れ
て
い
る
と
言
う
。

初期批評と形式主義論争

久
し
い
問
、
人
間
社
会
の
暗
黙
の
合
意
の
裡
に
生
き
て
来
た
言
葉
は
、
そ
の
合
意
の
衣
を
か
な
ぐ
り
捨
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。

合
意
の
衣
と
は
言
葉
の
強
力
な
属
性
に
他
な
ら
ぬ
と
い
ふ
事
だ
。
古
来
あ
ら
ゆ
る
最
上
作
家
等
の
前
提
は
、
一
言
は
ば
言
葉
の

裸
系
の
洞
察
に
存
し
た
事
は
疑
ひ
な
い
。
彼
等
の
方
法
論
は
こ
の
絶
対
の
言
語
(
勿
論
、
形
而
上
学
的
に
も
形
容
詞
的
に
も
使
は

以
下
同
じ
)
を
考
へ
ず
に
意
味
を
な
さ
ぬ
。

精

れ
た
意
味
で
は
な
い
、

例
へ
ば
ヱ
ン
ゲ
ル
ス
が
絶
対
白
然
と
呼
ぶ
場
合
の
意
味
で
だ
、

神
が
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
発
展
し
、
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
、
同
時
に
制
約
さ
れ
る
と
い
ふ
事
の
強
烈
な
意
識
が
、
既
に
絶
対

言
語
を
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
。

小林秀雄

こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
言
葉
に
つ
い
て
の
つ
人
間
社
会
の
暗
黙
の
合
意
し
と
は
、
ヰ
コ
恩
来
が
「
内
面
論
理
」
の
具
象
化
で
は
な

そ
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
い
く
よ
う
な
言
葉
の
商
品
的
性
格
、
認
識
論
的
転
倒
を
指
し
て
い
る
。
小
林
は
そ

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

13 



の
こ
と
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、

つ
ま
り
寸
精
神
が
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
発
展
し
、
一
言
葉
の
み
に
よ
っ
て
、
同
時

14 

に
制
約
さ
れ
る
と
い
ふ
事
の
強
烈
な
意
識
し
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
商
品
的
性
格
を
切
断
し
た
よ
う
な
言
葉
、
す
な
わ
ち

「
絶
対
言
語
し
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

最
後
に
、
小
林
が
唱
え
る
寸
絶
対
言
一
諸
L

に
つ
い
て
、
今
一
度
、
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

そ
の
よ
う
な
言
語
が
な
ぜ
「
絶
対
L

的
、
す
な
わ
ち
、

「
永
遠
に
す
べ
て
は
そ
れ
が
は
じ
め
に
あ
っ
た
と
お
り
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
。
繰
り
返
し
に
な
る

「
内
面
論
理
し
を
具
現
化
し
た
言
葉
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
し
て
、

が
、
寸
ア
シ
ル
の
亀
の
子
L

W
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
絶
対
言
語
へ
の
道
と
は
絶
対
自
然
へ
の
道
だ
、
絶
対
自
然
へ
の
道

と
は
絶
対
特
殊
へ
の
道
に
他
な
ら
ぬ
。
普
遍
性
と
は
又
特
殊
性
の
絶
対
的
信
用
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
芸
術
上
の
現
実
主
義
と

は
、
心
の
中
に
あ
る
の
と
外
に
あ
る
の
と
を
間
は
ず
、
特
殊
風
景
に
対
す
る
誠
実
主
義
以
外
の
も
の
を
指
さ
ぬ
し
と
説
明
し
て
い

る
O

寸
絶
対
言
語
し
と
は
、
普
遍
的
本
質
、

た
と
え
ば
、
イ
デ
ア
を
具
象
化
し
て
い
る
と
い
う
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
「
絶
対

的
特
殊
性
」
、
|
小
林
は
そ
れ
を

寸
世
に
一
つ
と
し
て
同
じ
石
が
な
い
そ
の
石
の
存
在
に
到
り
つ
く
時
L

発
見
す
る

っ
世
に
一
つ

と
し
て
同
じ
音
声
を
も
た
ぬ
一
つ
の
石
い
ふ
言
葉
L

と
説
明
す
る
の
だ
が
、
指
示
対
象
と
し
て
の
、
世
界
に
一
つ
し
か
な
い
よ

う
な
個
別
的
で
一
回
的
な
事
物
と
、

あ
る
言
葉
と
の
結
び
つ
き
の
不
動
性
(
砕
い
て
言
え
ば
、
こ
の
一
言
葉
は
あ
の
時
あ
の
場
所
で
見
た
あ

の
事
物
を
指
し
て
い
る
と
い
う
絶
対
的
な
確
信
)
を
伴
っ
た
言
葉
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
を
言
葉
の
側
か
ら
見
れ
ば
、

た
と
え
ば
「
石
し

と
い
う
言
葉
は
、
今
こ
こ
に
、
あ
る
い
は
、
あ
の
時
|
あ
の
場
所
に
存
在
し
た
よ
う
な
一
回
的
な
、
あ
る
「
石
L

を
指
す
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
石
一
般
を
指
す
意
味
で
の
「
石
し
と
い
う
言
葉
と
比
べ
て
、
言
語
外
に
無
限
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
こ
と
に
な



る
。
そ
し
て
、
小
林
は
こ
の
つ
無
限
の
陰
影
」
こ
そ
、
寸
そ
の
人
の
肉
体
全
体
を
指
す
L

と
い
う
の
で
あ
る
。

心
理
と
は
脳
髄
中
に
か
く
さ
れ
た
一
風
景
で
は
な
い
。
ま
た
、
次
々
に
一
言
葉
に
変
形
す
る
太
陽
下
に
は
さ
ら
さ
れ
な
い
一

精
神
で
も
な
い
。
あ
る
人
の
心
理
と
は
、
そ
の
人
の
語
る
一
一
言
葉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
人
の
語
る
言
葉
の
無
限
の
陰
影
そ

の
も
の
で
あ
る
、

と
考
へ
れ
ば
そ
の
人
の
性
格
と
は
、

る
そ
の
人
の
肉
体
全
体
を
指
す
、

そ
の
人
の
言
葉
を
語
る
、

(
M
)
 

と
い
ふ
考
へ
に
導
か
れ
る
だ
ら
う
。

一
瞬
も
止
ま
る
事
な
く
独
特
な
行
動
を
す

こ
の
時
点
で
、
小
林
が
言
語
の
高
品
性
を
切
断
し
た
先
に
復
権
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
言
語
の
身
体
的
性
格
あ
る
こ
と
を
見

え
て
く
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
に
お
い
て
も
、
「
彼
等
が
捉
へ
た
、
或
は
捉
へ
得
た
と
信
じ
た
心
の
一
心
態
は
、

音
楽
の
如
く
律
動
し
て
、
確
定
し
た
一
言
葉
を
も
っ
て
は
表
現
出
来
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
各
自
独
立
し
た
言
葉
の
諸
影
像
が
、
互

に
錯
交
し
て
初
め
て
喚
起
さ
れ
得
る
態
の
も
の
で
あ
っ
た
L

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
だ
け
を
見
れ
ば
、
小
林
の
認
識
の
到

達
点
そ
の
も
の
は
、
っ
様
々
な
る
意
匠
L

と
比
べ
て
、

さ
ほ
ど
変
化
を
見
ぜ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

し
か
し
、

こ
れ
ま
で
の
考

察
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

寸
ア
シ
ル
と
亀
の
子
L

で
小
林
が
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
、

マ
ル
ク
ス
の
弁
証
法
的
唯
物
論
を
援

初期批評と形式主義論争

用
し
つ
つ
、
自
ら
の
立
脚
点
を
よ
り
構
造
的
に
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

小
林
が
マ
ル
ク
ス
を
援
用
し
つ
つ
唯
物
論
的
批
評
を
展
開
し
た
と
い
う
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
も
な
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、

小
林
は
マ
ル
ク
ス
を
批
判
理
論
と
し
て
受
け
入
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
こ
に
止
ま
っ
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。

マ
ル
キ
シ
ズ
ム

が
提
示
し
た
存
在
概
念
、
生
産
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
人
間
の
存
在
様
式
を
、
表
層
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
、
深
層
領
域
に
、

無
限
に
広
が
る
非
言
語
領
域
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
言
う
純
粋
持
続
の
世
界
を
見
ょ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
初
期
批
評
に
お
け
る
小
林
の
、

言
葉
と
人
間
を
め
ぐ
る
認
識
の
布
置
の
本
質
が
あ
っ
た
と
、
見
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。

小林秀雄

そ
し
て
、
小
林
に
と
っ
て
、
文
学
の
言
葉
、
「
絶
対
言
語
」
と
は
、

そ
の
意
味
を
、
意
識
の
外
部
に
広
が
る
非
言
語
領
域
、
純

粋
持
続
の
世
界
か
ら
汲
み
取
っ
て
く
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
は
、
は
じ
め
て
美
に
な

1う



り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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