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本
書
は

『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学

、

－

』
と
題
さ
れ
た
北
岡
武
司

と
自
由
を
め
ぐ
っ
て

氏
の
カ
ン
ト
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
形
式
的
な

こ
と
か
ら
言
え
ば
、
本
書
は
序
論
と
結
語
を
除

い
て
全
七
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
う
ち
第
一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
は
い
わ
ば
本

論
に
入
る
た
め
の
準
備
部
を
成
し
て
い
る
。
そ

の
本
論
の
意
図
は
、
序
論
冒
頭
の
次
の
言
葉
に

凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
形
而
上
学
的
思
惟

の
最
後
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
り
砦
で
あ
る
。
本

書
の
意
図
は
、
こ
の
哲
学
が
い
か
な
る
意
味
で

そ
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
り
う
る
の
か
、
ど
の
よ

う
に
し
て
そ
の
砦
を
築
い
た
の
か
、
こ
れ
を
探

（
三
）

究
す
る
こ
と
で
あ
る
」

(

一)
こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
目
標
は
極
め
て
明
確

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
自
由
、
魂
の
不
死
、
神

の
現
存
在
」
と
い
う
形
而
上
学
的
理
念
を
確
保

す
る
た
め
の
「
最
後
の
拠
り
ど
こ
ろ
」
と
し
て

カ
ン
ト
哲
学
を
捉
え
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
論

理
構
造
と
生
成
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
、
こ
れ

で
あ
る
。
そ
の
際

『
実
践
理
性
批
判
』
に
於

、

け
る
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
に

こ
そ
、
当
の
「
拠
り
ど
こ
ろ
」
が
存
す
る
、
と

著
者
は
洞
察
し
、
こ
の
根
本
事
実
か
ら
副
題
に

掲
げ
ら
れ
た
「
物
自
体
と
自
由
」
と
い
う
思
想

も
ま
た
派
生
し
て
く
る
と
す
る
。
以
上
が
本
書

の
表
題
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で

あ
る
か
ら
、
本
書
は
主
と
し
て

「
純
粋
理
性

、

の
事
実
」
の
新
た
な
る
解
釈
と
い
う
形
態
を
採

。

、

。

っ
て
い
る

だ
が

実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い

こ
の
解
釈
を
為
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
内
的
動

機
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
著

者
の
、
カ
ン
ト
と
の
対
話
を
主
導
し
て
い
る
よ

う
に

思
わ
れ
る
。
以

（
少
な
く
と
も
評
者
に
は
）
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下
、
少
し
紙
幅
を
さ
い
て
著
者
の
モ
チ
ヴ
ェ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

一

そ
の
モ
チ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
評
者
な
り

の
言
葉
で
約
言
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
事
柄
で

あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
人
間
は
理
性
的
動
物
で

、
、

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
性
的
動
物
、
、

で
あ
る
人
間
は
、
何
処
ま
で
も
「
動
物
」
と
い

う
桎
桔
か
ら
は
逃
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

た
と
え
如
何
に
高
潔
な
意
志
か
ら
出
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
ふ
る
ま
い
で
さ
え
、
突
き
詰
め
て

み
れ
ば
結
局
は
、
例
え
ば
「
賞
賛
さ
れ
た
い
」

な
ど
と
い
っ
た
、
半
ば
動
物
的
欲
求
、
動
物
的

な
自
愛
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ

ば
、
理
性
な
る
も
の
は
名
前
ば
か
り
は
大
層
で

は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
洗
練
さ
れ
た
動
物

的
本
能
、
あ
る
い
は
本
能
に
代
わ
る
便
宜
的
な

道
具
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
し
も
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
我
々
が
理
性
に

素
朴
に
信
を
置
く
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。

こ
れ
は
単
な
る
虚
構
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ

う
に
理
性
を
処
遇
す
る
と
な
れ
ば
、
我
々
は
多

く
の
も
の
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
善
き
行
為
、

善
き
人
格
に
対
し
て
「
尊
敬
の
感
情
」
を
抱
く
、
、

こ
と
さ
え
、
い
わ
ば
、
理
性
即
ち
本
能
の
詐
術

に
眩
惑
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
不
可
能
と

な
る
。
他
者
を
「
目
的
と
し
て
」
取
り
扱
う
と

い
う
気
高
い
理
念
も
机
上
の
空
論
に
過
ぎ
な

い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
出
て

来
る
人
間
観
は
、
形
ば
か
り
は
立
派
で
も
、
そ

の
内
実
は
と
い
え
ば
、
自
然
に
よ
っ
て
操
ら
れ

る
単
な
る
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
に
過
ぎ
ぬ
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
あ
た
か
も
廃
墟
の
よ
う
な
寒

々
と
し
た
人
間
観
の
み
が
残
る
ほ
か
な
い
。

本
書
の
全
篇
を
貫
く
の
は
、
こ
の
よ
う
な
ニ

ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人
間
観
、
ひ
い
て
は
世
界

観
に
対
す
る
強
い
危
機
意
識
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
し
、
ま
た

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
断
固
と
し
た

信
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

文
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る

「
こ
れ
こ

。

そ
、
ま
さ
し
く
批
判
哲
学
が
直
接
、
干
戈
を
交

（
四

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
最
大
の
敵
で
あ
る
」

。
こ
の
主
題
は
本
書
に
於
い
て
幾
度
も
反
復

七
）

（
第
四

さ
れ
、
変
奏
さ
れ
、
遂
に
は
二
つ
の
章

を
成
す
に
至
る
。
つ
ま
り
こ
の

章
、
第
五
章
）

意
識
は
、
本
書
を
織
り
成
す
重
要
な
縦
糸
に
他

な
ら
な
い
。
著
者
は
、
こ
の
主
題
意
識
を
カ
ン

ト
と
と
も
に
共
有
し
、
カ
ン
ト
の
諸
テ
ク
ス
ト

を
綿
密
に
、
し
か
も
粘
り
強
く
読
み
解
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
時
に
は
カ
ン
ト
自
身
を
も
越
え
ん

ば
か
り
の
筆
致
で
、
自
由
、
な
か
ん
ず
く
超
越

論
的
自
由
の
客
観
的
実
在
性
へ
と
肉
薄
し
て
ゆ

く
。
で
あ
る
か
ら
本
書
は
単
に
ひ
と
つ
の
カ
ン

ト
解
釈
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
読
者
は
否

応
無
し
に
、
著
者
の
抱
い
て
い
る
切
迫
感
を
も

追
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
本
書
は
、

カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
本
思
想
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
は
じ
め
と
し
て
現
在
に
至

る
ま
で

百
家
争
鳴
の
様
相
を
呈
し
て
い
る

純

、

「

粋
実
践
理
性
の
事
実
」
と
い
う
難
解
な
思
想
を

書 評／94



95／書 評

入
念
か
つ
大
胆
に
解
釈
し
、
以
っ
て
そ
も
そ
も

人
間
は
自
由
で
有
り
得
る
か
と
い
う
、
哲
学
上

の
大
問
題
に
ま
で
肉
薄
す
る
、
著
者
渾
身
の
研

究
書
で
あ
る
。
本
書
は
ま
さ
に
「
こ
れ
だ
け
は

論
じ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
著
者

自
身
の
内
な
る
定
言
命
法
に
従
っ
て
書
か
れ
、

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
語
る
べ
き
も
の
を
持
つ
者

が
カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
と
粘
り
強
く
対
話
し
続

け
た
そ
の
成
果
と
い
う
感
を
極
め
て
強
く
受
け

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
本
書
の
内
容
を
で
き
る
だ

け
正
確
に
、
か
つ
、
著
者
の
解
釈
の
独
自
性
が

浮
き
彫
り
に
な
る
仕
方
で
叙
述
し
、
最
後
に
い

く
つ
か
の
解
釈
上
の
疑
義
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ

く
と
い
う
手
順
を
踏
む
こ
と
に
す
る
。

二

著
者
が
力
説
す
る
の
は
、
自
由
の
問
題
の
最

終
的
決
着
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
い
て
超

越
論
的
自
由
の
「
現
実
性
」
が
確
証
さ
れ
る
の

を
俟
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

超
越
論
的
自
由
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い

て
論
じ
ら
れ
、
実
践
的
自
由
は
『
実
践
理
性
批

判
』
に
於
い
て
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
一
般
的
理

解
は
、
著
者
に
よ
れ
ば

「
は
な
は
だ
し
い
誤

、

解

で
あ
る
。
著
者
の
こ
の
見
解
の
バ

」（
八
一
）

ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
践
的
自

由
と
は
「
理
性
の
原
因
性
一
般
」
の
こ
と
で
あ

り
、
超
越
論
的
自
由
と
は
「
純
粋
理
性
の
原
因

、
、

性
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
純
粋
理
性

と
い
う
、
感
性
的
自
然
に
還
元
不
可
能
な
原
因

性
は
「
理
性
の
実
践
的
使
用
一
般
の
批
判
に
よ

り
純
粋
理
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
を
通
し

て

為
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
純
粋
理
性

」（
八
二
）

が
顕
現
的
に
な
る
の
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

於
い
て
で
は
な
く

『
実
践
理
性
批
判
』
に
於

、

い
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
し
て
純
粋
理
性
に

よ
る
超
越
論
的
自
由
の
客
観
的
実
在
性
が
最
終

的
に
確
証
さ
れ
る
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
で

の
論
証
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
超
越
論
的
自
由
の
確
保
こ
そ
が
、
最
も
重
要

な
課
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
如
何
に
実
践

的
自
由
の
現
実
性
が
証
示
さ
れ
よ
う
と
も
、
換

言
す
れ
ば
、
現
実
に
命
法
を
産
出
す
る
能
力
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は

「
自
然
に
よ
る
所
産
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
疑

念
を
差
し
挟
み
う
る
以
上
、
本
評
の
冒
頭
に
述

べ
た
よ
う
な
理
性
へ
の
懐
疑
は
晴
ら
す
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
懐
疑
を
著
者
は

カ
ン
ト
と
と
も
に
「
超
越
論
的
自
然
専
制
論

」
と
呼
び

『
純

(
)

transzendentale
P
hysiokratie

、

粋
理
性
批
判
』
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
問
題

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
こ
の
事
柄
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
積
極
的
な

解
答
を
得
る
こ
と
が
「

純
粋
理
性
批
判
』
か

『

ら

実
践
理
性
批
判

へ
か
け
て
の

否

判

『

』

、

、『

断
力
批
判
』
を
経
て
『
遺
稿
』
に
い
た
る
ま
で

」

。

の
カ
ン
ト
の
推
進
力
と
な
っ
て
い
る

（

）

九
一

と
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら

『
純
粋
理
性
批

、

判

の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
表
層
的
に
は

自

』

「

由
か
必
然
か
」
と
い
う
理
論
的
な
二
者
択
一
と

し
て
我
々
の
目
に
映
る
対
立
も
、
そ
の
深
層
に

於
い
て
は
、
人
間
は
単
な
る
事
物
に
過
ぎ
ず
、

他
者
を
も
そ
の
よ
う
に
処
遇
す
る
だ
け
の
力
量
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し
か
持
た
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
は
自
由

の
主
体
と
し
て
道
徳
的
価
値
を
実
現
し
て
生

き
、
ゆ
え
に
自
己
の
う
ち
に
絶
対
的
価
値
な
い

し
尊
厳
を
有
し
て
い
る
の
か
と
い
う
極
め
て
深

。

、

刻
な
二
項
対
立
を
内
包
し
て
い
る

要
す
る
に

超
越
論
的
自
由
が
確
保
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う

こ
と
は
、
実
は
人
間
と
い
う
理
性
的
存
在
者
の

在
り
方
全
体
に
関
わ
る
震
憾
す
べ
き
二
者
択
一

な
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
要
石
た
る
超
越
論

的
自
由
は
如
何
に
し
て
確
保
さ
れ
る
か
。
そ
れ

は
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
に
於
い
て
で
あ
る
、

と
著
者
は
み
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
事
実
」

を
め
ぐ
る
解
釈
が
重
大
な
重
み
を
以
っ
て
カ
ン

ト
に
、
そ
し
て
我
々
に
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
さ
て
、
こ
の
解
釈
が
本
書
の
い
わ
ば
頂
点

の
ひ
と
つ
を
成
し
て
い
る
が
ゆ
え
、
こ
こ
か
ら

や
や
詳
細
に
著
者
の
論
の
運
び
を
追
跡
し
て
行

こ
う
。

三

従
来
の
カ
ン
ト
解
釈
で
は

「
純
粋
理
性
の

、

事
実
」
は
「
道
徳
法
則
が
意
識
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
」
と
い
う
、
意
識
に
於
け
る
所
与
性
を
意

味
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
こ
れ
に
異

を
唱
え
る
。
そ
う
し
た
解
釈
は
こ
の
「
事
実
」

を
最
終
的
帰
着
点
と
見
な
す
姿
勢
か
ら
生
じ
て

く
る
。
だ
が
、
事
態
は
実
は
逆
で
あ
り
「
道
徳

法
則
の
意
識
に
於
け
る
所
与
性
は
、
む
し
ろ
形

而
上
学
的
思
惟
の
出
発
点

な
の
で

」
（
一
四
六
）

。

、

、

あ
る

こ
の
言
葉
を
合
図
に
し
て

こ
れ
以
降

著
者
の
独
自
な
カ
ン
ト
解
釈
が
全
面
的
に
展
開

。「

」

、

さ
れ
て
ゆ
く

出
発
点

で
あ
る
が
ゆ
え
に

こ
こ
か
ら
更
に
「
事
実
」
の
根
源
へ
と
進
む
必

要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
著
者
は
次
の
よ

う
な
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。

「

事
実
」
と
は
純
粋
理
性
の
活
動
的
・
能

「

、
、
、
、
、
、
、
、

、

動
的
な
働
き

に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
事

(
)

factio

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

実
で
あ
る

。

」（
同
）

、
更
に
こ
れ
を
敷
衍
し
て

「

根
本
法
則
」
の

、
「

意
識
、
す
な
わ
ち
意
識
に
お
け
る
定
言
命
法
の

所
与
性
は
、
根
本
法
則
が
純
粋
理
性
そ
の
も
の

の
活
動
性

を
通
し
て

事
実

(
)

(
)

factio

「

」factum

と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
可
能
に
な
る

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

」（
同
）

こ
の
よ
う
な
「
理
性
に
よ
る
産
出
」
と
い
う
構

造
そ
れ
自
体
は
、
遡
れ
ば
『
純
粋
理
性
批
判
』

P
rodukt

der
reinen

で
の
「
純
粋
理
性
の
所
産(

」
と
い
う
表
現
に
も
予
示
さ
れ
て
い

V
ernunft )

る
と
著
者
は
述
べ
、
テ
ー
ゼ
の
傍
証
に
当
て
て

い
る
。

自
然
専
制

第
６
章
「
純
粋
理
性
の
事
実－

」
は
こ
の
テ
ー
ゼ
の
立
証
に
正
面
か

論
の
突
破

ら
取
り
組
む
。
ま
ず
は
「
純
粋
理
性
の
事
実

」
の
中
の
「
の

(
)

F
aktum

der
reinen

V
ernunft

」
と
い
う
属
格
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の

(
)

der

か
、
が
問
わ
れ
る
。
例
え
ば
ベ
ッ
ク
は
こ
れ
を

「
純
粋
理
性
に
よ
り
認
識
さ
れ
た
事
実
」
と
解

釈
す
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
単
な
る
認
識
の
事

、
、
、

実
で
は
な
い
。
制
約
と
し
て
の
自
由
と
、
そ
れ

に
よ
り
産
出
さ
れ
た
与
件
と
し
て
の
道
徳
法
則

と
の
間
の
、
い
わ
ば
存
在
論
的
、
論
理
的
関
係

を
如
何
に
捉
え
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
一

般
に
「
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
で
あ
り
、
自

由
は
法
則
の
存
在
根
拠
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る



97／書 評

が
、
著
者
に
よ
れ
ば
後
者
が
可
能
に
な
っ
て
初

め
て
前
者
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を

「

」

可
能
な
ら
し
め
る
の
は
理
性
の

純
粋
活
動
性

で
あ
る
超
越
論
的
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
超
越
論
的
自
由
の
客
観
的
実
在
性
は
、

理
性
の
働
き
が
、
経
験
的
な
も
の
、
自
然
に
属

す
る
も
の
を
混
入
さ
せ
な
い
そ
の
「
純
粋
さ
」

に
よ
っ
て
の
み
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
経

（
＝
消
極
的
な
意
味

験
的
な
も
の
か
ら
独
立
に

、
ひ
い
て
は
理
性
が
絶
対

で
の
超
越
論
的
自
由
）

（
＝
積
極
的
意
味
で
の
超
越
論
的
自

的
自
発
的
に

法
則
を
定
立
す
る
能
力
、
つ
ま
り
理
性
の

由
）

「
純
粋
活
動
性
」
の
客
観
的
実
在
性
が
証
明
さ

、

。

れ
る
な
ら
ば

超
越
論
的
自
由
も
確
保
さ
れ
る

こ
の
よ
う
に
、
法
則
の
存
在
根
拠
と
し
て
理

性
の
「
純
粋
活
動
性
」
を
重
視
す
る
解
釈
を
打

ち
出
す
た
め
の
テ
キ
ス
ト
上
の
論
拠
の
ひ
と
つ

と
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
の
中
の
次
の
表
現

が
挙
げ
ら
れ
る

「
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て

。

現
実
的
に
実
践
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
性
は
自

ら
の
実
在
性
を
、
ま
た
自
ら
の
諸
概
念
の
実
在

性
を
、
行
い
に
よ
っ
て

証

(
)

durch
die

T
at

明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
い
う
可
能

（
一

性
に
反
対
す
る
い
か
な
る
理
屈
も
空
し
い
」

。
著
者
は
こ
の
「
行
い
」
と
い
う
語
句
を

四
九
）

強
調
し
、
こ
れ
は
狭
義
の
行
為
で
は
な
く
、
純

粋
理
性
の
叡
知
的
な

す
な
わ
ち

超
時
間
的
・

、

、

外
時
間
的
な
「
行
い
」
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

す
な
わ
ち
、
事
実
と
は
純
粋
意
識
に
於
い
て
表

象
さ
れ
る
「
事
実
」
で
あ
り
、
意
識
に
と
っ
て

「

」

、

は
既
に

為
さ
れ
た
る
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え

こ
れ
は
理
性
の
「
純
粋
活
動
性
」
の
働
き
を
指

し
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
理
性
の
事
実
と
い
う

の
は
、
第
一
義
的
に
は
、
道
徳
法
則
の
事
実
的

な
妥
当
の
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
有
限
な
理

性
的
存
在
者
に
よ
る
事
実
上
の
普
遍
的
な
承
認

と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、

純
粋
理
性
の
働
き
と
い
う
意
味
で
の
「
事
実
」

」

。

か
ら
派
生
的
に
生
じ
る
の
で
あ
る

（

）

一
五
二

こ
の
よ
う
に
し
て

「
理
性
の
事
実
」
を
め
ぐ

、

る
従
来
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
「
行
い
」
な
い
し
は
「
働

き
」
を
遂
行
す
る
主
体
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の

主
体
も
ま
た
超
時
間
的
・
外
時
間
的
な
主
体
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
超
越
論
的
自
由
な
る
述

語
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
主
体
は
理
性
的
存
在

者
、
更
に
言
え
ば
「
私
」
で
あ
る

「
私
自
身

。

の
現
存
在
」
は
、
現
象
で
も
な
く
物
自
体
で
も

な
い
。
か
え
っ
て
そ
の
規
定
が
感
性
的
で
あ
る

か
、
超
感
性
的
で
あ
る
か
に
よ
り
、
こ
の
両
方

の
ア
ス
ペ
ク
ト
か
ら
観
察
さ
れ
る
「
私
」
で
あ

る
。
こ
の
「
現
象
で
も
な
け
れ
ば
物
自
体
で
も

な
い
」
よ
う
な
「
私
」
を
回
転
軸
と
し
て
超
越

論
的
自
由
の
論
理
的
可
能
性
が
救
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
、
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
有
す
る
「
私

の
現
存
在
」
こ
そ
は
「
批
判
哲
学
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
最
大
の
収
穫

で
あ
る
と
著

」
（
一
五
六
）

者
は
述
べ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
由
の
み
な
ら

ず

「
魂
の
不
死
、
神
の
現
存
在
」
と
い
う
理

、
念
の
論
理
的
可
能
性
も
ま
た
救
わ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
著
者
は
新
た
な
論
を
立
て
つ
つ
、

先
の
テ
ー
ゼ
を
補
強
す
る
作
業
に
は
い
る
。
理

念
の
論
理
的
可
能
性
が
救
わ
れ
た
こ
と
に
よ

り

「
信
の
地
平
」
が
開
か
れ
得
る
が
、
こ
の

、
地
平
は
ま
さ
に
「
空
席
」
で
あ
り
、
理
論
理
性

に
よ
っ
て
こ
こ
を
占
有
す
る
こ
と
は
不
法
で
あ
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る
。
だ
が
、
実
践
的
領
野
に
於
い
て
超
感
性
的

な
与
件
、
つ
ま
り
「
私
自
身
の
現
存
在
」
の
超

感
性
的
な
規
定
が
与
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
空
席
は
こ
の
存
在
者
の
占
有
す
る
と
こ
ろ
と

な
る
。
実
践
的
与
件
に
基
づ
い
て
無
制
約
者
を

ア
・
プ
リ
オ
リ
に
規
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

と
い
う
可
能
性
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
カ

『

』

ン
ト
の
本
来
的
形
而
上
学
が

実
践
理
性
批
判

で
遂
行
さ
れ
得
る
可
能
性
が
、
こ
こ
で
の
カ
ン

ト
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

な
の
で
あ

」
（
一
五
八
）

る
。
現
に
カ
ン
ト
自
身
「
道
徳
は
自
由
を
前
提

す
る
」
と
述
べ
て
い
る

「
前
提
」
と
い
う
表

。

現
は

道
徳
法
則
と
い
う
与
件
が

ま
さ
に

与

、

、

「

件
」
と
し
て
可
能
で
あ
る
た
め
の
制
約
た
る
自

由
を
指
示
し
て
い
る

「
自
由
の
働
き
と
い
う

。

事
実
」
を
認
識
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
道
徳
法
則

に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
自
由
が
法
則
を

与
え
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
ま
だ
問
題
は
残
っ
て
い
る
。
実
践
的

自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
容
易
に
知
ら
れ
得
る
の

で
あ
り
、
誰
し
も
こ
れ
を
疑
い
え
な
い
が
、
そ

れ
が
真
に
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
免
れ
て
い

る
と
は
確
言
で
き
な
い
。
し
か
し
純
粋
理
性
が

、
、

原
因
と
な
っ
て
道
徳
法
則
を
与
え
る
場
合
に

は
、
こ
の
働
き
の
う
ち
に
こ
そ
超
越
論
的
自
由

が
存
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
得
る
。
道
徳
法
則

は
純
粋
理
性
の
働
き
の
結
果
、
す
な
わ
ち
「
所

産
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
一
連
の

過
程
を
立
証
す
る
の
が
定
言
命
法
で
あ
る
。
純

粋
実
践
理
性
の
純
粋
性
は
、
こ
の
命
法
に
よ
っ

て
の
み
確
認
さ
れ
る
。
誰
し
も
人
間
で
あ
る
限

り
「
愛
し
い
自
己
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い

る
。
し
か
し
命
法
は
、
こ
の
愛
し
さ
に
反
し
て

も
「
か
く
為
す
べ
し
」
と
強
制
的
に
命
ず
る
。

逆
に
言
え
ば
、
自
愛
を
持
つ
存
在
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
道
徳
法
則
は
常
に
「
定
言
命
法
」
の
形

態
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
「
愛
し
い
自

己
」
と
「
本
来
的
自
己
」
と
の
矛
盾
の
意
識
は

誰
し
も
経
験
済
み
の
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
人

間
で
も
こ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
定

「

」

言
命
法
の
存
在
こ
そ
が
実
践
理
性
の

純
粋
性

の
証
し
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
超
越
論
的
自
由
と
純
粋

理
性
は
「
働
き
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
結
び
合

、

。

わ
さ
れ

先
の
テ
ー
ゼ
は
一
応
の
立
証
を
み
る

四

こ
こ
か
ら
更
に
著
者
は
、
叡
知
界
に
存
す
る

存
在
者
と
し
て
の
「
私
」
の
現
存
在
へ
と
歩
を

進
め
て
行
く
。
定
言
命
法
の
存
在
は
、
道
徳
法

則
の
存
在
根
拠
が
理
性
の
純
粋
か
つ
能
動
的
な

働
き
に
存
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
法
則

は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
論
理

的
必
然
的
に
純
粋
理
性
の
能
動
的
働
き
と
い
う

事
実
、
つ
ま
り
は
超
越
論
的
自
由
と
い
う
事
実

が
証
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
「
私
」
の
叡

知
性
も
証
示
さ
れ
る
。
人
間
に
於
け
る
純
粋
理

性
の
働
き
は
「
我
か
く
欲
す
」
と
い
う
意
欲
で

あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
純
粋
意
志
の
働
き
で
あ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
て
、
当
為
そ
の
も
の
が
自

ら
の
意
欲
と
合
致
す
る
と
き
、
私
の
自
我
そ
の

も
の
が
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
と
な
る
。
こ
の

自
我
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
「
超
越
論
的
主

体
」
と
等
置
さ
れ
る
自
我
、
す
な
わ
ち

「
本

、
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来
的
な
自
己
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
、
叡
知
界
へ
と
突
き
出
た
存
在
者

「

」

。

で
あ
る

私

の
現
実
性
も
ま
た
証
明
さ
れ
る

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
最
後
に
著
者
は
行

為
の
原
因
の
み
な
ら
ず
、
行
為
の
結
果
も
ま
た

「
実
践
的
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
感
性
界
に

於
け
る
「
事
実
を
作
り
続
け
る

と

」（
二
〇
二
）

述
べ
る
。
こ
れ
は
先
に
「
純
粋
理
性
の
事
実
」

が
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
「
為
さ
れ
た
も
の
」

で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
構
造
上
パ
ラ
レ
ル
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
純
粋
理
性
の
事
実
が
超
越
論

的
自
由
の
所
産
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
他
の

事
実
も
ま
た
実
践
的
行
為
に
よ
っ
て
つ
く
り
出

さ
れ
て
行
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
自
愛
に
基

づ
く
抵
抗
や
障
害
と
の
遭
遇
に
お
い
て
意
識
さ

れ
る
「
本
来
的
自
己
」
と
の
矛
盾
の
意
識
を
常

に
伴
う
が
ゆ
え
、
こ
の
創
造
は
「
命
法
」
と
い

う
仕
方
に
於
い
て
し
か
為
さ
れ
得
ず
、
様
々
な

当
為
に
あ
る
い
は
従
い
、
あ
る
い
は
背
く
と
い

う
闘
い
の
連
続
で
も
あ
る
。

の
み
な
ら
ず

こ
う
し
た
闘
い
の
う
ち
で

自

、

「

由
の
度
合
い
」
も
ま
た
高
ま
っ
て
行
く
、
と
著

者
は
考
え

こ
の

結
果
と
し
て
の
自
由
を

前

、

、

「

進
的
意
味
で
の
自
由
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
テ
ー
ゼ

が
本
書
の
二
つ
め
の
頂
点
で
あ
る

『
実
践
理

。

性
批
判
』
の
要
請
論
で
、
魂
の
不
死
や
神
の
現

存
在
と
な
ら
ん
で
、
自
由
に
関
し
て
も
ま
た
、

こ
れ
を
「
要
請
す
る
」
と
い
う
表
現
が
見
出
だ

、

、

さ
れ
る
と
い
う
解
釈
困
難
な
事
態

な
ら
び
に

そ
れ
に
基
づ
い
て
自
由
も
ま
た
結
局
は
信
の
事

柄
で
は
な
い
の
か
と
す
る
疑
念
も
ま
た
、
こ
の

「
前
進
的
意
味
で
の
自
由
」
を
勘
案
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
氷
解
す
る
。
自
由
の
可
能
性
と
言
え

ば
、
ど
う
し
て
も
可
能
性
の
制
約
と
し
て
の
超

越
論
的
自
由
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
の
存
在

根
拠
へ
向
け
て
の
遡
源
が
ま
ず
念
頭
に
置
か
れ

ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
他
に
、
こ
う

し
た
自
由
に
従
っ
て
実
際
に
産
出
さ
れ
る
客
体

へ
の
前
進
と
い
う
方
向
性
も
ま
た
「
自
由
」
と

い
う
概
念
の
う
ち
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
要
請

さ
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
「
聖
性
の
理
念
」

あ
る
い
は
「
最
高
善
」
へ
と
合
致
す
る
可
能
性

の
方
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る

自

。「

然
的
な
も
の
の
た
だ
な
か
に
、
自
然
法
則
で
は

説
明
し
え
な
い
形
而
上
学
的
事
実
が
、
打
ち
消

し
が
た
い
も
の
と
し
て
、
自
然
主
義
的
な
人
間

（
二
三

理
解
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
」

。
こ
の
言
葉
を
以
っ
て
、
本
評
の
冒
頭
に
述

〇
）

、

、

べ
た
よ
う
な

道
具
と
し
て
の
理
性
へ
の
疑
念

そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
人

間
観
は
最
終
的
に
粉
砕
さ
れ
る
。

五

こ
の
よ
う
に
概
観
し
て
み
る
と
、
純
粋
理
性

の
「
事
実
」
を
そ
れ
以
上
遡
り
え
な
い
最
終
法

廷
と
す
る
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、
こ
れ
を
む

し
ろ
、
理
性
に
よ
っ
て
「
産
出
さ
れ
た
」
事
実

で
あ
る
と
す
る
著
者
の
解
釈
は
、
本
書
後
半
に

述
べ
ら
れ
る
「
前
進
的
意
味
で
の
自
由
」
そ
し

て
「
自
由
の
度
合
い
の
高
ま
り
」
と
い
う
、
こ

れ
ま
た
独
自
性
に
満
ち
た
テ
ー
ゼ
を
言
わ
ば
裏

打
ち
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
更
に
言
え
ば
、
こ
れ
へ
の
布
石
で
あ
る
と



書 評／100

い
っ
て
も
よ
い

「
事
実
」
は
単
に
た
だ
そ
れ

。

だ
け
で
自
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の

純
粋
な
「
行
い
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
結
果

で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
同
形
の
事
態
が
、
人
間

の
行
為
と
い
う
客
体
の
産
出
に
も
当
て
は
ま

る
。
叡
知
的
存
在
者
と
し
て
の
私
が
、
感
性
界

に
於
い
て
行
為
と
い
う
「
事
実
」
を
産
出
す
る

と
同
時
に
、
叡
知
界
内
部
に
於
い
て
も
、
自
ら

の
価
値
と
尊
厳
を
増
大
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う

「
事
実
」
を
も
ま
た
産
出
し
、
そ
れ
が
純
粋
理

性
の
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
純
粋
理
性
、
理
性
の
事
実
、
理
性
的

存
在
者
の
行
為
と
い
う
点
が
線
と
し
て
結
び
合

わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
堅
牢
な
構

成
が
本
書
を
支
え
て
い
る
。
そ
の
構
成
の
要
石

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
「
純
粋
理
性
の
事

実
」
が
自
由
、
魂
の
不
死
、
神
の
現
存
在
と
い

う
三
種
の
形
而
上
学
的
理
念
の
「
最
後
の
拠
り

ど
こ
ろ
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
、
理
念
の
単
な
る
論
理
的
可
能

性
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
的
可
能
性
に
ま
で
可

能
な
限
り
接
近
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
著
者
の
情

熱
と
思
惟
の
強
靭
さ
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
に
周
到
な
構
成
の
妙
、
思

惟
の
粘
り
強
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
の
解

釈
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑
義
を
呈
示
せ

ざ
る
を
得
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、
評
者
は
当
の
「
純
粋
理
性
の

事
実
」
の
解
釈
に
、
釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感

じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

『

』

、

カ
ン
ト
自
身

実
践
理
性
批
判

の
な
か
で

一
方
で
は
「
こ
の
事
実
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
我
々

に
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
必
然
的
に

確
実
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
「
こ

(

二)
の
よ
う
な
道
徳
的
法
則
の
意
識
、
い
い
か
え
れ

ば
自
由
の
意
識
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
以
上
説
明
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
言

(

三)

葉
が
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
か
、
た
し
か
に

最
も
理
解
に
苦
し
む
箇
所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

こ
と
に
「
意
識
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
場
合
の

「
意
識
」
が
ど
の
よ
う
な
次
元
の
意
識
で
あ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
分
明
で
は
な
い
。

「
事
実
」
が
「
法
則
が
我
々
に
意
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
施
せ
ば
、
何

ら
か
の
洞
察

や
直
観
の

（
Ｄ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
）

働
き
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ

れ
は
カ
ン
ト
自
身
が
否
定
し
た
知
的
直
観
の
如

き
も
の
を
容
認
す
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
し
ま

う
。そ

こ
で
例
え
ば
ベ
ッ
ク
は
「
純
粋
理
性
と
い
、
、

う
事
実
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実

、の
根
源
性
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
著
者

(

四)

の
解
釈
は
、
こ
の
方
向
性
を
更
に
推
し
進
め
、

「

」

純
粋
理
性
の
働
き
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
事
実

と
い
う
、
い
わ
ば
事
実
の
「
事
実
性
」
そ
の
も

の
を
問
う
と
い
う
新
た
な
方
向
性
を
打
ち
出
し

て
い
る
の
だ
が
、
著
者
自
身
も
本
書
の
中
で
、

あ
り
得
べ
き
反
論
を
予
め
想
定
し
て
述
べ
て
い

る
よ
う
に
「
形
式
的
で
文
字
面
だ
け
を
追
っ
た

も
の

と
い
う
印
象
を
受
け
る
可
能

」（
一
六
九
）

性
が
な
く
は
な
い
。
こ
の
印
象
の
一
端
は
、
解

釈
の
当
初
に

と

と
い
う
言
葉
の

factio
F
aktum

類
縁
性
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
語
の

が
ま
さ
し
く
「
行
い
の
事
柄
」
と

„T
atsache“
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解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
も
ち
ろ

ん
、
著
者
は
単
に
形
式
的
な
語
義
上
の
類
縁
性

と
し
て
で
は
な
く
、
実
質
を
伴
っ
た
類
似
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
箇

所
を
挙
げ
つ
つ
論
証
し
て
い
る
の
だ
が
、
な
る

ほ
ど
そ
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
一
応
の
説
得

力
は
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
傍
証
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
感
を
、
少
な
く
と
も
評
者
は
受
け

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
著
者
は
立
証
の
最
終
段
階
で

愛
し
き
自
己

と

本
来
的
自
己

と
の

矛

「

」

「

」

「

盾
の
意
識
」
に
訴
え
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も

、
、

や
は
り
何
ら
か
の
「
意
識
」
に
他
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
如
何
に
「
純
粋
理
性
が
為
し
た
」

事
実
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
究
極
的
に
は
超

越
論
的
主
体
に
よ
っ
て
「
意
識
さ
れ
る
」
と
い

う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
意
識
の
純
粋
性

に
論
証
の
成
否
が
か
か
っ
て
い
る
以
上
、
論
証

を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
に
は
、
こ
の
「
矛
盾

の
意
識
」
の
存
在
論
的
身
分
の
究
明
が
必
要
不

可
欠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

「
矛
盾
の
意
識
」

。

で
さ
え
も
「
経
験
的
意
識
」
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
疑
い
を
差
し
挟
む
こ
と
さ
え
可
能
な
の
で
あ

る
。
著
者
自
身
が
挙
げ
て
い
る
例
を
更
に
続
け

れ
ば

「
メ
ロ
ス
が
自
愛
に
抵
抗
し
て
ま
で
走

、

る
」
の
は

「
約
束
を
守
る
た
め
」
と
当
人
に

、

は
感
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
明
ら
か
に
「
矛
盾
の
意

識
」
が
感
得
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ

の
内
実
は
、
単
に
「
友
情
」
と
い
う
理
念
を
死

守
す
る
た
め
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
そ
れ
で
美
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
場
合
、
当
人
が
如
何
に
矛
盾
の
意
識
を
感
じ

て
い
よ
う
と
、
こ
の
命
法
は
、
も
は
や
厳
密
に

は
定
言
命
法
と
は
言
え
ま
い
。
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト

も
言
う
よ
う
に
「
道
徳
的
自
己
欺
瞞
は
、
我
々

の
日
々
経
験
す
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
。
と
す

(

五)

れ
ば
「
本
来
的
自
己
」
の
「
本
来
性
」
は
そ
も

そ
も
何
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

題
が
次
に
は
必
然
的
に
出
て
来
ざ
る
を
得
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
志
の
純
粋
性
に
求
め

る
と
す
れ
ば
、
結
局
は
理
性
の
純
粋
性
が
前
提

さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
種
の
循
環
に
陥
る
ほ
か

な
い
の
で
は
な
い
か
。

次
に
「
前
進
的
意
味
で
の
自
由
」
に
つ
い
て

で
あ
る
。
自
由
の
問
題
に
関
し
て
、
超
越
論
的

自
我
を
核
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
叡
知
界
に
於
け

る
人
格
性
意
識
に
力
点
を
置
く
と
い
う
解
釈
傾

向
は
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
に
よ
り
切
り
開
か
れ
た

(

六)

方
向
性
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ハ
イ
ム
ゼ

ー
ト
は
、
そ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ

た
、
超
越
論
的
自
我
の
「
自
発
的
活
動
性
」
に

光
を
当
て
、
こ
の
活
動
性
の
ゆ
え
に
、
認
識
に

於
い
て
、
ま
た
と
り
わ
け
実
践
に
於
い
て
、
理

「

」

「

」

性
的
存
在
者
は

創
造
行
為

や

自
己
創
造

を
行
う
と
述
べ
、
ま
た
、
叡
知
的
自
我
を
人
格

性
意
識
の
側
面
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
叡
知
的
自
我
を
、
独
立
し
た
実
体
と
ま
で

は
言
わ
な
い
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
「
存
在
者

そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
で
、
ほ
と

ん
ど
「
魂
」
の
叡
知
的
持
続
性
、
叡
知
的
実
在

性
に
迫
る
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
。
著
者
は

こ
う
し
た
解
釈
傾
向
を
推
進
し
、
更
に
尖
鋭
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
由
の
前
進
性
」
と
い

う
テ
ー
ゼ
に
行
き
着
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は

「
理
性
の
事
実
」
の
解
釈
に
於
い
て

、

も
、
著
者
が
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
流
に
「
理
性
の
純
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粋
活
動
性
」
に
力
点
を
置
い
て
解
釈
を
進
め
て

、
、
、

い
る
こ
と
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。

こ
の
極
め
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
解
釈
は
、
た
し

か
に
要
請
論
に
於
け
る
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
客

観
的
実
在
性
が
確
保
さ
れ
た
は
ず
の
「
自
由
」

の
概
念
が
再
び
「
要
請
」
の
対
象
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
、
数
多
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て
き
た

矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
の
強
力
な
武
器
に
な
っ

て
い
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
自
身
も
ま
た
、
意
志

が
道
徳
法
則
と
の
完
全
な
適
合
へ
向
か
う
「
無、

限
に
進
む
前
進
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

、

、
、(

七)

だ
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
自
由
」
と
呼
ぶ
こ

と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
自

由
の
度
合
い
の
高
ま
り
」
と
い
う
事
態
が
現
に

存
在
す
る
と
述
べ
る
こ
と
、
こ
れ
に
は
評
者
は

ペ
イ
ト
ン
同
様
、
即
座
に
は
同
意
し
か
ね
る
。

ベ
ッ
ク
の
よ
う
に
「
道
徳
法
則
の
制
約
と
し
て

の
自
由
」
で
は
な
く

「
最
高
善
の
制
約
と
し

、

て
の
自
由
」
が
要
請
の
対
象
で
あ
る
と
解
釈
す

(

八)

る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
制
約
」

と
し
て
の
自
由
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た

自
由
に
「
度
合
い
」
を
認
め
得
る
の
か
否
か
、

と
い
う
問
題
は
依
然
と
し
て
残
ら
ざ
る
を
得
な

い
。ま

た
著
者
は
、
例
え
ば
「
理
性
的
存
在
者
の

形
式
と
し
て
の
超
越
論
的
自
由
の
実
質
的
な
充

」

、

塡
の
増
大

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て

（

）

二
〇
六

こ
の
「
前
進
的
意
味
で
の
自
由
」
な
い
し
「
自

由
の
度
合
の
高
ま
り
」
を
表
現
し
て
い
る
が
、

こ
の
言
葉
か
ら
は
、
あ
た
か
も
空
虚
な
場
所
が

叡
知
的
行
い
に
よ
っ
て
次
々
と
満
た
さ
れ
て
ゆ

く
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
ら
れ

る
。
著
者
が
感
性
界
と
叡
知
界
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
「
二
世
界
説
」
で
は
な
く

「
ア
ス
ペ

、

ク
ト
説
」
を
採
っ
て
い
る
の
は
本
書
全
体
か
ら

明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
本
書
の
末
尾
に
近
い

こ
の
箇
所
で
は
、
二
世
界
説
の
方
に
シ
フ
ト
し

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

「
私
の
現

。

存
在
」
に
関
し
て
は
ダ
ブ
ル
ア
ス
ペ
ク
ト
説
が

採
ら
れ
、
行
為
の
結
果
に
関
し
て
は
ダ
ブ
ル
ワ

ー
ル
ド
説
が
採
ら
れ
る
と
い
う
不
整
合
が
生
じ

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
評
者
は
、

「
自
由
」
は
あ
く
ま
で
も
意
志
規
定
に
の
み
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
結
果
そ
の
も
の

に
は
関
与
し
な
い
、
と
こ
れ
ま
で
も
考
え
て
き

た
し
、
今
も
そ
う
考
え
て
い
る
。
ま
た
一
般
的

な
カ
ン
ト
解
釈
か
ら
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
言

え
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
の
結

果
に
関
し
て
「
自
由
の
度
合
い
が
高
ま
る
」
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

以
上
、
著
者
が
理
解
し
た
限
り
で
の
本
書
の

内
容
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の
疑
問
を
呈
示
し

て
み
た
。
だ
が
、
評
者
が
述
べ
た
疑
問
は
、
著

者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
解
釈
へ
の
、
従
来
の
一
般

的
カ
ン
ト
解
釈
の
側
か
ら
の
反
論
、
な
い
し
は

単
な
る
違
和
感
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
言
う
な
れ
ば
、
古
き
解
釈
に
も

と
づ
い
た
耳
馴
染
み
の
名
曲
が
、
最
新
の
楽
曲

分
析
に
よ
っ
て
演
奏
さ
れ
る
の
を
初
め
て
聞
い

た
と
き
の
反
応
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い

の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
こ
う
し
た
疑
問
は
、
事
実
の
「
事
実

性
」
の
究
明
と
い
う
、
極
め
て
困
難
な
課
題
に

は
あ
ま
ね
く
付
き
ま
と
う
も
の
で
あ
り
、
ど
の
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よ
う
な
解
釈
を
施
し
て
も
完
全
に
は
理
解
し
切

れ
な
い
よ
う
な
困
難
を
「
純
粋
理
性
の
事
実
」

と
い
う
事
柄
そ
れ
自
体
が
内
包
し
て
い
る
の
は

言
を
俟
た
な
い
。

「
結
語
」
か
ら
察
す
る
に
、
本
書
の
解
釈
が

更
に
推
進
・
展
開
さ
れ
る
仕
方
で

『
実
践
理

、

性
批
判
』
の
「
要
請
論

、
さ
ら
に
は
『
判
断

」

力
批
判

『
宗
教
論
』
を
主
題
と
し
た
著
書
が

』

次
に
は
著
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に

於
い
て
、
本
評
で
述
べ
た
疑
問
に
対
す
る
解
答

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ

る
。注
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