
」
実

、
鋳

自
然
曲
秩
序
マ
」
目
的
論
的
秩
序

ー
カ
ン
ト
日
H
的
論
の
縫
…
浩
｝
と
批
到
一

山

中

良

知

　
カ
ン
｝
の
属
的
論
を
純
緯
理
性
批
判
と
實
践
理
性
批
制
と
の
譜
面
の
内
に
と
ら
へ
激
ち
、
カ
ン
ト
暫
藥
が
眞
に
意
輸
し
て
居
る
思
考
の

根
本
的
特
色
を
描
…
出
し
た
い
。
融
ち
第
一
批
判
で
特
に
圭
題
と
な
っ
て
居
る
自
然
的
秩
序
と
第
二
批
鋼
で
主
題
と
な
っ
て
居
る
自
由
の
秩

序
と
が
第
三
批
判
の
目
的
論
的
秩
序
の
中
で
ど
の
様
な
閥
係
に
装
い
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
居
る
か
を
考
へ
て
見
肯
い
。
掘
り
に
儒
仰
の
立

場
に
封
戯
し
た
意
味
で
の
理
性
の
哲
學
の
立
…
場
が
そ
こ
に
究
極
的
な
姿
を
も
つ
て
あ
ら
は
れ
て
居
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
の
隈
界
を
提
示

し
て
居
る
こ
と
を
指
摘
出
來
れ
ば
幸
ひ
で
あ
る
。

一

85

　
カ
ン
ト
の
哲
學
に
於
け
る
根
本
的
な
課
題
の
一
つ
は
、
「
如
何
に
し
て
自
・
然
は
可
能
で
あ
る
か
」
と
宏
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

三
つ
の
都
制
書
の
中
心
軸
と
な
っ
て
居
る
問
題
で
あ
っ
て
、
特
に
純
粋
理
性
批
制
に
於
い
て
は
圭
要
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
墨
げ
ら
れ
て
居

る
。
こ
の
解
決
と
し
て
自
然
の
可
能
性
の
帳
嬢
が
論
叢
自
髄
に
求
め
ら
れ
す
に
「
我
々
の
内
に
帥
ち
我
々
の
悟
性
に
」
求
め
ら
れ
、
こ
れ

が
特
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
曲
麟
四
隅
（
頻
。
唱
Φ
同
戦
馬
麟
訟
ω
o
げ
①
≦
①
類
◎
償
ご
跡
窺
）
と
嚢
は
れ
て
、
從
來
の
認
識
方
法
に
重
要
な
改
革
を
も
た
ら
し
か
こ

と
は
、
言
入
も
認
め
る
所
で
あ
る
。
自
然
の
可
能
性
が
悟
性
の
法
則
に
依
存
し
て
居
る
限
り
、
自
然
の
認
識
も
可
能
と
な
る
と
云
ふ
こ
と

　
　
　
肉
然
納
秩
序
と
疑
酌
論
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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．
哲
摩
掛
究
　
　
駕
㎝
暇
百
三
十
五
鰭
鮒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
撫
厨
川

は
、
別
言
す
れ
ば
統
一
的
自
然
の
基
礎
で
あ
る
純
粋
統
登
が
同
時
に
意
識
に
於
け
る
綜
含
的
統
一
の
原
理
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

自
然
的
秩
序
を
可
能
な
ら
し
む
る
絶
謝
的
続
一
望
が
同
時
に
人
格
の
究
極
酌
統
一
黙
で
あ
る
純
粋
統
墨
の
上
に
墓
誌
づ
け
ら
れ
て
居
る
。

こ
の
檬
に
外
な
る
も
の
が
愚
な
る
も
の
の
統
一
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
云
ふ
コ
ペ
ル
エ
ク
ス
呪
縛
陶
の
思
考
方
法
が
カ
ン
ト
哲
學
の

根
抵
と
な
る
こ
と
を
念
頭
に
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
さ
て
、
カ
ン
ト
は
悟
性
の
特
有
な
る
仕
方
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
合
法
則
的
自
然
を
形
式
的
或
は
附
憎
憎
的
自
然
と
樗
し
て
居
る
。
こ

れ
は
範
疇
の
構
成
に
從
慶
す
る
法
剛
的
自
然
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。

　
所
で
形
式
的
自
然
の
可
能
性
は
第
一
批
覇
の
圭
題
と
な
っ
て
居
る
と
し
て
も
、
他
方
自
然
は
之
に
汲
み
謹
さ
れ
な
い
多
様
性
を
淺
し
て

屠
る
。
印
ち
こ
れ
は
感
性
の
特
性
に
依
っ
て
里
美
が
も
た
ら
す
所
の
現
象
の
糖
揺
と
し
て
の
自
然
で
あ
っ
て
、
　
「
質
料
的
或
ひ
は
圭
語
的

　
ひ
じ

自
然
」
と
云
は
れ
、
範
疇
の
み
か
ら
は
導
出
す
る
こ
と
の
出
來
な
い
経
験
的
特
殊
諸
法
則
と
諸
法
則
か
ら
も
、
も
れ
て
居
る
偶
物
を
つ
エ

む
領
域
で
あ
る
。
プ
質
レ
ゴ
メ
ナ
に
於
て
「
然
し
聖
職
は
維
験
的
自
然
法
測
と
普
遍
的
自
然
法
…
網
と
を
今
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前

考
は
必
ず
特
殊
の
洗
鯉
左
黒
蝿
し
て
居
る
が
後
鰍
4
1
は
特
殊
の
知
　
覚
に
塞
つ
く
こ
と
な
く
、
唯
ミ
知
覧
左
一
蝦
の
経
験
に
必
然
的
に
統
一
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
制
約
を
含
ん
で
居
る
」
と
蓮
べ
て
、
自
然
が
二
通
り
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
。

　
「
一
般
が
特
殊
を
規
定
す
る
」
と
去
ふ
悟
性
の
合
理
性
に
安
住
せ
す
に
、
経
験
的
学
漫
の
も
つ
偶
然
的
ま
π
非
合
理
曲
な
る
要
素
を
　

層
高
度
な
る
認
識
原
理
の
も
と
に
統
一
す
る
こ
と
は
、
悟
性
の
綜
合
統
～
に
よ
る
自
然
一
般
の
可
能
性
の
問
題
と
異
っ
た
認
識
論
葡
課
題

と
な
る
。
第
三
憂
欝
の
五
節
で
「
と
こ
ろ
で
経
験
的
認
識
の
諸
欝
象
は
こ
の
形
式
的
な
時
機
制
約
の
外
に
も
な
ほ
多
様
な
仕
方
で
規
定
さ

れ
て
る
る
か
、
あ
る
ひ
は
我
汝
が
先
天
駒
に
判
断
し
う
る
限
り
規
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
特
殊
的
に
異
る
諸
，
汝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

自
然
は
、
そ
れ
ら
が
自
然
一
般
に
灘
し
だ
も
の
と
し
て
共
通
に
も
つ
も
の
の
外
に
な
ほ
無
限
に
多
様
の
仕
方
で
原
因
海
り
う
る
」
（
坂
田
嬉

勇
氏
課
滲
照
。
以
下
同
じ
）
と
述
べ
て
あ
る
。

　
先
験
駒
演
繹
に
よ
っ
て
自
嚢
の
認
識
の
可
能
性
が
謎
明
さ
れ
た
こ
と
に
謝
し
て
、
・
次
に
は
特
殊
個
物
を
規
定
す
る
た
め
に
、
感
性
と
悟
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性
と
の
綜
合
に
よ
る
認
識
の
仕
方
よ
り
も
一
戸
高
慶
の
蝕
導
①
気
軽
。
捧
の
地
不
と
し
て
目
的
論
が
開
か
れ
る
。
　
こ
れ
を
別
鷺
す
れ
ぼ
、
悟

性
に
於
い
て
部
分
左
規
定
す
る
奎
盤
は
爾
も
抽
象
的
普
逓
で
あ
っ
て
、
個
物
を
も
規
定
す
る
呉
膿
的
普
遍
性
に
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
鍛

地
を
も
つ
て
居
る
と
灘
へ
よ
う
。

　
普
遍
と
楓
一
物
と
の
關
係
は
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
來
、
ま
た
中
世
普
一
遍
忍
事
以
來
「
の
所
謂
士
同
典
的
問
題
で
あ
る
が
、
　
認
識
論

的
槻
黙
よ
り
個
機
を
限
定
す
る
普
遍
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
探
求
の
封
象
と
し
て
居
る
の
は
カ
ン
ト
の
目
鼻
論
で
あ
ら
う
。
エ

ル
ン
ス
｝
・
カ
ッ
シ
…
ラ
ー
は
「
カ
ン
ト
の
生
涯
と
空
読
」
の
中
で
ア
リ
ス
レ
テ
レ
ス
以
來
、
壼
燈
と
個
物
の
關
…
係
の
探
求
に
は
目
的
概
念

が
蔵
番
な
る
役
調
を
も
つ
て
居
る
こ
と
を
謙
陥
皮
綴
に
ス
ケ
ッ
チ
し
て
居
る
が
（
賊
拶
葱
ω
い
。
び
Φ
昌
¢
質
α
い
Φ
｝
肖
Φ
…
国
訴
霧
0
9
ω
ω
騨
㊦
が
ゆ
興
謡
旨

囲
り
舘
・
ψ
b
O
り
①
1
ω
O
O
）
、
勿
論
カ
ン
ト
の
場
合
は
「
現
賢
自
彊
の
形
式
よ
ゆ
も
む
し
ろ
現
費
に
つ
い
て
の
箪
食
の
概
念
の
形
式
」
と
し
て
目
的

概
念
と
考
へ
て
居
る
所
「
に
、
カ
ン
ト
以
晶
剛
の
目
的
》
論
…
と
根
本
的
に
異
る
も
の
が
あ
る
。

　
さ
て
悟
性
の
認
識
は
そ
の
封
象
が
経
験
．
で
あ
る
限
り
究
極
的
豊
麗
に
課
す
る
こ
と
な
く
、
常
に
抽
象
性
に
と
ゴ
ま
る
の
に
著
し
て
、
個

物
は
汎
通
的
限
定
の
原
則
に
從
っ
て
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
翻
ち
一
つ
の
採
物
の
完
金
な
認
識
の
た
め
に
は
、
そ
の
厚
物
が
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
蓮
語
達
必
要
と
す
る
。
個
物
は
あ
ら
ゆ
る
蓮
語
に
つ
い
て
肯
定
的
に
か
、
否
定
的
に
か
限
定
さ
れ
る
と
き
、
述
語
が
汎

通
的
に
周
延
さ
れ
ン
し
認
識
可
能
と
な
る
。
然
る
に
こ
の
麺
語
の
可
能
攣
縮
驚
は
｝
切
の
経
験
の
可
能
性
金
難
訓
を
前
提
し
て
居
り
、
從
っ
て

一
つ
の
零
物
の
認
識
は
経
験
⑪
絶
鮒
的
統
一
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
有
限
な
る
悟
性
の
限
界
外
に
あ
る
と
云
は
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
現
身
に
認
識
さ
れ
得
な
い
可
能
曲
経
験
一
の
綜
壁
が
、
先
験
的
理
念
に
よ
る
推
理
の
封
蒙
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

　
悟
性
の
は
た
ら
き
は
、
　
一
方
で
は
先
験
的
立
法
考
と
し
て
自
然
ρ
容
親
的
統
一
を
擢
…
威
し
、
そ
の
意
味
で
は
抽
象
的
普
遍
の
立
場
に
立

つ
と
総
へ
に
、
他
方
で
は
蝦
背
陣
な
特
｝
殊
螺
射
法
早
期
左
羅
胆
威
す
る
勲
闇
、
自
然
に
幽
認
諾
…
的
器
腕
一
“
工
あ
エ
．
匹
へ
て
、
且
訟
彊
ド
闘
特
殊
の
立
媚
切
に
｛
払
つ
。
こ
の

際
後
脚
の
特
嫌
酌
維
験
的
法
則
が
相
互
に
如
何
な
る
關
係
左
も
つ
か
は
、
悟
性
の
能
力
外
の
問
題
と
な
る
故
、
從
っ
て
そ
れ
に
は
理
念
的
，

　
　
　
霞
然
的
秩
序
と
鎖
的
論
的
秩
疹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
…
七
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哲
畢
研
虎
　
蜷
四
百
黛
十
竃
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

統
一
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
様
に
二
物
や
特
殊
法
則
が
高
度
の
統
一
に
高
め
ら
れ
る
究
極
的
制
約
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
先
験

的
辮
勝
論
の
第
三
の
理
念
、
灘
ち
汎
通
好
統
　
砦
と
云
ふ
紳
學
的
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
悟
性
的
統
一
か
ら
も
れ
る
個
物
が
認
識
可
能
と

な
る
可
理
解
性
の
理
念
で
あ
っ
て
、
こ
の
最
高
統
一
煮
は
人
格
的
な
、
ま
弛
構
成
的
な
概
念
で
は
な
い
。
維
験
の
縫
謝
的
統
一
の
も
と
に

の
み
可
能
と
な
る
個
物
の
認
識
を
有
限
な
る
人
聞
の
認
識
能
力
を
も
つ
て
可
能
と
す
る
唯
一
つ
の
道
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
に
於
て

究
極
的
に
制
約
さ
れ
る
最
高
統
一
者
の
理
念
を
統
制
的
原
理
と
し
て
使
用
す
る
以
外
に
た
い
。
こ
の
嫌
な
理
念
は
其
髄
的
に
現
象
の
穂
揺

的
原
理
と
し
て
、
現
象
の
同
種
性
、
多
種
性
、
蓮
績
性
の
　
二
つ
の
三
三
で
あ
る
。
同
種
性
と
は
根
本
原
因
の
僅
少
性
を
表
し
て
、
根
源
的

類
が
多
く
な
る
こ
と
を
い
ま
し
め
、
多
種
性
は
結
果
の
多
様
性
と
し
て
一
般
者
が
特
殊
化
す
る
こ
と
を
示
し
、
蓮
績
性
は
飛
躍
に
よ
る
絹

互
の
縛
移
を
許
さ
な
い
。
こ
れ
ら
の
假
定
は
、
自
然
が
法
則
的
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
悟
性
の
原
理
を
こ
え
て
、
　
…
暦
高
度
の
統
一
を
要

求
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
が
人
聞
の
理
解
能
力
に
合
目
的
的
に
配
列
さ
れ
て
居
る
も
の
と
見
徹
す
自
弁
論
的
思
考
を
準

備
す
る
概
念
で
あ
る
。
シ
ユ
タ
ッ
塾
ラ
；
も
「
カ
ン
ト
の
目
的
論
し
の
中
で
こ
の
寂
々
帥
理
念
は
第
一
批
制
に
於
け
る
自
然
認
識
の
可
能

性
の
問
題
か
ら
、
桐
物
認
識
の
高
度
な
る
原
理
と
し
て
の
目
的
的
思
考
で
あ
る
第
三
批
判
へ
の
橋
渡
し
で
あ
る
と
考
へ
て
居
る
の
も
當
然

　
　
　
　
ぱ
に

で
あ
ら
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

　
註

凶
ユ
酔
涛
伽
霜
起
ぢ
Φ
づ
く
0
彦
蝦
づ
搾
⇔
σ
．
ψ
臨
監
特
に
嗣
頁
の
註
に
総
て
自
然
が
私
記
り
の
意
味
を
も
ク
て
居
る
こ
と
を
示
し
て
居
る
。

＜
ぴ
窺
野
勺
『
O
δ
α
q
O
巳
①
謎
9
（
菊
㊦
O
鍔
導
）
Q
O
．
り
①
．
於
て
も
同
じ
綴
に
説
明
し
て
あ
る
。

一
げ
一
錘
ω
●
幽
劇
①
9

℃
暁
。
一
①
磯
◎
日
Φ
ロ
斜
ω
・
り
G
◎
’

囚
ユ
ロ
瞠
儀
興
d
答
Φ
譜
ω
ズ
旨
楠
叶
9
（
］
℃
げ
出
O
ω
O
℃
ゴ
陣
ω
O
財
Φ
じ
d
一
び
一
下
O
こ
P
Φ
搾
）
ω
層
お
◎

囚
『
・
9
磐
く
・
ω
・
①
O
μ
．

シ
ュ
タ
ツ
ト
ラ
ー
　
「
カ
ン
ト
の
職
酌
論
」
　
（
郵
課
五
因
門
…
山
ハ
百
工
）
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悟
性
に
よ
る
客
観
的
続
一
は
自
然
の
含
法
則
性
を
成
立
せ
し
め
、
圭
親
的
黄
昏
は
諸
汝
の
特
殊
法
蜀
を
成
立
せ
し
め
て
、
衝
者
は
自
然

の
形
式
性
に
後
者
は
質
料
性
に
關
係
す
る
。
前
に
も
述
べ
た
橡
に
、
質
料
的
自
然
に
内
在
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
諸
系
列
は
、
よ
の
高
い
統

…
と
し
て
の
相
互
聯
閣
性
を
訣
い
て
る
る
。

　
部
分
の
集
積
を
全
盤
と
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
量
…
的
原
理
の
上
に
立
っ
て
居
る
の
で
、
壼
鵜
ぼ
統
一
的
要
素
を
黒
き
、
部
分
の
無
隈
な
る

経
験
的
所
産
に
依
存
す
る
か
、
霞
然
一
般
に
形
式
性
を
あ
鷺
へ
る
抽
象
的
普
海
に
安
住
す
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
畠
ズ
ム
の

系
列
と
、
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
系
列
と
が
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
左
間
ふ
統
一
原
理
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
農
盤
に
求
め
る
こ
と
は
出
奔
な
い
。

つ
ま
り
統
｝
原
理
と
し
て
の
金
驚
は
、
部
分
の
集
積
に
よ
る
全
騰
と
異
っ
た
ダ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
に
あ
る
の
で
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
機
は
、
多

様
な
系
列
と
し
て
の
自
己
を
統
一
す
る
原
理
を
自
ら
の
内
に
も
た
な
い
。
そ
れ
故
、
自
己
を
統
一
す
る
原
理
と
多
様
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
諸

系
自
身
［
と
は
偶
μ
然
煽
戸
係
に
お
か
れ
る
。
自
己
と
自
軍
を
統
一
す
る
も
の
と
の
聞
に
生
す
る
飛
㎜
躍
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
蓮
縛
…
性
に
と
っ
て
は

他
潜
的
な
も
の
で
あ
る
。
飛
宇
は
因
果
系
列
の
蓮
属
性
を
圭
張
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
矛
盾
風
鐸
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
自
已
を
超

え
た
高
次
の
禮
系
を
一
つ
の
偶
然
と
見
倣
す
の
は
そ
の
檬
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
高
次
の
立
場
に
於
て
自
蝿
さ
れ
る
偶
然
性
の

威
立
n
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
自
足
一
喫
了
的
～
性
慾
…
を
超
え
、
こ
れ
と
封
事
・
す
る
と
云
っ
て
両
艮
い
。
所
で
こ
の
様
な
編
尚
次
の
立
…
笏
と
は
如
何
な
る

領
域
で
あ
ら
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
良
き
導
き
の
系
と
し
て
、
紳
的
悟
性
の
立
場
が
考
へ
ら
れ
る
。
全
驚
が
部
分
の
存
在
根
無
で
あ
る
と
共
に
認
識
根
櫨
で
あ

る
様
な
、
全
盤
と
部
分
の
相
即
關
係
の
内
に
は
偶
然
の
入
る
絵
地
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
か
エ
る
悟
性
を
原
型
的
悟
性
（
ヨ
8
嵩
①
o
欝
ω
9
ゆ
吋
。
び
①
－

な
℃
ロ
q
。
）
と
雪
っ
て
み
る
が
こ
れ
と
我
々
の
悟
性
と
の
夜
気
を
説
明
し
て
（
属
的
論
七
十
七
節
）
前
蔚
は
「
綜
合
的
に
普
遍
的
な
も
の
か

ら
（
全
…
膿
者
そ
の
も
の
の
直
擬
）
特
殊
帥
な
も
の
へ
蓬
む
や
う
な
悟
性
、
換
君
す
れ
ば
全
燈
か
ら
部
分
へ
進
む
や
う
な
梧
性
」
で
あ
る
に

　
　
　
自
然
約
秩
序
と
段
酌
論
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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叢
畢
研
究
　
駕
四
百
三
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

封
し
て
、
後
髪
は
「
分
析
的
に
普
逓
的
な
も
の
（
概
念
）
か
ら
、
特
殊
的
な
も
の
（
厨
興
の
経
験
的
直
槻
）
へ
忌
ま
ざ
る
左
得
な
い
」
悟

性
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
分
析
的
悟
性
に
と
っ
て
は
、
高
度
の
綜
合
は
不
可
能
で
あ
る
故
に
模
範
を
紳
的
悟
性
に
な
ら
っ
て
、
全
盤
の
立

場
に
立
ち
乍
ら
、
爾
も
入
間
悟
性
の
所
産
で
あ
る
所
所
的
部
分
の
綜
合
的
反
省
を
可
能
な
ら
し
め
る
統
一
性
の
原
理
は
、
目
的
的
イ
デ
ー

と
済
っ
て
良
い
。
カ
ン
ト
の
云
ふ
「
我
六
の
悟
性
」
に
と
っ
て
は
特
殊
な
る
部
分
が
、
特
有
な
る
仕
方
で
與
へ
ら
れ
乍
ら
、
そ
の
特
殊
を

高
度
な
る
三
遍
的
統
一
に
包
丁
…
す
る
と
き
、
そ
の
統
一
原
理
で
あ
る
発
盤
｝
は
、
維
験
的
｛
質
在
と
し
て
は
陸
餌
へ
ら
れ
す
、
理
念
と
し
て
の
表

象
的
存
在
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
恩
威
的
原
理
で
あ
る
メ
カ
ニ
、
ズ
ム
に
と
っ
て
は
、
反
省
的
普
遍
と
し
て
の
理
念
的
統
一
は
偶
然
と
見

倣
さ
れ
る
が
、
統
計
的
原
理
で
あ
る
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
の
立
場
か
ら
は
圭
親
的
必
然
性
を
も
つ
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
故
に
、
こ
の
場
合
普
遍

は
特
殊
の
存
在
根
嬢
と
な
ら
す
に
寧
ろ
理
解
綱
定
の
原
理
と
な
る
。

　
こ
玉
に
心
細
が
目
的
と
随
ふ
概
念
に
よ
つ
て
表
象
さ
れ
る
所
以
髭
も
つ
。
カ
レ
ト
も
「
原
因
の
規
定
根
糠
が
そ
れ
の
結
果
の
表
象
に
逓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

蓼
な
い
と
き
、
か
玉
る
原
因
の
所
産
が
目
的
と
辮
さ
れ
る
：
：
」
と
述
べ
て
み
る
如
く
、
壼
幾
と
部
分
と
が
存
在
的
に
は
一
章
偶
然
的
で

あ
り
乍
ら
、
部
分
の
可
能
性
の
原
因
を
結
果
た
る
発
奮
の
表
象
に
求
め
る
場
合
、
そ
れ
は
東
南
的
必
然
性
に
あ
る
と
雪
っ
て
よ
か
ら
う
。

　
そ
れ
故
、
入
定
の
認
識
能
力
の
特
異
性
か
ら
、
一
つ
の
毒
物
に
偶
然
的
と
必
然
的
と
の
二
つ
の
側
面
が
生
れ
て
來
る
。
即
ち
普
遍
を
以

つ
で
詳
符
一
殊
を
二
二
～
す
る
韻
蝦
腰
で
あ
一
る
悟
樺
　
か
ら
、
客
鯛
馳
的
偶
然
的
四
に
［
見
、
b
れ
る
…
封
象
は
、
部
分
が
無
蝿
諾
約
に
漸
騰
へ
、
b
れ
蟹
乍
・
ら
坤
で
の
可
編
罷

根
櫨
と
し
て
の
理
念
的
金
鳥
を
探
求
す
る
能
力
で
あ
る
反
省
的
剰
麟
力
に
と
っ
て
、
同
時
に
圭
槻
的
必
然
酌
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
垂
盤

と
は
経
験
・
的
…
封
象
で
は
な
く
、
寧
ろ
認
識
圭
糊
…
が
繧
験
の
多
様
を
統
一
す
る
た
め
に
自
己
自
身
に
附
乏
し
な
る
原
理
で
あ
っ
て
、
外
に
於

て
偶
然
な
る
も
の
を
も
、
内
に
於
て
必
然
と
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
近
代
的
入
聞
の
思
考
が
こ
工
に
如
費
に
褒
畠
山
、
｝
れ
て
居
る
も
の
と
見

て
良
い
と
思
ふ
。

　
さ
て
規
定
朗
他
律
的
鯛
臨
…
力
と
は
異
っ
た
次
元
の
封
象
を
も
つ
自
律
的
反
省
酌
量
断
力
は
、
偶
然
性
左
舎
法
則
化
し
て
、
形
式
酌
合
目

的
性
の
領
域
を
形
威
す
る
。
こ
の
檬
に
考
へ
ら
れ
た
目
的
論
は
中
世
形
而
上
學
を
貫
く
目
的
論
に
溢
し
て
、
語
よ
そ
異
つ
元
方
厨
左
示
し
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コ
　

て
鼠
個
る
と
滑
へ
よ
う
。
特
に
ア
リ
ス
｝
テ
レ
ス
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
十
二
巻
七
音
丁
に
説
か
れ
て
属
…
る
…
連
山
…
論
即
ち
潜
勢
的
質
料
よ
り
現
勢
的

形
相
一
へ
の
鮪
酬
樵
個
を
謹
く
主
要
勲
は
ト
ー
マ
ス
に
よ
っ
て
帯
置
け
湘
磁
が
れ
”
て
、
目
的
閣
・
に
る
形
相
的
蹴
買
麟
短
”
鞘
鞍
野
山
原
因
と
へ
雌
る
・
と
共
に
【
最
肯
同
の

目
的
と
な
っ
て
、
世
界
の
膿
系
が
費
在
論
的
に
心
墨
結
果
、
目
的
手
段
の
關
係
を
形
づ
く
る
。
こ
れ
に
聾
し
て
批
判
主
義
的
目
的
論
で
は

原
因
結
果
の
關
係
を
悟
性
の
能
力
の
も
と
に
お
き
、
超
越
手
段
の
燈
燭
左
反
省
的
判
営
力
の
も
と
に
賑
い
て
、
曾
っ
て
存
在
論
的
に
考
へ

ら
れ
π
諸
要
素
を
、
凡
て
圭
親
内
の
認
識
能
力
の
機
能
の
閥
題
に
還
元
し
た
も
の
と
云
へ
る
。
形
式
的
合
目
的
性
は
、
あ
く
ま
で
客
髄
の

構
成
原
理
で
は
な
く
寧
ろ
圭
狸
が
事
物
を
理
解
制
定
す
る
た
め
に
自
己
に
あ
た
へ
た
先
験
的
理
念
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
無
秩
序
に
服
せ

ん
と
す
る
質
料
的
自
然
の
多
檬
性
を
、
こ
の
理
念
に
よ
っ
て
入
闇
の
理
解
に
適
合
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
居
る
か
の
様
に
考
へ
得
る
根
鑛

を
得
た
課
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
若
し
形
式
的
合
鼠
的
性
と
云
ふ
判
定
原
理
が
な
い
と
す
れ
ば
、
悟
性
の
立
て
る
特
殊
諸
法
則
の
統
一
は
失
は
れ
、
理
解
不
可

能
と
な
り
・
鷲
諸
学
の
嚢
す
ら
無
意
味
差
る
・
あ
黙
ブ
ル
ノ
！
バ
ウ
フ
も
マ
マ
ヌ
エ
ぞ
カ
ン
と
の
乾
・
盃
の

石
の
陽
果
系
列
も
一
入
の
人
聞
の
因
呆
系
列
も
因
果
系
列
と
し
て
は
同
じ
で
あ
る
故
に
、
か
玉
る
合
目
的
性
が
考
へ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゐ
　

諸
山
の
形
態
の
差
別
と
相
五
の
關
係
も
認
識
出
汐
・
な
い
と
量
ふ
こ
と
を
述
べ
て
み
る
が
、
田
邊
博
士
も
「
カ
ン
｝
の
闘
的
論
」
の
内
で
、

形
式
的
含
覆
的
性
の
原
理
が
自
然
長
里
成
立
の
根
本
前
提
或
は
方
法
論
的
要
請
で
あ
る
と
圭
張
さ
れ
て
居
る
。
カ
ン
｝
が
「
何
と
な
れ
ば

か
玉
る
合
田
野
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
我
々
は
縄
験
的
法
則
に
從
つ
た
自
然
の
秩
序
を
も
た
す
、
し
た
が
っ
て
か
玉
る
繧
験

的
法
則
の
あ
ら
ゆ
る
多
嫌
性
に
從
っ
て
、
そ
れ
ら
の
法
則
に
關
は
る
べ
き
経
験
や
、
さ
う
し
た
法
則
の
探
求
に
封
し
指
導
の
縣
を
持
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

い
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
で
あ
る
」
と
記
し
て
み
る
の
も
か
玉
る
濡
髪
に
依
る
の
で
あ
る
。

　
　
註

（
1
）
　
H
ぐ
●
血
・
¢
こ
ω
●
瞬
認
・

（
2
）
　
》
ユ
ω
ε
9
一
Φ
ρ
竃
。
窪
鳳
莞
ω
ド
黛

　
　
自
然
的
秩
序
と
鐵
的
繍
酌
験
序

δ
鵡
9
§
、
、
畿
9
ひ
脅
魯
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強
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．
、
噂
§
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。
を
m
．
蚕
彫
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ζ
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へ
3
）

『
、
）（

5
）

暫
暴
研
究
　
第
陽
再
三
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

あ
る
こ
と
を
表
は
し
て
み
る
。

ご
⇔
村
瓢
昌
O
ゆ
p
¢
O
ゴ
一
剛
ヨ
ヨ
ρ
昌
二
Φ
一
駁
ゆ
づ
礎
回
㊤
b
o
一
．
b
δ
諺
ρ
簿
Q
o
●
自
⑰
剛
蜂

田
邊
元
著
「
カ
ン
ト
の
疑
的
論
」
（
岩
渋
）
、
二
十
六
頁
。

緊
嘗
鐸
d
こ
ω
．
ト
こ
b
σ
●

四
二

三

　
形
式
的
合
匿
的
性
が
形
式
的
と
云
は
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
形
態
相
学
の
合
則
性
を
封
象
と
し
乍
ら
も
、
形
態
自
膿
が
聞
は
れ
な
い
で

内
容
な
き
聯
關
性
を
表
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
析
的
讐
遍
の
立
場
に
立
つ
悟
性
の
抽
象
性
を
脆
し
て
、
高
度
の

統
【
を
自
然
に
附
興
し
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
限
界
概
念
で
あ
る
偶
然
性
粒
再
び
合
法
…
期
化
し
た
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
「
か
玉
る
知
性
的

合
自
転
性
は
、
た
し
か
に
客
擬
的
で
は
あ
る
が
（
美
的
合
鼠
的
性
の
や
う
に
叢
槻
的
で
は
な
く
）
な
豚
そ
の
可
能
性
の
上
か
ら
云
へ
ば
、

軍
に
形
式
的
な
（
實
質
的
な
ら
ぬ
）
合
萄
的
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
根
底
に
財
的
を
置
く
必
要
の
な
い
、
し
た
が
っ
て
目
駒
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

左
必
要
と
し
な
い
合
目
的
性
と
し
て
軍
に
抽
象
的
に
で
は
あ
る
が
充
分
に
理
解
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
ひ
或
は
「
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

合
目
的
性
の
根
底
に
は
目
的
あ
る
ひ
は
合
国
的
性
の
何
業
か
他
の
根
挨
を
お
く
必
要
は
な
い
」
と
貴
っ
て
み
る
。
端
的
に
云
ふ
と
、
こ
れ

は
主
糊
脚
の
表
象
様
式
の
上
に
持
ち
込
ま
れ
た
合
騒
的
性
で
あ
っ
て
、
自
然
の
可
理
解
性
と
し
て
要
請
さ
れ
た
．
先
験
的
原
理
に
と
璽
ま
る
こ

と
は
前
継
し
海
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
故
形
式
的
合
目
的
性
が
、
偶
然
性
の
ム
ロ
法
喜
化
を
企
齢
し
て
居
る
限
り
目
蒲
論
的
考
察
の
入
口
を
占

め
る
と
は
云
へ
、
次
に
カ
ン
ト
は
そ
の
形
式
的
抽
象
性
を
然
し
て
呉
骸
的
に
個
物
を
勤
象
と
す
る
相
学
的
合
算
的
性
を
と
り
あ
げ
て
居
る
。

即
ち
、
形
式
的
合
圏
的
性
は
全
燈
に
至
ら
ん
が
た
め
に
現
費
の
個
物
を
捨
象
し
π
の
に
歯
し
て
、
相
封
的
合
馬
的
性
は
、
メ
カ
エ
ズ
ム
の

構
成
に
よ
る
具
膿
的
蘂
物
を
封
象
と
し
乍
ら
、
し
か
も
難
物
の
理
解
の
原
理
と
し
て
テ
レ
オ
二
面
ー
を
立
て
よ
う
と
す
る
。
例
へ
ば
、
草

食
動
物
は
肉
食
動
物
の
た
め
に
あ
夢
、
肉
食
動
物
も
入
聞
の
た
め
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
一
方
、
人
間
が
存
在
す
る
の
は
肉
食
動
物
が
入

聞
の
狩
猟
に
よ
っ
て
繁
殖
を
抑
制
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
産
力
と
破
壌
力
と
の
聞
に
一
定
の
論
衡
髭
威
讃
せ
し
め
ん
が
か
め
で
あ
り
、
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（
3
）

次
に
肉
食
動
物
が
存
在
す
る
の
は
、
男
物
の
癒
度
な
繁
茂
を
調
節
す
る
潅
め
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
例
に
よ
っ
て
も
見
ら
れ
る
や

う
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
系
列
に
於
て
は
考
へ
る
こ
と
の
出
來
な
い
可
逆
性
の
エ
レ
メ
ン
｝
が
自
然
の
理
解
の
中
に
も
ち
込
ま
れ
て
居
る
。
カ

ン
ト
も
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
可
逆
性
と
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
の
可
蓮
性
と
を
読
明
し
て
、
寂
の
建
築
の
結
果
そ
こ
に
家
賃
が
入
っ
て
來
る
と
云
ふ

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
系
列
に
註
し
て
、
家
の
建
築
の
原
因
と
し
て
寧
ろ
家
賃
の
牧
入
と
云
ふ
魏
念
を
入
れ
玉
ば
、
そ
こ
に
後
蔚
の
テ
ン
オ
ロ
ギ

ー
が
生
れ
る
と
云
っ
て
居
る
。

　
然
し
乍
ら
、
か
薫
る
有
用
性
ま
允
は
効
用
性
を
、
契
機
と
す
る
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ
れ
が
冊
封
的
で
あ
る
と
滑
は
れ
る
檬
に
、
人
聞
の

恣
意
性
を
含
ん
で
居
る
の
で
、
こ
の
立
場
に
於
い
て
は
「
自
然
が
梶
野
有
用
性
を
そ
な
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と
云
ふ
問
ひ
に

愛
し
て
解
答
出
來
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
し
π
が
っ
て
水
蒸
氣
が
雪
の
形
で
室
か
ら
降
ゆ
、
海
洋
に
海
流
が
あ
っ
て
暖
國
に
生
育
し
た
木
材

を
流
し
て
來
、
油
に
充
ち
た
大
き
な
海
獣
が
存
在
し
て
み
る
の
は
、
す
べ
て
そ
れ
ら
の
自
然
生
産
物
を
用
意
す
る
原
因
の
雲
紙
に
、
あ
る

哀
れ
な
被
造
物
（
人
闇
）
に
勤
す
る
海
盆
と
云
ふ
愛
念
が
横
は
つ
て
み
る
た
め
で
あ
る
、
な
ど
と
云
ふ
の
は
、
甚
だ
向
う
見
す
な
虫
の
よ

い
制
断
で
あ
ら
う
。
蓋
し
た
と
ひ
自
然
が
さ
う
し
た
利
用
性
を
具
へ
て
る
な
い
と
し
て
も
、
諸
々
の
自
然
原
因
が
さ
う
し
π
事
情
を
持
來

す
に
足
り
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
る
こ
と
で
あ
ら
う
し
、
む
し
ろ
反
封
に
自
然
に
さ
う
し
距
雲
霞
を
要
求
し
、
さ
う
し
た
目
的
を
期
待
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

だ
け
で
も
人
闇
四
の
借
越
で
あ
の
、
無
双
僧
慮
で
あ
る
と
我
々
白
H
身
㎝
に
も
黒
…
は
れ
よ
う
」
と
述
べ
て
居
る
。
未
だ
メ
カ
ユ
ズ
ム
に
よ
っ
て
説
明

出
來
る
領
域
に
…
封
し
て
テ
レ
ォ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
出
し
た
所
に
、
糟
封
的
と
済
は
れ
る
厨
以
が
生
じ
だ
と
見
て
よ
い
。

　
以
上
の
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
形
式
的
合
目
的
性
の
抽
象
性
左
脱
し
て
、
鎖
的
論
本
來
の
課
題
で
あ
る
個
物
認
識
の
原
理
に
遇
せ
ん
と

し
て
、
経
験
．
的
謝
象
に
託
つ
た
相
封
習
合
騎
的
性
が
、
可
甦
性
と
云
ふ
重
要
な
る
契
機
を
目
的
概
念
に
興
へ
乍
ら
、
計
ら
ず
も
そ
れ
が
圭

観
的
恣
意
性
に
縛
落
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
レ
オ
下
灘
ー
は
一
二
怪
士
的
な
も
の
へ
と
止
揚
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
隈
界
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
我
々
は
目
的
論
的
秩
序
の
解
明
に
於
て
一
方
で
は
客
槻
的
県
警
性
を
得
ん
が
た
め
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
自
然
産
物

を
封
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
謝
し
て
、
他
方
で
は
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
自
然
的
秩
序
を
脆
製
し
な
け
れ
ば
、
目
的
論
的
亜
型
を
望
む

　
　
　
自
然
酌
秩
序
と
爲
酌
翁
蘭
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
三
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鰯
㎎

こ
と
は
出
來
な
い
と
云
ふ
、
古
典
的
動
的
論
で
は
自
覧
さ
れ
な
か
つ
弛
ア
ポ
リ
ャ
に
氣
付
か
し
め
ら
れ
る
。

　
こ
れ
に
…
冒
し
て
具
幾
的
な
解
啓
を
あ
た
へ
る
も
の
は
「
霞
然
目
的
」
と
云
ふ
概
念
で
あ
ら
う
。
　
「
語
よ
そ
康
物
は
自
己
自
身
の
原
爾
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
レ

あ
る
と
共
に
結
果
で
あ
る
場
合
に
自
然
属
的
と
し
て
存
在
す
る
し
と
カ
ン
ト
は
蓮
べ
て
る
る
が
、
こ
れ
は
自
行
の
内
に
自
己
の
存
在
の
原

圃
を
も
つ
と
共
に
、
自
邑
が
そ
の
結
県
と
な
る
と
云
ふ
猫
特
な
る
關
係
が
同
一
事
物
の
内
に
域
話
す
る
場
合
で
あ
る
。
具
燈
的
に
は
有
機

盤
、
即
ち
自
訴
の
内
に
全
盤
と
部
分
、
部
分
と
部
分
が
相
互
に
可
蓮
的
な
因
果
關
係
を
も
ち
、
い
か
な
る
部
分
も
分
割
不
可
能
な
統
一
髄

（H

香
[
α
掃
く
一
伽
瓢
償
【
P
）
で
あ
る
と
誤
っ
て
良
い
。
た
樽
こ
玉
に
見
ら
れ
る
顯
箸
な
特
色
と
し
て
、
か
隔
る
有
志
髄
と
し
て
の
個
禮
は
、
そ
の
存

立
原
理
と
し
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
方
に
も
ち
、
制
定
原
理
と
し
て
テ
レ
オ
ロ
ギ
ー
を
他
方
に
も
つ
の
で
、
二
心
に
於
て
は
因
果
律
の
㎜
閉
鐡

性
の
下
に
從
属
し
作
ら
後
者
に
於
て
は
可
逆
性
の
故
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
放
さ
れ
う
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
有
機
雛
も
　
つ
の
自
然
産
物
と
し
て
は
他
の
も
の
と
相
黒
ハ
せ
す
、
海
貯
個
儂
と
し
て
剰
定
さ
れ
る
隈
り
他
の
掴
髄
と
隈

別
さ
れ
る
所
か
ら
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
凡
て
の
も
の
を
一
様
化
す
る
量
的
原
理
で
あ
る
に
零
し
て
、
テ
レ
オ
鷺
ギ
ー
は
乱
訴
を
掴
髄
た
ら
し

む
る
差
別
の
原
理
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
個
雛
認
識
に
於
て
は
、
差
別
の
原
理
を
媒
介
し
な
い
で
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
も
う
　
歩
つ
き

つ
め
て
見
れ
ば
、
テ
レ
オ
皿
ギ
1
が
差
別
の
原
理
と
し
て
個
驚
騨
剃
定
の
基
礎
に
訟
か
れ
る
の
は
、
偶
然
性
の
合
法
膨
化
と
し
て
テ
レ
オ
ロ

ギ
ー
が
出
走
し
た
こ
と
と
、
挫
律
的
な
規
定
的
劇
麟
力
よ
り
も
、
属
隷
的
な
反
省
的
鋼
断
力
に
根
擦
づ
け
ら
れ
元
こ
と
と
に
よ
る
。
つ
ま

』
り
構
蟹
夙
原
理
と
鯉
川
繹
原
理
と
云
ふ
詮
タ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
の
一
＝
兀
化
”
か
決
｛
疋
的
へ
鉢
珊
次
黙
で
藷
の
“
0
と
田
心
ふ
。
こ
の
グ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
が
混
凹
囲
さ
れ
「

る
場
合
に
、
目
的
論
に
於
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
生
す
る
の
で
、
そ
れ
に
鋭
し
て
カ
ン
ト
は
「
し
た
が
っ
て
本
來
の
物
理
的
（
…
翌
夕
艶
）

論
理
様
式
の
格
率
と
、
目
的
論
的
（
技
術
的
）
論
難
様
式
と
の
間
に
二
律
背
反
が
存
す
る
如
き
外
親
は
、
凡
て
五
六
が
反
省
的
勃
漸
力
の

原
則
㌃
規
定
酌
鋼
薪
力
の
原
則
と
混
沿
し
、
モ
し
て
前
者
へ
反
響
的
鋼
餅
力
）
の
自
律
性
（
特
殊
な
経
験
法
則
に
潤
す
る
我
凌
の
理
性
使

用
に
…
撫
し
て
箪
に
圭
糊
…
的
に
安
蘇
ナ
る
）
を
悟
性
に
よ
つ
て
輿
へ
ら
れ
る
（
曹
滋
的
ま
た
は
特
殊
的
）
法
則
に
從
は
ね
ば
な
ら
ぬ
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

（
規
定
的
舗
漸
力
）
の
他
律
性
と
混
賞
す
る
こ
と
に
基
く
の
で
あ
る
」
と
強
べ
て
、
從
來
の
形
而
上
學
的
冨
的
論
に
封
し
て
、
認
識
論
的
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属
的
論
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
て
み
る
。

　
要
す
る
に
偶
然
と
必
然
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
テ
レ
オ
官
ギ
i
、
或
は
垂
髄
と
部
分
と
云
ふ
諸
問
題
が
、
形
而
上
學
的
に
考
へ
ら
れ
す
に
、

認
識
圭
槻
内
の
規
定
賄
判
事
力
と
反
省
的
製
断
力
と
の
機
能
上
の
差
蓮
に
逞
元
さ
れ
た
の
で
、
形
而
上
畢
と
し
て
は
ア
ポ
サ
ヤ
で
あ
る
こ

と
が
理
性
の
自
己
批
制
と
云
ふ
内
面
性
の
徹
底
に
於
て
は
、
解
決
可
能
と
な
る
。

　
所
で
自
然
匿
的
と
云
は
れ
る
有
機
燈
は
、
自
然
の
｝
部
に
限
ら
れ
て
み
る
の
で
、
形
式
的
含
葭
的
性
が
自
然
の
総
総
に
關
係
し
て
み
る

の
に
記
し
て
、
費
質
的
合
目
的
性
は
、
限
ら
れ
ゆ
．
κ
封
象
に
の
み
安
議
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
後
者
の
封
象
は
、
特
殊
的
で
あ
る

に
し
て
も
、
　
一
層
高
い
ダ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
は
、
形
式
的
合
目
的
性
が
も
つ
準
面
的
な
普
遍
性
よ
の
も
尚
異
っ
た
曹
濡
…
性
を
も
つ
と
云

っ
て
良
い
で
あ
ら
う
。
自
然
の
内
に
あ
る
廣
さ
よ
の
も
自
然
を
超
え
旋
深
さ
の
内
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
そ
れ
は
次
の
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
な
る
。

　
カ
ン
ト
は
、
　
「
意
志
を
目
的
の
能
力
と
定
義
づ
け
る
こ
と
が
出
演
る
Q
と
去
ふ
の
は
意
志
は
原
理
に
よ
る
欲
求
能
力
の
規
定
凶
漁
で
あ

　
　
　
　
　
ア
　

る
か
ら
で
あ
る
し
と
蓮
べ
て
る
る
所
か
ら
、
自
然
目
的
が
自
ら
の
内
に
蔭
的
的
統
一
を
示
す
と
き
、
そ
の
内
部
構
遊
が
あ
た
か
も
自
然
を

癒
え
た
叡
知
海
食
志
に
依
っ
て
遊
ら
れ
て
る
る
か
の
様
な
關
係
を
指
示
し
て
み
る
。
つ
ま
り
第
二
批
判
の
封
象
と
な
る
如
き
本
業
界
を
、

自
ら
は
自
然
産
物
と
し
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
制
約
下
に
あ
り
乍
ら
、
象
徴
し
て
み
る
と
云
へ
よ
う
。
た
雲
一
個
の
自
然
物
が
内
部
の
統
一
原

理
と
し
て
の
テ
レ
オ
獄
ギ
ー
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
き
、
本
儂
界
に
も
、
ま
た
現
象
に
も
從
戯
せ
す
し
て
、
自
ら
は
自
然
物
で
あ
り
乍
ら

自
然
を
超
え
た
他
者
の
世
界
を
指
示
す
る
と
云
つ
だ
象
徴
酌
グ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
が
生
れ
る
。
こ
の
檬
な
自
然
と
超
自
然
と
の
緊
張
關
係
が

自
然
物
で
あ
る
有
機
罷
に
見
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
隠
然
の
意
義
が
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
面
癖
を
こ
え
た
意
志
の
世
界
の
秩
序
に

ま
で
關
係
し
、
そ
こ
ま
で
鑛
張
し
て
み
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
。

以
上
の
こ
と
を
要
略
す
る
と
、
自
然
の
慕
物
は
、
先
づ
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
つ
て
存
立
可
能
と
な
り
、
形
式
的
合
目
的
性
に
よ
っ
て
判
定

可
能
と
な
り
、
費
質
的
合
目
的
性
に
よ
っ
て
象
徴
可
能
と
な
つ
元
の
で
あ
る
。
そ
し
て
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
テ
レ
オ
聯
ギ
ー
と
の
切
棄
に
は
偶

　
　
　
貰
然
的
秩
序
と
織
的
譲
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
五
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悶
【
ふ
ハ

然
性
と
云
ふ
極
隈
概
念
が
入
り
、
テ
ン
オ
獄
ギ
ー
と
次
に
來
る
道
徳
の
…
封
象
で
あ
る
本
毒
茸
と
は
象
徴
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
居
る
と
云

っ
て
よ
か
ら
う
。
偶
然
性
は
自
然
的
秩
序
を
脆
臆
し
て
隠
魚
論
秩
序
に
入
る
た
め
の
強
腰
概
念
で
あ
っ
た
が
象
徴
性
は
自
然
動
的
論
か
ら

道
徳
的
目
的
論
に
入
る
窺
要
な
る
契
機
と
な
る
。
こ
の
様
に
制
約
的
な
る
も
の
か
ら
無
制
約
的
な
る
も
の
へ
上
昇
す
る
道
程
を
振
の
返
っ

て
見
る
と
き
、
特
に
氣
付
く
こ
と
は
、
外
な
る
自
然
を
封
象
と
す
る
他
律
的
認
識
能
力
か
ら
、
叡
知
界
の
圭
驚
で
あ
る
意
志
を
封
象
と
す

る
自
律
的
認
識
能
力
に
移
行
す
る
こ
と
に
依
っ
て
圭
難
曲
内
薗
性
に
究
極
的
根
擦
が
お
か
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
は
更
に
次
の
道
徳
的
闘
的

論
に
於
て
顯
著
と
な
る
。

　
　
　
　
　
註

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

丙
戸
畠
．
α
二
ω
。
鱒
吋
窃
●

凶
ぴ
一
α
．
ω
．
b
o
b
σ
μ

一
び
一
窪
・
G
o
●
悼
Q
◎
c
Q
6

帥
び
剛
匹
●
ω
。
帥
し
Q
回
・

圃
σ
卿
儀
。
ω
・
も
こ
ω
ら
Q
。

圃
げ
卿
ロ
．
ω
・
卜
。
㎝
ω
’

囚
吐
●
9
弓
・
＜
こ
（
℃
ぽ
＝
o
ω
o
娼
び
一
ω
o
ず
。
譲
ぴ
罵
。
筈
。
搾
）
ω
●
①
O
・

四

　
さ
て
自
然
目
的
（
り
口
恥
け
億
憎
国
ミ
Φ
O
閑
）
は
、
必
然
的
に
「
自
然
の
究
極
目
的
」
の
領
域
を
指
示
す
る
。
無
機
物
の
如
く
自
ら
の
内
に
目
的

的
關
係
を
も
た
な
い
も
の
は
、
そ
れ
が
他
者
に
延
し
て
如
釘
な
る
陵
的
手
段
の
關
係
に
あ
る
か
中
．
色
問
は
れ
る
必
然
性
を
も
た
な
い
が
、
有

機
騰
隔
は
、
自
然
を
こ
え
た
叡
智
的
意
志
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
か
の
如
き
闘
的
的
繁
張
關
係
を
定
量
の
統
一
原
理
と
し
て
居
る
の
で
、
鞍
下

自
立
を
超
え
て
働
く
意
圃
の
有
無
を
問
は
れ
る
絵
地
を
も
つ
の
で
あ
る
。
有
機
盤
は
無
制
約
者
を
象
徴
し
て
居
る
が
そ
れ
が
如
何
な
る
内
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容
を
も
つ
て
居
る
か
を
示
さ
な
い
○

　
究
｝
秘
目
的
の
内
｛
谷
を
つ
た
へ
る
楓
切
所
は
次
に
來
る
貼
追
葱
ゆ
的
目
的
論
…
で
あ
る
。

　
所
で
究
極
目
的
（
じ
噂
コ
鳥
N
≦
Φ
o
搾
）
或
は
「
最
後
の
目
的
し
（
傷
①
同
δ
霞
8
N
≦
Φ
o
醤
）
は
二
二
り
に
考
へ
ら
れ
る
。
帥
ち
、
自
然
の
制
約

の
内
に
あ
り
乍
ら
、
そ
の
中
で
絡
局
の
項
と
な
る
目
的
と
、
．
自
然
を
超
え
な
無
制
約
潔
の
内
に
求
め
ら
れ
る
目
的
と
に
分
か
れ
る
。
前
者

は
自
然
に
從
属
し
、
後
者
は
自
然
が
そ
れ
に
十
薬
す
る
も
の
と
し
て
覆
別
さ
れ
、
ま
た
一
方
は
理
論
的
相
封
的
で
あ
る
が
他
方
は
實
践
的

必
然
的
で
あ
る
。
人
頼
が
自
然
の
内
に
あ
る
も
の
の
中
、
最
後
の
目
的
で
あ
る
と
云
っ
て
も
若
し
自
然
の
蓮
鎮
に
於
け
る
最
後
の
項
と
し

て
考
へ
ら
れ
る
揚
合
、
人
間
は
自
然
の
制
約
を
超
え
る
こ
と
が
出
來
す
、
曾
っ
て
相
封
酌
合
薫
的
性
が
示
し
た
如
く
、
か
く
考
へ
ら
れ
た

入
閥
は
再
び
他
の
も
の
の
手
段
に
轄
落
す
る
契
擬
を
荷
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
然
が
入
…
閥
に
多
く
の
思
惑
を
約
菜
し
て
居
る

も
の
と
自
ら
制
定
し
、
か
く
考
へ
ら
れ
た
自
然
に
自
己
を
依
存
せ
し
め
る
ζ
と
は
、
寧
ろ
愚
な
る
樂
親
圭
義
で
あ
っ
て
、
第
二
批
判
で
は

幸
輻
圭
義
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
第
二
批
判
で
他
律
的
道
徳
と
し
て
批
判
さ
れ
た
幸
輻
主
義
を
目
的
論
的
に
鑛
め

て
鷲
へ
ぼ
、
自
然
の
相
封
的
昌
的
論
の
立
場
に
於
て
入
聞
を
自
然
の
最
後
の
目
的
に
お
く
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
こ
れ
に
黒
し
て
「
究
極
目
的
と
は
、
そ
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
何
ら
他
の
目
的
を
必
要
と
し
な
い
や
う
な
国
的
で
あ
る
」
と
カ
ン
ト

が
定
義
す
る
所
か
ら
、
そ
の
檬
な
無
制
約
的
存
在
を
こ
の
世
界
に
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
濫
徳
的
霊
夢
で
あ
る
限
り
の
入
闇
以
外
に
な

い
。
つ
ま
り
自
己
立
法
者
と
し
て
自
己
自
身
を
目
的
と
し
乍
ら
、
そ
の
鼠
的
の
結
果
と
し
て
の
み
賢
存
す
る
存
在
で
あ
る
。
か
エ
る
道
徳

的
圭
膿
と
し
て
の
入
絡
の
概
念
は
、
第
二
批
判
に
於
て
す
で
に
華
備
さ
れ
て
居
斗
星
で
あ
り
、
第
三
批
制
に
於
て
目
的
論
の
終
局
と
な
る
蓮

徳
的
目
的
論
は
、
實
践
理
性
批
舗
に
詮
か
れ
て
居
る
人
格
論
を
前
提
と
し
乍
ら
、
自
然
が
そ
の
圃
的
遡
行
爲
に
如
侮
な
る
關
係
を
も
つ
か

と
云
ふ
擾
大
さ
れ
た
領
域
を
展
開
す
る
も
の
と
云
っ
て
良
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
純
粋
理
性
批
判
が
自
然
目
的
論
の
前
提
を
形
威
し
て
、

質
料
的
自
然
と
し
て
限
定
さ
れ
な
い
領
域
に
自
然
目
的
論
的
統
一
を
あ
た
へ
海
こ
と
に
類
比
畠
極
る
。
そ
の
意
味
で
、
第
三
批
判
の
目
的

論
は
第
一
批
制
と
第
二
批
勃
と
を
爾
…
脚
と
し
て
立
っ
て
る
る
と
云
ひ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
膚
然
酌
秩
序
と
爲
酌
論
酌
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
資
望
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誓
學
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搬
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閥
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さ
て
自
然
的
秩
序
か
ら
解
放
さ
れ
て
無
制
約
的
秩
序
の
内
に
自
ら
の
主
雛
の
場
を
も
つ
人
闘
が
、
道
徳
約
で
あ
る
限
り
世
界
の
究
極
騎

酌
と
な
る
と
諸
ふ
こ
と
は
、
カ
ン
｝
の
第
二
批
剰
よ
り
當
然
出
て
睡
る
豊
野
で
あ
る
が
、
目
的
論
に
於
て
は
か
玉
る
道
徳
的
圭
燧
の
費
践

が
自
然
的
秩
序
に
ど
の
様
な
閥
係
を
も
つ
て
み
る
で
あ
ら
う
か
。
つ
ま
り
第
二
批
制
に
於
て
は
、
自
然
的
秩
序
が
抵
抗
原
理
と
し
て
考
へ

ら
れ
箪
に
消
極
的
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
今
や
自
然
的
鼠
的
論
を
経
て
自
然
が
あ
た
か
も
入
間
の
理
解
に
適
合
し
て
居
る
か

の
如
き
合
随
的
的
秩
序
に
あ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
た
後
、
果
し
て
如
何
に
し
て
、
自
然
が
激
…
徳
的
圭
盤
の
属
的
に
呼
慮
し
得
る
で
あ
ら
う

か
。　

こ
の
問
題
に
超
し
て
決
定
的
な
手
3
1
き
と
な
る
下
郡
鐵
は
、
第
二
幣
制
に
於
い
て
「
賢
践
理
性
の
優
位
」
と
云
ふ
思
想
で
あ
る
。
自
然

が
物
自
盤
と
し
て
如
何
に
あ
る
か
は
問
は
れ
な
い
で
、
寧
ろ
自
然
認
識
の
能
力
で
あ
る
理
論
理
性
が
自
然
を
こ
え
た
も
の
を
封
象
と
す
る

能
力
で
あ
る
賢
践
理
性
に
從
欲
し
、
そ
の
理
念
に
依
っ
て
統
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
自
然
を
理
解
す
る
と
き
、
そ
こ
に
自
然
が
、
義

務
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
内
な
る
究
極
罠
的
に
呼
感
ず
る
根
糠
を
断
定
し
う
る
の
で
あ
る
。
無
論
自
然
自
膿
は
、
偶
然
や
無
目
的
的
渾
沌
に

充
さ
れ
て
る
る
の
で
、
自
然
が
一
大
目
的
的
幾
系
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
場
合
の
喉
一
の
根
櫨
は
、
理
論
理
性
に
よ
ら
す
に
、
自
然
の
内
に

あ
り
乍
ら
自
然
を
こ
え
、
ま
た
自
然
を
こ
え
乍
ら
自
然
に
目
的
的
行
爲
を
あ
と
づ
け
る
超
越
的
圭
膿
の
賢
践
に
よ
っ
て
み
る
。
こ
の
顯
自

然
の
概
念
を
絶
尽
精
淋
の
他
在
…
覆
と
し
て
考
へ
る
へ
…
ゲ
ル
折
剛
學
と
は
異
っ
て
、
カ
ン
杢
で
は
あ
く
ま
で
、
自
然
の
目
的
的
骸
系
性
は
、

聖
徳
的
圭
骸
が
義
務
と
し
て
の
内
な
る
究
極
目
的
を
自
然
に
費
現
す
る
限
り
に
果
て
威
結
す
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。
こ
の
黙
か
ら
も
、

カ
ン
ト
と
へ
…
ゲ
ル
と
で
は
自
然
に
齢
し
て
果
し
得
る
人
聞
の
賢
践
の
憲
義
が
異
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
、
自
然
的
秩
序
と
目
的
論
的
秩
序

と
は
共
に
、
～
つ
の
帯
封
的
イ
デ
ー
に
根
源
を
も
つ
て
、
凡
て
が
一
元
化
さ
れ
る
の
に
勤
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
人
聞
と
自
然
と
の
封
立
を

制
然
と
立
て
N
、
二
元
的
に
考
へ
て
居
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
叡
智
的
秩
序
に
自
然
の
潭
沌
と
不
毛
と
を
章
台
せ
し
め
る
働
き
と
し

て
、
文
化
と
云
ふ
こ
と
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
理
性
駒
存
在
蔚
の
…
場
合
に
、
自
已
が
選
擦
し
た
目
的
一
般
に
嘱
す
る

資
質
を
生
み
だ
す
（
し
海
が
つ
て
理
性
的
存
在
者
の
自
由
に
占
い
て
〉
こ
と
が
黒
化
で
あ
る
。
し
潅
が
つ
て
文
化
の
み
が
人
類
に
肥
し
て
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ゆ
ご

我
鳶
が
自
然
に
擁
す
る
斑
由
を
も
つ
と
こ
ろ
の
最
後
の
鼠
的
で
あ
り
う
る
」
と
蓮
べ
て
居
る
。
こ
の
様
な
文
化
と
云
ふ
理
念
に
依
っ
て
、

自
然
に
同
的
的
雛
系
が
附
輿
さ
れ
、
自
然
と
自
由
と
が
統
一
可
能
と
な
る
が
、
事
由
法
的
に
ま
三
思
辮
的
に
統
一
媒
介
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
人
聞
が
道
徳
的
主
幾
と
し
て
、
内
な
る
究
糎
原
理
を
外
な
る
自
然
に
費
潔
し
、
從
っ
て
自
然
が
自
由
に
從
組
す
る
限
り
に
於
て
で
あ

る
。
議
の
・
匁
ま
で
第
二
批
甜
判
の
凱
君
徳
払
繭
を
嗣
離
れ
て
文
化
的
目
画
論
覗
を
考
へ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
が
、
唾
、
第
三
批
漏
判
の
道
穂
四
的
隅
的
鼠
彌
が
第

二
批
鯛
の
濫
徳
論
に
封
し
て
、
あ
る
程
度
の
前
進
左
示
し
て
居
る
と
云
は
れ
る
の
は
、
行
爲
の
原
閃
の
解
明
に
重
き
を
お
い
た
後
者
に
封

し
て
七
二
の
結
泉
が
全
雛
の
内
で
如
何
な
る
意
漉
を
荷
ふ
か
左
圭
と
し
て
解
明
し
て
み
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
モ
れ
故
、
そ
こ
に
異
っ

た
面
輔
が
あ
る
様
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
若
し
異
っ
た
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
寧
ろ
幸
輻
圭
義
と
し
て
第
二
細
読
に
於
て

は
勿
論
の
こ
と
、
目
的
論
に
於
て
も
強
く
否
定
さ
れ
て
居
る
所
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
更
し
て
、
自
然
の
葱
味
は
嬢
的
論
に
入
る
と
、
第
一
…
批
判
や
第
二
批
判
よ
り
も
主
驚
に
蔵
し
て
異
つ
元
關
係
を
も
つ
て
來
る
。

自
然
は
第
一
批
制
で
は
認
識
の
成
立
に
封
し
て
質
料
的
な
意
味
を
荷
ひ
、
第
こ
批
判
に
於
て
は
才
徳
に
賦
し
て
抵
抗
原
理
と
な
り
、
そ
れ

が
第
三
批
制
の
文
化
的
目
的
論
に
於
て
は
、
主
盤
の
行
爲
に
呼
饗
し
調
和
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
如
何
に
し
て
か
ふ
る
合
目
的
檬
相
左
自

然
が
爪
跡
に
提
示
す
る
か
と
云
へ
ば
、
第
一
批
判
よ
り
第
二
批
制
、
第
二
批
制
よ
り
第
三
批
劇
の
目
的
論
に
上
昇
す
る
霊
盤
の
内
面
化
の

運
動
の
系
譜
キ
…
難
し
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
感
性
よ
り
も
悟
性
、
制
定
的
制
臨
　
カ
よ
り
も
反
省
的
翻
断
力
、
或
は
理
論
…
理
性
よ
b
ノ
も
費
践
理

性
と
云
っ
た
様
に
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
學
以
懸
濁
鰍
論
的
に
考
へ
ら
れ
た
形
而
上
學
的
鮒
封
蝋
を
認
識
講
親
内
の
諸
…
擬
能
の
特
性
と
し
て
内
面
化

し
た
と
弐
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
し
か
も
理
論
埋
性
よ
り
も
賢
愚
理
性
に
優
位
が
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
化
さ
れ
た
外
な
る
秩

序
が
自
由
の
秩
序
に
…
從
協
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
共
に
、
か
生
る
内
な
る
從
厨
言
為
を
轟
び
外
な
る
自
然
的
秩
序
に
蒋
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
圭
髄
に
合
同
的
的
調
和
を
持
つ
も
の
と
し
て
自
然
の
概
念
を
噺
定
す
る
。
決
し
て
自
然
が
即
自
的
に
合
目
的
的
で
あ
る
と
云

は
れ
て
る
な
い
。
先
言
的
自
由
に
よ
り
一
度
自
然
か
ら
離
脆
し
た
道
徳
的
主
盤
が
次
に
は
丈
化
の
虫
髄
と
し
て
、
平
な
る
究
極
目
的
を
賢

践
駒
自
霞
の
場
で
あ
る
自
然
に
費
硯
す
る
と
き
、
自
然
の
含
厨
的
性
が
成
立
し
、
し
か
も
自
然
が
合
目
的
的
で
あ
る
限
り
、
自
然
が
自
然

　
　
　
潟
然
的
秩
序
と
措
的
論
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閥
九

且
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哲
學
研
究
旧
第
臨
買
三
十
瓢
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
　
　
　
・

　
以
上
の
如
く
、
自
然
を
撮
擦
づ
け
る
た
め
に
は
、
　
一
度
自
然
を
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
離
れ
な
．
け
れ
ば
、
理
性
の
自
已
批
劇
が
不

可
能
と
な
り
、
二
っ
て
そ
こ
か
ら
自
然
の
克
服
も
不
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
理
性
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
も
自
然
と
な
り

世
界
も
世
界
と
な
る
と
云
っ
た
哲
學
的
境
地
が
呉
規
さ
れ
て
居
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
構
逓
は
、
蜀
的
論
の
絡
り
に
読
か
れ
て
居

る
紳
の
存
歴
の
論
諮
方
法
に
於
て
も
岡
じ
様
に
云
は
れ
る
。

　
カ
ソ
｝
は
「
し
か
る
に
確
信
を
目
迎
と
す
る
誰
明
に
も
、
さ
ら
に
二
三
の
種
類
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
封
象
自
膿
が
例
で
あ
る
か
左
決

定
す
べ
き
簡
明
か
、
も
し
く
は
封
象
制
定
の
な
め
に
我
六
に
と
っ
て
必
然
的
な
理
性
原
理
の
上
か
ら
勤
数
が
我
汝
（
入
間
二
般
）
に
と
っ
て

何
で
あ
る
か
を
決
定
す
べ
き
讃
潮
力
で
あ
る
。
：
：
前
者
に
お
い
て
は
諮
明
は
規
定
三
豊
噺
力
に
帰
し
て
充
分
な
る
原
理
に
基
き
、
後
者

に
お
い
て
は
輩
に
反
省
的
制
断
力
に
撫
し
て
充
分
な
る
原
理
に
基
い
て
み
る
。
後
考
の
場
ム
ロ
軍
に
理
論
的
原
理
に
基
い
た
も
の
と
し
て
は

決
し
て
確
定
を
生
す
る
働
き
は
な
い
。
し
か
し
費
践
的
理
性
原
理
が
根
抵
に
あ
る
な
ら
ば
（
こ
の
原
理
は
、
し
た
が
っ
て
普
遜
的
に
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
　

必
然
的
に
安
當
す
る
）
純
粋
な
實
践
的
見
地
に
酔
い
て
充
分
な
る
確
信
、
換
諭
す
れ
ば
道
徳
的
確
儒
を
要
求
す
る
こ
と
が
出
由
る
し
と
蓮

べ
て
居
る
が
、
紳
の
存
在
が
道
徳
的
に
二
面
さ
れ
る
根
盤
は
、
費
践
理
性
に
導
か
れ
乍
ら
、
特
殊
よ
の
普
逓
を
求
め
る
能
力
と
し
て
の
反

覆
的
制
漸
力
の
原
理
に
よ
つ
て
居
る
。
主
観
的
な
必
然
性
左
内
に
も
つ
費
践
理
性
は
、
類
比
の
能
力
で
あ
る
反
省
的
判
断
力
に
確
信
を
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

た
へ
て
、
「
理
論
理
性
が
絶
望
し
つ
玉
、
そ
の
う
ち
に
拘
束
さ
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
限
界
を
超
え
て
理
性
を
披
塾
せ
し
め
る
」
。
即
ち

反
省
建
制
合
力
は
、
理
論
理
性
の
優
位
に
あ
る
賢
践
理
性
に
調
濡
し
從
帯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
輪
を
精
髄
の
事
柄
と
し
て
成
立
せ
し
め

る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
理
論
理
性
、
規
定
的
判
臨
力
の
線
を
抑
制
し
つ
㌧
且
つ
自
然
の
目
的
的
論
法
に
よ
る
自
然
榊
面
的
立
場
の
猫
断
を

さ
け
て
、
專
ら
實
躍
無
反
省
的
診
断
力
に
立
脚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
曾
っ
て
理
性
が
望
み
つ
玉
も
、
な
し
得
な
か
っ
た
地
不
を
開
く
の

で
あ
る
。
邸
ち
カ
ン
ト
に
於
て
は
淋
の
存
在
の
誰
明
は
、
超
自
然
的
方
法
で
も
な
く
、
ま
旋
理
論
理
性
を
媒
介
と
す
る
自
然
的
方
法
で
も

な
く
、
道
徳
的
實
鷹
に
よ
る
論
諮
、
云
ひ
か
へ
殖
ぱ
、
自
己
の
内
面
性
の
深
化
を
流
し
て
自
己
が
自
動
自
身
に
驕
観
す
る
關
野
性
の
中
で



超
自
然
的
急
な
る
q
＄
の
の
投
影
を
把
へ
よ
う
と
晶
9
る
漁
買
存
的
論
誰
で
藷
の
る
と
云
つ
！
－
．
よ
か
ら
う
。
サ
で
れ
一
は
一
癖
超
自
然
的
な
る
も
の
カ
一
排
除

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
な
る
重
患
の
立
場
に
自
己
を
お
き
乍
ら
、
か
へ
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
反
映
す
る
限
り
の
超
越
者

の
姿
を
見
出
さ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
所
謂
近
代
的
敬
慶
の
典
型
的
立
場
を
表
明
し
て
居
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ

も
要
略
す
須
ば
、
人
聞
の
費
存
的
画
廊
に
於
て
自
己
が
自
己
自
身
と
な
る
限
り
、
紳
も
紳
と
な
る
と
云
っ
た
境
地
を
具
現
し
て
居
る
も
の

と
黛
へ
る
し
、
こ
れ
は
前
面
の
如
く
、
自
已
が
本
唾
液
自
已
に
な
る
蓮
動
の
渦
程
に
於
て
、
自
然
も
自
然
と
し
て
の
目
的
的
膿
血
を
も
つ

に
至
る
と
茨
つ
π
の
に
封
慮
す
る
。

　
　
　
註

　
（
1
）
　
開
野
9
や
く
．
℃
ω
．
◎
◎
Q
◎
’

　
（
2
）
国
噌
』
・
d
‘
珈
①
ω
●

　
（
3
）
　
二
節
、
（
註
）
の
（
3
）
を
夷
．
㎜
聡
。

　
（
4
）
　
図
び
含
d
4
⑳
8
匿

　
（
5
）
凄
圃
儀
ゐ
㊤
H
．
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以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
出
掌
る
様
に
、
カ
ン
ト
の
騒
的
論
の
骨
子
は
自
然
目
的
論
と
道
徳
的
目
的
論
と
に
二
分
す
る
こ
と
が
出

眠
る
。
前
者
は
第
一
…
批
判
に
於
て
準
・
備
…
さ
れ
た
紳
學
的
理
念
を
赫
熱
烈
原
理
と
し
て
前
提
し
、
個
物
認
識
の
可
能
性
を
自
然
の
冒
約
的
贈
脚
系

に
求
め
乍
ら
、
法
則
紅
霞
然
の
領
域
か
ら
、
意
志
の
封
象
の
領
域
に
接
近
し
て
み
る
。
後
蔚
は
第
二
批
劇
に
於
け
る
「
毒
煙
理
性
の
優

紘
」
の
理
念
を
煎
凝
し
て
、
理
論
理
性
の
封
鎖
で
あ
る
自
然
的
秩
序
に
、
内
な
る
究
極
日
的
と
し
て
の
義
務
を
賢
撫
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

良
化
を
形
成
し
、
意
志
の
領
域
か
ら
自
然
の
領
域
に
降
下
し
た
と
云
ひ
う
る
。
℃
冨
β
o
ヨ
。
コ
§
か
ら
上
昇
す
る
場
舎
も
2
0
¢
ヨ
Φ
ご
§
か

ら
下
降
す
る
場
含
も
共
に
そ
の
圭
機
と
な
っ
て
居
る
も
の
は
、
特
殊
よ
り
普
遇
を
探
求
す
る
能
力
で
あ
る
反
省
的
鯛
増
力
で
あ
っ
て
、
前

　
　
　
自
然
的
験
序
と
H
的
孟
的
験
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
五
一
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気
學
欝
寛
　
第
四
汀
識
十
風
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孤
二

者
の
場
會
は
理
論
約
統
制
的
で
あ
る
が
、
後
者
の
託
泣
は
費
践
的
構
成
的
と
な
る
。

　
こ
の
様
に
第
一
、
第
…
　
批
諸
書
に
於
て
、
封
象
が
理
論
的
な
も
の
か
ら
、
費
践
約
な
も
の
へ
移
行
す
る
こ
と
や
、
ま
た
目
的
論
に
於
け

る
自
然
目
的
論
よ
り
道
徳
的
閣
的
論
へ
の
移
行
に
は
、
そ
の
…
運
動
渦
｝
程
の
根
冠
に
あ
る
根
∵
本
的
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
、
圭
燈
が
自
己
自
身

の
内
面
性
へ
の
超
越
左
通
し
て
完
成
せ
ん
と
し
た
「
理
性
の
確
立
」
と
巽
ふ
問
題
が
伏
在
し
て
み
る
。
自
己
自
身
へ
の
超
越
は
同
時
に
他

を
根
櫨
づ
け
る
原
理
と
な
る
。
カ
ン
ト
の
場
合
で
は
、
認
識
或
は
遣
徳
の
悪
擦
づ
け
も
「
理
性
の
確
立
」
と
云
ふ
モ
テ
ィ
ー
フ
と
共
に
す

玉
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
が
他
に
よ
ら
す
に
、
純
粋
に
自
已
自
身
に
關
点
す
る
蘭
係
性
に
於
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
る
る
。

そ
れ
故
「
理
性
の
確
立
」
は
「
理
性
の
自
律
」
に
相
即
す
る
も
の
で
あ
っ
て
「
理
性
批
鋼
し
は
こ
れ
を
二
中
心
と
し
て
楕
二
形
を
形
成
し

て
居
る
の
で
あ
る
。
認
識
も
實
践
も
こ
の
様
な
「
理
性
批
鋼
」
と
云
ふ
牧
敷
を
経
穴
の
ち
に
、
理
性
は
そ
の
脚
力
で
あ
る
自
然
と
道
徳
の

究
極
的
支
配
者
と
な
る
。
共
虚
に
ま
た
カ
ン
｝
の
巽
ふ
文
化
概
念
が
生
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
様
な
理
性
を
原
理
と
し
た
文
化
哲
學
に
於
て
は
、
自
然
、
世
界
、
瀞
も
凡
て
理
性
の
自
己
費
現
の
契
機
と
し
て
の
み
存
在
贋

櫨
を
も
つ
て
居
る
と
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
そ
の
黙
、
理
性
は
自
己
の
限
界
を
賢
准
の
限
界
と
し
て
居
る
と
云
ひ
う
る
。
然
る
に
入
間
の
理

性
は
、
本
來
他
者
と
の
生
の
共
同
に
成
立
す
る
人
格
的
な
る
も
の
で
あ
る
故
、
理
性
の
確
立
を
理
性
の
自
律
に
求
め
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト

の
文
化
圭
義
哲
學
で
は
、
眞
の
人
格
的
概
念
を
見
失
ふ
ば
か
砂
か
、
最
も
高
度
の
自
　
覚
に
達
し
た
理
性
は
、
そ
の
極
黙
に
於
て
き
は
め
て

不
安
定
な
状
態
と
な
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
世
界
の
内
に
自
己
の
み
が
存
在
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
自
己
す
ら
存
在
し
な
い

こ
と
で
あ
る
。
歴
皮
的
に
も
そ
の
こ
と
は
明
か
で
あ
っ
て
、
十
九
横
歩
に
入
る
や
、
理
性
は
自
ら
の
虚
無
性
に
行
き
當
つ
だ
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
來
、
聯
化
さ
れ
た
理
性
を
原
理
と
し
て
克
服
さ
れ
た
自
然
は
、
近
代
の
末
に
は
、
機
械
文
明
と

云
ふ
互
獣
と
し
て
あ
ら
は
れ
、
飼
作
者
で
あ
る
人
闇
を
齎
ぴ
や
か
し
、
人
…
開
が
無
機
的
自
然
に
支
配
さ
れ
る
と
云
ふ
、
太
古
に
人
類
が
経

験
し
た
檬
な
逆
鹸
W
と
倒
錯
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
曾
っ
て
維
験
し
た
こ
と
の
な
い
恐
る
べ
き
↓
げ
Φ
≦
鋤
琢
①
い
帖
5
島
が
「
内

藤
性
の
喪
失
」
「
聯
關
性
の
喪
失
」
と
云
ふ
様
相
を
と
っ
て
人
聞
の
魂
に
訪
つ
れ
驚
。
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そ
も
そ
も
中
世
の
諾
威
再
説
よ
り
臆
饗
し
て
、
本
來
の
自
己
に
露
つ
た
筈
で
あ
る
理
性
が
、
近
代
精
聯
の
系
譜
に
湿
て
こ
の
様
な
破
局

的
絡
末
の
懲
役
を
演
ず
る
と
は
、
想
像
す
ら
出
來
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
費
は
入
聞
の
根
抵
が
す
で
に
一
つ
の
決
定
的
境
位
に
あ
る

こ
と
を
思
へ
ば
、
當
然
の
こ
と
と
云
へ
る
。
邸
ち
理
性
が
か
く
も
自
已
充
足
樵
と
云
ふ
幻
影
を
求
め
て
や
ま
な
い
の
は
、
自
己
充
足
な
る

紳
に
与
し
て
犯
し
な
罪
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
罪
の
結
果
理
性
が
自
律
性
を
失
っ
て
他
律
酌
な
支
配
を
う
け
る
こ
と
は
理
性
の
自
己
疎
外

で
あ
り
、
理
性
の
自
殺
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
に
も
拘
ら
す
理
性
が
あ
く
ま
で
そ
の
自
律
性
を
貫
か
う
と
す
る
こ
と
は
、
以
上
蓮

べ
た
檬
な
悲
劇
的
倒
錯
盤
を
邸
結
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
獄
マ
書
一
章
に
「
そ
れ
聯
の
見
る
べ
か
ら
ざ
る
永
遠
の
能
力
と
紳
性
と

は
造
ら
れ
た
る
物
に
よ
り
世
の
劇
よ
り
悟
り
え
て
明
か
に
見
る
ぺ
け
れ
ば
、
彼
ら
云
ひ
視
る
る
術
な
し
。
紳
を
知
り
つ
玉
も
術
こ
れ
を
紳

と
し
て
崇
め
ず
、
感
謝
せ
ず
、
そ
の
念
は
虚
し
く
、
そ
の
愚
な
る
心
は
暗
く
な
れ
り
。
自
ら
齢
し
と
総
へ
て
愚
と
な
り
、
絶
つ
る
こ
と
な

き
榊
の
黒
光
を
易
へ
て
朽
つ
べ
き
入
お
よ
び
禽
鰍
、
纈
W
ふ
物
に
似
た
る
像
と
な
す
。
：
・
：
・
。
彼
ら
は
神
の
眞
を
易
へ
て
墨
差
と
な
し
、

造
物
圭
を
措
き
て
造
ら
れ
た
る
物
を
癒
し
、
且
つ
こ
れ
に
事
ふ
、
事
物
圭
は
永
遠
に
畏
む
べ
き
考
な
り
、
ア
ァ
メ
ン
。
」
と
記
さ
れ
て
あ
る

こ
と
は
、
罪
か
ら
來
る
人
闇
の
倒
鈷
性
を
表
し
て
あ
ま
り
あ
る
。
自
律
も
他
律
も
、
罪
と
云
ふ
同
じ
ダ
イ
メ
ン
シ
ョ
ソ
に
あ
る
法
界
内
に

行
は
れ
る
斜
面
で
あ
れ
ば
、
中
世
と
近
代
と
．
に
於
て
示
さ
れ
た
如
く
、
理
性
は
そ
れ
自
身
亡
び
の
限
界
状
況
に
入
っ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、

凡
て
は
悪
循
必
勝
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
か
玉
る
自
律
も
他
律
も
、
世
界
の
彼
方
か
ら
興
る
光
に
よ
っ
て
新
生
し
な
け
れ
ば
、
凡
て
は
擬
装

的
な
も
の
と
な
り
、
破
局
に
疑
る
も
の
と
な
る
。
た
と
へ
ば
、
他
律
を
糧
と
す
る
金
盤
圭
義
に
自
ら
の
生
き
る
道
を
見
出
し
た
り
、
或
は
、

「
絶
望
し
て
爾
も
自
己
自
身
で
あ
ら
う
と
歓
す
る
し
能
動
酌
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
自
律
の
徹
底
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
如
き
破
局
に
於

て
も
明
瞭
に
槻
取
出
攣
る
が
、
中
枇
的
他
律
も
近
代
的
自
律
も
現
代
で
は
未
解
決
の
ま
玉
同
時
存
在
し
て
一
概
の
単
離
と
細
蟹
と
を
も
た

ら
し
て
居
る
。
中
世
的
方
法
も
近
代
的
方
法
も
、
究
極
的
原
理
を
夫
汝
他
律
と
自
律
に
求
め
乍
ら
、
何
ら
の
悟
道
を
褒
見
し
な
か
っ
た
と

云
へ
よ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
一
暦
橿
抵
に
あ
っ
て
采
配
を
ふ
る
ふ
理
性
自
驚
…
が
根
本
的
に
改
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
い
こ
と
を
示
し
て
あ

ま
り
あ
る
も
の
で
あ
る
。
他
律
も
自
律
も
理
性
の
グ
イ
メ
ン
シ
ョ
ン
と
は
異
っ
た
、
淋
の
恩
寵
か
ら
堪
る
理
性
の
新
生
の
上
に
墓
礎
づ
け

　
　
　
鴇
然
的
験
序
と
畏
的
諭
的
秩
序
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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哲
畢
研
究
　
第
四
百
三
十
五
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
醤

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
他
律
即
自
律
と
し
て
の
「
自
己
な
ら
ぬ
自
己
」
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
働
き
に
於
て
最
早
自
己
中
心
よ

り
紳
中
心
に
改
革
さ
れ
て
、
「
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
小
敏
理
…
問
答
」
（
盟
6
≦
①
露
ヨ
貯
。
。
行
霞
ω
7
0
冨
巽
O
簿
①
。
課
ω
ヨ
）
に
記
さ
れ
て
居
る
様

に
「
紳
の
榮
光
を
あ
ら
は
し
、
紳
を
永
遽
に
悦
ぶ
し
器
と
な
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
様
な
神
に
從
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
聯
を
讃
美
す
る
自
由

を
得
る
と
云
ふ
、
自
律
即
他
律
を
基
礎
づ
け
る
「
紳
律
」
は
自
然
的
秩
序
と
昌
的
論
的
秩
序
に
如
何
な
る
具
髄
的
解
答
を
あ
た
へ
る
か
、

こ
れ
は
新
し
い
論
題
と
し
て
後
日
の
機
禽
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
私
は
カ
ル
ビ
ン
の
O
び
犠
ω
餓
の
ほ
僧
Φ
村
①
嵩
ぴ
q
．
貯
ω
仲
凶
ε
江
。

の
内
に
詮
か
れ
て
居
る
聖
定
（
伽
Φ
O
圏
。
①
）
と
一
般
忽
寵
（
o
o
ヨ
ヨ
O
切
α
q
舜
。
Φ
）
の
敏
理
に
最
も
充
賢
し
た
其
騰
的
解
答
を
求
め
る
こ
と
が

畠
來
る
と
考
へ
て
居
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
婚
灘
砦
罰
　
四
國
ル
ィ
リ
ス
ト
教
學
蘭
隅
〔
哲
罵
ず
〕
助
灘
弘
授
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE
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［1］he　Natural　and　the　［1］eleologieal　Order

一A　Construction　and　Critique　ofi　Kant’s　Teleology一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bJ？　Yoshitomo　Yamanaka

　　In　Kant’s　philosophy　the　grounds　of　knowledge，　rnoral，　and　art　are

sought　by　critiques　of　Reason，　in　which　Reason　goes　to　the　bottom　o£

its　own　inwardness，　and　whereby　it　secures　its　own　autonomy．

　　Kant’s　teleology，　which　is　divided　into　two　parts，　bases　itself　on　the

coitclusions　ofi　his　First　and　Second　Critiques，　and　shows　at　a　high　level

such　a　unique　genealogy　of　Reason．　Natura1　teleology，　being　media．ted

by　the　autonomous　t　heoretical　reflexive　judgement，　begins　with　a　regu一

！ation　of　the　accidents　and　ends　in　a　symbolization　of　the　noumenon．

Moral　teleology，　which　is　mediated　by　the　autonomous　practical　judge一

磁ent，　has　a　scheme　to　ac加alize　the　f呈nal　purposes　as　the　realization

o£　our　inward　duties　in　external　nature．　lt　presupposes　the　“　superiority

o£　the　practical　Reason　”　and　purports　to　unify　nature　and　moral　in　the

sphere　ef　practice．

　　This　idealistic　assertion　oi　Reason，　having　such　a　perspective，　suggests

that　Reason　may　absorb　both　God　and　nature　as　moments　ofits　self－

realizatien，　so　may　come　to　conclude　the　self－sufficiency　of　Reason　in

the　wor！d．　ln　such　a　case，　however，　Reason　weuld　become　aware　o£

its　solitude　and　hence　its　uncertainty，　which　will　bring　its　own　col！apse

and　destruction．　I　think　that　the　cxisis　of　our　modern　age　reveals

clearly　enough　this　situation　of　the　autonomous　reason．

1



　　With　a　view　to　the　tuture　of　the　spiritual　world，　in　the　midst　of　such

a　situation，　1　can　not　help　asserting　to　be　able　to　find　a　new　way　to

autonomy　in　the　Calvinistic　doctrine　of　predestination　and　common

grace，　which　points　to　a　dimensien　that　can　only　be　reached　by　a　cQn－

version　to　“theonomy”　一through　the　heteronomy　ef　depending　on　the

order　of　grace－a琵d　is　entirely　different鉦◎皿Kant，s　autonomous　Reason．

On　the　Scope　and　Method　of　litte｝leetual　History

by　Masao　Nakamura．

　　Intellectual　history　is，　in　a　sense，　a　synthetic　history　of　all　cultural

sciences．　lt　deals．　not　only　with　a　history　of　systematized　thought　such

as　theo！ogy　and　philosophy，　but　with　the　laws　of　development　under

which　thought，　knowledge　and　values　have　been　actual｝y　formed　and

developed，　though　not　necessariiy　in　certain　definlte　patterns，　in　human

mlnd．　ln　other　words，　it　deals　with　the　problem　how　they　have　been

inf！uenced　by　and　influeRcing　on　the　natural　environment，　economy，

politics　and　social　conditiens　in　which　they　have　been　formed　and

developed．　ln　the　demand　for　such　an　inclusive　study　as　inteilectual

history，　like　in　other　new　movements　in　cultural　sciences，　seems　to

have　been　clear1y　reflected　the　progress　which　has　been　made　in　the

fields　of　cultural　sciences　and　their　newly－discovered　research　areas　in

the　borderlands　between　various　sciences．　The　iour　main　problefns　in

intellectual　history　pointed　out　by　？ro£．　Baumer　rnay　be　regarded　on

the　whole　to　be　appropriate．

　　The　intellectual　historian　attempts，　moreover，　to　combine　the　fnethed

e£　realists　with　that　of　idealists，　attaching　no　iess　importanc’?　on　literary

non－cumulative　knowledge　than　on　natural　scientfic　cumulative　knowledge，

and　to　try　to　find　out　a　direction　for　us　to　fellow，　through　a　study　of

the　history　of　Western　thought　of　over　two　thousand　years，　not　merely

2


