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思
惟
の
根
本
命
題
は
、
思
推
の
働
き
を
導
き
、
規
制
す
る
。
そ
れ
故
思
推
の
根
本
命
題
は
、
思
惟
の
法
鋼
と
も
よ
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
は
同
一
性
の
命
題
、
矛
厨
の
命
題
、
排
中
の
命
題
が
数
え
ら
れ
る
。
通
例
の
考
え
に
よ
る
と
思
惟
の
法
鋼
は
、
そ
の
都
度
何
が
思
惟
さ

れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
閥
り
な
く
、
又
そ
の
際
ど
の
よ
う
に
戦
規
が
進
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
度
外
税
し
て
、
如
何
な
る
思
惟

に
も
濫
費
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
思
惟
の
法
則
は
、
そ
の
都
度
考
え
ら
れ
る
甥
象
の
内
容
も
、
思
惟
の
形
式
印
ち
思
惟
の
進
め
ら
れ
方
も
、

顧
慮
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
思
惟
の
法
則
は
内
容
と
し
て
は
空
虚
で
あ
っ
て
、
軍
な
る
形
式
で
あ
る
。
こ
の
思
種
の
形
式
の
中
で
、

概
念
の
形
成
や
、
判
断
の
断
定
、
推
理
の
論
結
が
動
く
の
で
あ
る
。
從
っ
て
思
惟
の
室
慮
な
形
式
は
公
式
的
に
表
わ
さ
れ
る
。
同
一
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
1
）

命
題
は
、
A
聾
A
と
い
う
公
式
を
も
つ
。
矛
隠
の
命
題
は
、
A
は
A
に
等
し
く
な
い
、
と
い
う
。
排
中
の
命
題
は
、
X
が
A
で
あ
る
か
或

は
A
で
な
い
か
で
あ
る
、
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
思
雛
の
法
則
の
公
式
は
、
特
異
な
仕
方
で
互
に
入
り
こ
み
あ
っ
て
い
る
。
從
っ
て
ま
た
こ
れ
ら
を
、
夫
々
相
互
か
ら
導
照
す
る
事
が
試
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み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
色
々
な
仕
方
で
爲
さ
れ
た
。
A
は
A
に
等
し
く
な
い
と
い
う
矛
盾
の
命
題
は
、
A
1
1
A
と
い
う
聞
一
性
の
肯
定

的
命
題
の
否
定
的
形
式
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
然
し
ま
た
逆
に
、
同
一
性
の
命
題
が
あ
る
覆
い
隠
さ
れ
た
王
立
に
基
づ
く
限
り
、
そ
れ
は

矛
盾
の
命
題
の
未
だ
展
開
さ
れ
て
い
な
い
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
排
中
の
命
題
は
、
岡
一
性
の
命
題
と
矛
盾
の
命
題
の
直
接
の
麟
結
と

し
て
生
ず
る
か
、
或
は
爾
者
の
中
間
項
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
思
惟
の
法
則
に
つ
い
て
何
が
ど
の
よ
う
に
論
議
さ
れ
よ
う
と
も
、
思
惟

の
法
則
は
直
接
明
ら
か
な
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
五
聖
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
え
し
ば
し
ば
思
わ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
正
し
く

吟
味
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
は
論
誰
さ
れ
得
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
實
貰
い
か
な
る
論
謹
も
既
に
思
惟
の
働
き
な
の
で
あ
る
。

從
っ
て
論
理
は
既
に
思
惟
の
法
則
の
支
配
下
に
あ
る
。
こ
の
場
合
に
襟
留
は
、
思
惟
の
法
則
の
上
位
に
立
っ
て
そ
の
潰
理
を
正
當
化
す
る

こ
と
を
、
如
何
に
し
て
欲
し
得
よ
う
か
。
然
し
な
が
ら
思
推
の
法
則
が
論
讃
出
埋
る
か
否
か
と
い
う
特
別
な
問
を
不
適
當
な
問
と
み
な
す

場
合
で
も
、
思
惟
の
法
則
の
考
察
に
於
て
一
つ
の
矛
臆
に
巻
込
ま
れ
る
と
い
う
危
瞼
は
依
然
と
し
て
残
る
。
我
々
は
思
惟
の
法
則
に
封
ず

る
時
、
あ
る
特
異
な
朕
態
に
陥
る
。
つ
ま
り
恩
惟
の
根
本
命
題
を
我
々
の
前
に
持
出
そ
う
と
試
み
る
度
に
、
そ
れ
は
不
可
避
的
に
我
々
の

思
惟
の
主
題
ー
ー
そ
し
て
思
推
の
法
則
の
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
後
に
、
い
わ
ば
背
後
に
い
つ
も
翫
に
思
惟
の
法
則
が
い
て
、

思
惟
の
法
賜
を
思
索
す
る
あ
ら
ゆ
る
歩
み
を
操
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
指
摘
し
た
事
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
思
惟

の
法
則
を
事
象
に
即
し
て
正
し
く
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
、
一
墨
に
阻
む
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
然
し
な
が
ら
こ
の
見
か
け
は
、
西
洋
の
思
惟
の
歴
史
に
発
て
何
が
出
遅
し
た
か
に
注
意
す
る
時
、
直
ち
に
解
消
す
る
。
そ
の
出
來
事
は
、

歴
史
學
的
に
数
え
て
一
批
紀
孚
鞭
つ
か
維
た
ぬ
か
で
あ
る
。
そ
の
出
來
事
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
た
の
だ
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ

ェ
リ
ン
グ
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
思
索
家
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
思
惟
が
そ
の
可
能
性
の
他
の
次
元
へ
、
あ
る
黙
か
ら
す
る
と
最
高

の
次
売
へ
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
思
難
は
そ
れ
と
承
知
し
て
辮
讃
法
的
と
な
る
。
こ
の
零
墨
法
の
圏
内
で
ヘ

ル
ダ
…
リ
ン
と
ノ
ヴ
一
、
ー
リ
ス
の
詩
的
省
察
も
動
き
、
然
も
辮
憲
法
の
測
り
知
れ
ぬ
深
み
に
燭
蛮
さ
れ
て
更
に
一
層
激
し
く
動
く
の
で
あ

る
。
そ
の
理
事
の
完
結
に
至
る
ま
で
完
全
に
遽
行
さ
れ
た
、
痔
謹
書
の
理
論
的
思
辮
的
展
開
は
、
　
「
論
理
の
學
　
（
ぜ
≦
絵
。
器
。
囲
嬉
篇
〔
醐
費



165

い
。
σ
q
蔚
）
」
と
題
さ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
著
作
に
於
て
、
．
阪
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
思
議
が
辮
謹
法
の
次
元
に
入
る
と
い
う
出
島
事
は
、
歴
史
的
な
出
來
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
出
珍
事
は
過
ぎ
去
っ
て
我
々
の
後
に
あ

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
い
う
兇
か
け
が
存
在
す
る
の
は
、
歴
史
を
歴
史
學
的
に
表
象
す
る
事
　
（
象
o
O
o
ω
o
｝
比
。
｝
霧
◎
三
・
。
ε
騰
冴
。
調

く
。
蔵
置
8
濠
⇒
）
　
に
我
々
が
慣
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
行
う
研
究
の
歩
み
の
う
ち
に
は
、
歴
史
へ
の
我
々
の
量
り
が
繰
返
し

入
り
こ
ん
で
く
る
で
あ
ろ
う
。
從
っ
て
そ
れ
を
辛
め
み
と
め
て
以
下
の
事
を
注
意
し
て
お
こ
う
。

　
我
々
が
歴
史
を
歴
史
學
的
に
表
象
す
る
間
は
、
歴
史
は
生
起
と
し
て
現
わ
れ
る
、
但
し
こ
の
場
合
は
以
萌
と
以
後
の
纈
起
と
い
う
仕
方

で
の
生
起
で
あ
る
。
我
々
磨
身
、
生
起
が
貫
流
し
て
い
る
あ
る
現
在
の
中
で
、
自
分
を
見
籍
し
て
い
る
。
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
こ
の
競
在

か
ら
し
て
、
現
に
在
る
も
の
へ
と
箕
定
さ
れ
る
。
こ
の
現
に
在
る
も
の
の
爲
に
未
來
の
も
の
が
計
霊
さ
れ
る
。
生
起
の
懸
起
と
い
う
、
歴

史
に
つ
い
て
の
歴
史
學
的
な
表
象
は
、
ど
こ
ま
で
本
証
の
歴
史
が
本
質
的
な
意
味
で
常
に
現
i
在
（
O
o
σ
q
窪
↓
く
磐
急
）
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
、
維
験
す
る
の
を
妨
げ
る
。
こ
の
場
合
の
現
在
は
今
の
瞬
間
に
了
度
存
在
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
現
一
撃
と
は
我
々

を
迎
え
待
ち
（
o
簿
σ
q
o
σ
q
，
2
≦
馬
鞭
露
）
、
我
々
が
そ
れ
に
自
分
を
曝
し
撫
す
か
、
或
は
そ
れ
に
封
し
て
自
分
を
閉
ざ
す
か
、
そ
し
て
如
何
に

し
て
そ
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
晃
守
っ
て
い
る
　
（
≦
簿
二
〇
昌
）
も
の
で
あ
る
。
我
々
を
迎
え
一
待
つ
も
の
は
、
我
々
に
將
寄
す
る

（
簿
9
h
β
類
ロ
　
N
⊆
犀
O
B
懲
P
O
降
）
、
印
ち
正
し
く
考
え
ら
れ
た
將
i
來
（
N
〒
犀
⊆
霞
津
）
で
あ
る
。
將
i
來
は
、
人
間
の
現
i
有
（
U
㊤
あ
。
汐
）
に

逸
り
來
っ
て
人
間
に
し
か
じ
か
の
思
い
を
起
さ
せ
る
（
舞
B
旨
。
⇔
）
と
こ
ろ
の
、
思
い
を
呼
ぶ
求
め
（
N
蟷
諺
。
露
呈
σ
q
）
と
し
て
現
…
在
を

統
べ
通
し
て
お
り
、
か
く
し
て
人
閥
は
將
i
來
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
將
…
來
を
思
い
は
か
る
（
〈
O
二
塁
d
「
酔
O
P
）
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
思
い
は
か
り
の
空
氣
の
中
で
始
め
て
、
問
（
紆
。
・
倒
鎚
σ
q
2
）
が
育
っ
て
く
る
、
即
ち
ど
の
分
野
で
あ
ろ
う
と
も
あ
ら
ゆ
る
し
っ

か
り
し
た
作
品
を
作
り
出
す
の
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
た
る
本
質
的
な
問
が
、
そ
こ
で
始
め
て
育
っ
て
く
る
。
作
品
が
作
品
で
あ
る
の
は

た
だ
、
そ
れ
が
將
－
來
の
求
め
に
呼
製
し
（
o
纂
。
・
箕
8
げ
。
声
）
、
そ
の
呼
磨
を
遍
じ
て
、
薦
つ
た
も
の
（
国
葬
Ω
o
≦
霧
。
器
）
を
そ
の
隠
れ

た
本
質
の
中
へ
解
き
放
つ
こ
と
、
部
ち
そ
れ
を
傳
承
す
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
で
あ
る
。
偉
大
な
傳
承
は
、
將
・
i
來
と
し
て
我
々
に
將
來
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す
る
。
宝
輪
は
決
し
て
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
算
定
す
る
事
に
よ
っ
て
、
傳
承
が
傳
承
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
、
部
ち
求
め
と
か
呼
び
か

け
に
な
る
の
で
は
な
い
。
作
品
の
中
に
隠
れ
て
い
る
世
界
を
麗
け
た
場
所
へ
そ
の
都
度
も
ち
出
す
と
こ
ろ
の
人
間
は
、
ま
ず
あ
ら
ゆ
る
偉

大
な
作
品
自
勇
に
よ
っ
て
淫
心
さ
れ
、
仕
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
丁
度
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
作
品
の
製
作
は
そ
れ
自
身
、

そ
の
作
品
に
語
り
か
け
ら
れ
る
傳
承
に
豫
め
聴
き
い
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
品
に
於
け
る
翻
造
的
で
天
才
的
な
も
の
と
言
い
な
ら
わ
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
無
意
識
の
中
か
ら
色
々
な
感
摺
や
思
い
つ
き
が
沸
き
立
つ
こ
と
に
潔
癖
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
歴
史
へ
の

爵
舞
め
た
聴
從
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
懸
從
は
聴
く
こ
と
が
出
來
る
と
い
う
純
粋
な
自
由
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　
本
式
の
歴
史
は
現
…
荘
で
あ
る
。
現
一
在
は
、
始
源
的
な
も
の
か
ら
塗
せ
ら
れ
る
求
め
と
し
て
の
、
強
盗
で
あ
り
、
始
源
的
な
も
の
と

は
、
醜
に
存
諭
し
存
し
て
い
る
も
の
と
そ
れ
の
回
れ
た
集
ま
り
（
＜
◎
蕃
ヨ
巨
§
σ
q
）
で
あ
る
。
現
一
在
は
、
有
っ
た
も
の
か
ら
験
せ
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
に
迫
り
一
々
る
呼
び
か
け
で
あ
る
。
歴
史
は
結
局
な
ん
ら
柔
し
い
も
の
を
も
た
ら
さ
な
い
と
書
わ
れ
る
時
、
そ
れ

が
干
篇
一
簿
の
も
の
し
か
起
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
書
蓑
は
貴
實
で
な
い
。
し
か
し
日
の
下
に
は
塗
し
き
も
の
な
し
と

書
う
格
欝
が
、
始
源
的
な
も
の
の
無
虚
血
な
愛
心
力
の
う
ち
に
あ
っ
て
た
だ
古
き
も
の
の
み
が
あ
る
と
い
う
事
を
意
味
す
る
の
な
ら
、
こ

の
珍
書
は
歴
史
の
本
質
を
衝
い
て
い
る
。
歴
史
は
有
っ
た
も
の
の
到
來
で
あ
る
。
こ
の
有
っ
た
も
の
、
部
ち
畿
に
i
存
し
て
い
る
も
の

（
壼
m
O
Q
o
『
◎
㌣
芝
霧
窪
鳥
。
）
、
た
だ
こ
れ
の
み
が
我
々
に
將
來
す
る
。
け
れ
ど
も
過
ぎ
去
っ
た
も
の
は
我
々
か
ら
離
れ
ま
る
。
野
史
學
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

な
算
定
に
と
っ
て
、
歴
史
と
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
と
は
B
下
現
實
的
な
も
の
（
伽
効
ω
　
〉
囲
ハ
汁
戴
①
＝
O
）
で
あ
る
。
然
し
裁
下
現

化
的
な
も
の
は
永
久
に
將
來
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
歴
史
學
の
洪
水
の
中
に
い
る
が
、
歴
史
へ
の
洞
察
は
め
っ
た
に
爲
し
え
な
い
。

薪
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
、
文
暴
露
な
ど
の
諸
組
織
は
、
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
歴
史
學
的
な
算
定
、
つ
ま
り
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を

嘉
穂
化
し
て
露
下
直
實
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
の
、
今
日
基
準
的
で
隅
時
に
宇
宙
的
な
形
式
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
出
來
事
を
拒
否
し

よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
騒
を
紅
ま
す
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
出
來
事
の
本
質
を
考
え
な
い
で
た
だ
こ
れ
ら
を
盲
目
的
に
押
進

め
る
の
も
、
匿
を
眩
ま
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
出
指
事
は
我
々
の
歴
史
に
属
し
、
我
々
に
將
棄
す
る
も
の
に
幽
す
る
か
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ら
で
よ
の
る
。

　
さ
て
思
潅
が
辮
謹
法
の
次
禿
に
入
り
込
ん
だ
と
い
う
出
來
事
も
、
我
々
は
墜
史
的
で
あ
る
と
書
う
。

　
争
奪
法
が
次
元
で
あ
る
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
先
ず
第
一
に
、
辮
護
法
と
は
何
で
あ
る
か
、
又
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
次
元
と
い

う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
我
々
は
次
元
と
い
う
も
の
を
室
問
の
領
域
で
知
っ
て
い
る
。
次
元
は
横
が
り
と

い
う
程
の
こ
と
を
意
味
し
う
る
、
例
え
ば
大
き
な
次
元
の
、
即
ち
大
規
模
の
工
業
施
設
と
い
う
場
合
。
然
し
我
々
は
ま
た
我
々
に
親
し
い

三
次
元
の
無
闇
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
面
は
線
と
臓
別
さ
れ
て
、
今
一
つ
の
次
元
で
あ
る
。
然
し
諏
は
輩
に
線
に
付
加
さ
れ
る
の
で

は
な
く
て
、
爾
ば
線
集
合
と
の
蘭
係
で
雷
う
と
線
集
合
を
自
分
の
中
に
取
入
れ
て
い
る
他
の
圏
域
、
線
集
合
の
爲
の
尺
度
付
輿
（
試
験
学

σq

?
σ
o
）
の
圏
域
で
あ
る
。
岡
じ
事
が
面
集
合
と
の
關
係
に
於
て
立
膿
に
つ
い
て
覧
て
は
ま
る
。
立
楽
、
面
、
線
は
夫
々
異
な
っ
た
尺
度
付

與
を
含
ん
で
い
る
。
次
元
と
い
う
こ
と
を
室
間
に
限
ら
な
い
な
ら
ば
、
次
元
は
一
つ
の
尺
度
付
輿
の
変
域
と
し
て
示
さ
れ
る
。
そ
の
際
、

尺
度
付
輿
と
圏
域
は
、
一
；
の
あ
い
異
な
っ
た
と
か
別
々
の
事
象
な
ど
で
は
な
く
、
闘
じ
一
つ
の
事
象
で
あ
る
。
尺
度
付
與
は
そ
の
都
度

一
つ
の
圏
域
を
生
じ
、
そ
れ
を
開
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
風
儀
の
中
で
尺
度
付
輿
は
居
る
べ
き
と
こ
ろ
に
居
る
の
で
あ
り
、
経
っ
て
尺
度

付
輿
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
が
辮
讃
法
を
思
惟
の
次
元
と
し
て
特
色
づ
け
、
し
か
も
辮
謹
法
は
形
而
上
學
の
歴
史
の
歩
み
に
於
て
思
惟
の
最
高
の
次
元
で
あ
る

事
を
承
認
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
、
今
や
そ
の
事
は
、
思
惟
が
辮
謹
法
的
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
固
有
の
本
質
を
限
界
づ
け
る

爲
の
こ
れ
迄
閉
じ
ら
れ
て
い
た
尺
度
付
與
の
圏
域
に
、
思
惟
が
勢
達
す
る
事
を
意
味
す
る
。
辮
謹
法
に
よ
っ
て
思
惟
は
、
そ
の
内
で
霞
分

欝
身
を
完
全
に
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
る
圏
域
を
得
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
は
始
め
て
自
分
自
身
に
劉
來
す
る
。
思
惟
に
は
、
自
分
葭

身
を
思
推
す
る
こ
と
、
自
分
を
自
分
の
う
ち
に
映
す
こ
と
、
郎
ち
反
省
す
る
こ
と
の
軍
に
可
能
性
ば
か
り
で
な
く
そ
う
す
る
必
然
性
が
書

し
て
お
り
、
そ
し
て
如
何
に
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
蛍
石
法
の
次
元
の
融
で
、
あ
る
至
仁
づ
け
ら
れ
た
仕
方
で
あ
ら

わ
に
な
る
。
何
故
に
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
思
惟
は
反
省
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
欝
謹
法
の
次
元
に
於
て
緩
め
て
す
つ
か

　
　
　
　
思
惟
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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X

り
現
わ
れ
く
る
の
で
あ
る
。
然
し
思
惟
が
士
分
自
身
を
思
推
し
、
そ
れ
に
自
分
を
思
権
と
し
て
思
惟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
表

象
作
用
と
し
て
の
思
惟
が
そ
の
醤
象
か
ら
自
分
を
分
離
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
思
推
は
こ
う
し
て
始
め
て
媒
介
と
、
そ
し
て

封
象
と
の
充
分
な
一
致
を
得
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
思
惟
の
辮
談
法
的
潜
勢
は
、
人
間
の
意
識
の
中
で
の
、
心
理
學
的
に
槻
察
さ
れ
る
、

諸
表
象
の
軍
な
る
経
過
で
は
な
い
。
辮
謹
法
的
過
程
は
、
凡
て
の
封
象
の
封
象
的
な
も
の
の
全
膿
に
於
け
る
根
本
蓮
動
、
郎
…
ち
近
世
的
な

意
味
で
の
有
（
G
Q
o
ぎ
）
に
於
け
る
根
本
蓮
動
で
あ
る
。
我
々
の
西
洋
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
思
惟
が
プ
ラ
ト
ン
以
來
そ
の
思
惟
に
早
め
示
さ
れ

て
い
た
辮
謹
法
の
次
元
に
到
剥
し
た
と
い
う
出
過
事
は
、
世
界
史
的
な
出
藍
事
で
あ
る
。
こ
の
出
近
事
は
到
る
と
こ
ろ
現
在
と
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
形
態
で
近
代
の
人
間
に
將
來
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
し
か
し
こ
の
出
能
事
は
、
我
々
が
こ
こ
で
當
面
す
る
課
題
た
る
、
思
惟
の
法
則
の
思
索
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
答
は
、
必
要
な
だ
け
の
短
さ
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
一
思
准
が
辮
謹
法
の
次
元
に
入
り
込
む
事
に
よ
っ
て
、
思

惟
の
法
則
を
よ
り
根
本
的
な
尺
度
付
與
の
圏
域
の
中
へ
と
移
す
可
能
性
が
開
け
た
の
で
あ
る
。
辮
謹
法
の
硯
野
の
中
で
、
思
惟
の
根
本
命

題
は
あ
る
憂
化
し
た
形
態
を
獲
得
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
訓
導
の
欝
欝
の
法
則
が
、
そ
れ
ら
の
公
式
に
於
て
通
例
の
表
象
が
直
接
晃
出
す

も
の
よ
り
、
よ
り
以
上
の
も
の
そ
し
て
他
の
も
の
を
定
立
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
書
換
え
る
と
遙
例
の
表
象
は
な
に
も
の
も
そ
こ
で
見

出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
常
識
で
は
、
同
一
性
の
命
題
を
表
わ
す
公
式
A
H
A
は
、
無
意
，
味
な
命
題
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
A
驕
A
と
い
う
命
題
が
、
A
の
幅
下
自
身
と
の
室
平
な
自
同
性
を
既
に
突
破
し
、
少
く
と
も
A
を
A
自
身
に

封
立
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
A
1
1
A
の
命
題
は
、
自
分
が
定
立
す
る
も
の
を
決
し
て
定
立
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す

る
。
こ
の
命
題
が
定
立
す
る
と
稻
す
る
も
の
、
即
ち
完
全
に
鮮
紅
で
そ
れ
故
に
ま
た
決
し
て
こ
れ
以
上
展
開
さ
れ
得
な
い
、
、
戴
も
の
の
自

分
自
身
と
の
自
同
誌
と
し
て
の
A
、
つ
ま
り
同
一
性
し
か
も
抽
象
的
同
一
性
と
し
て
の
A
、
こ
れ
を
こ
の
命
題
が
豫
め
放
棄
し
な
い
な
ら
、

こ
の
命
魎
は
一
つ
の
命
題
、
郎
ち
常
に
複
合
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
命
題
で
す
ら
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の

よ
う
に
言
い
う
る
の
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
故
に
同
一
性
が
書
表
わ
さ
れ
て
い
る
命
題
の
形
式
の
な
か
に
は
、
軍
純
な
抽
象
的
購
一
性
以
上
の
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も
の
が
在
る
。
」
（
イ
く
房
。
っ
O
瓢
o
Q
O
び
簿
跨
　
恥
〇
一
、
ピ
O
鐙
譜
（
層
　
H
【
．
ゆ
餌
6
び
い
剛
ゼ
⇔
O
o
匂
「
．
じ
⇔
甑
’
　
剛
H
柳
　
鄭
Q
●
も
Q
一
◎
）
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
「
論
理
學
」
に
煮
て
、
思

惟
の
法
則
の
藁
理
を
一
層
豊
か
に
そ
し
て
そ
の
根
砥
に
ま
で
つ
れ
戻
し
て
明
ら
か
に
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
彼
は
、
我
々
の
通

例
の
思
惟
が
自
分
を
正
し
い
思
惟
と
号
す
る
丁
度
そ
の
場
合
に
、
思
惟
の
法
鋼
に
決
し
て
幸
わ
ず
そ
れ
と
絶
え
ず
矛
書
し
て
い
る
事
を
、

反
駁
し
得
ぬ
仕
方
で
あ
ら
わ
に
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
事
は
、
一
切
の
有
る
も
の
が
そ
の
根
抵
に
矛
膚
を
も
つ
、
と
い
う
事
態

の
一
つ
の
鰭
結
と
し
て
の
み
讃
美
さ
れ
る
。
こ
の
事
態
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
し
ば
し
ば
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
述
べ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。
　
「
そ
れ
（
印
ち
矛
盾
）
は
一
切
の
詩
話
と
活
き
て
い
る
こ
と
の
根
元
で
あ
る
。
あ
る
も
の
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
矛
盾
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
識
3
）

つ
限
り
に
於
て
の
み
、
そ
れ
は
響
動
し
、
衝
動
と
活
動
を
も
つ
の
で
あ
る
。
」
こ
れ
よ
り
分
り
易
い
の
で
屡
女
引
用
さ
れ
て
も
っ
と
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
生
と
死
の
繋
累
に
就
い
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
で
あ
る
。
死
は
普
遽
に
、
生
の
破
壊
と
荒
野
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
。
死
は
生
と
矛
盾
す
る
。
矛
盾
は
生
と
死
を
互
に
引
離
す
、
皇
嗣
は
懸
者
の
分
裂
で
あ
る
。
だ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
（
「
締
紳
現
象
學
」
の
序

文
で
）
次
の
よ
う
に
雷
っ
て
い
る
、
「
然
し
、
精
華
の
生
と
は
、
死
を
恐
れ
荒
腰
か
ら
全
く
身
を
守
る
生
で
は
な
く
て
、
死
を
耐
え
忍
び

死
の
う
ち
に
宙
分
を
保
つ
生
で
あ
る
。
そ
れ
（
部
ち
精
神
）
は
、
絶
封
的
な
分
裂
の
中
に
あ
っ
て
（
即
ち
矛
盾
の
中
で
）
自
分
自
身
を
見

出
す
こ
と
に
依
っ
て
の
み
、
自
ら
の
藁
理
を
得
る
」
（
。
鐸
類
。
豊
野
§
曽
ω
．
8
、
9
。
O
）
。
そ
し
て
ヘ
ル
ダ
…
リ
ン
の
後
期
の
詩
「
H
嶺
梱
δ
耳
翼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詫
4
）

o脚

ｨ
門
ご
d
蚕
瓢
。
ぴ
寡
甥
2
…
・
・
」
は
「
生
は
死
で
あ
る
、
そ
し
て
死
は
ま
た
一
つ
の
生
で
あ
る
」
と
い
う
雷
葉
で
閉
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
矛

盾
は
、
統
一
し
存
績
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
が
彼
の
断
章
の
一
つ
に
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
に
矛

盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
（
～
＜
9
し
ゅ
錘
∬
け
ず
い
じ
⇔
創
．
島
H
u
O
Q
．
　
一
一
悼
U
）
－
－
…
「
矛
盾
の
命
題
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
よ
り
高
度
な
論
理
學
の
お
そ
ら
く

最
高
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
」
然
し
こ
の
思
惟
す
る
詩
人
が
言
お
う
と
す
る
の
は
、
普
通
の
論
理
學
で
の
そ
の
命
題
、
即
ち
避
け
ら
れ
る
べ

き
矛
盾
に
つ
い
て
の
法
鷹
が
、
破
壌
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
矛
盾
は
一
切
の
現
實
的
な
も
の
の
根
本
的
特
徽
と
し
て
ま

さ
し
く
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
！
リ
ス
は
こ
こ
で
、
へ
…
ゲ
ル
が
考
え
て
い
る
こ
と
と
び
つ
た
り
同
じ

こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
翻
ち
矛
盾
を
現
實
的
な
も
の
の
義
軍
性
の
法
則
と
し
て
救
う
爲
に
、
矛
盾
律
を
破
摩
す
る
こ
と
を
書
っ
て
い
る
の

　
　
　
　
思
惟
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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八

で
あ
る
。

　
思
惟
の
法
劉
に
心
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
辮
謹
法
的
解
繹
に
よ
る
と
、
思
惟
の
法
則
は
そ
の
諸
公
式
が
意
味
す
る
以
上
の
こ
と
を
意
味
し
て

お
り
、
辮
謹
法
的
思
惟
は
こ
れ
ら
の
公
式
の
蓮
べ
る
こ
と
に
は
決
し
て
從
わ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
灘
へ
の
指
摘

を
通
じ
て
、
欝
動
的
な
事
態
が
現
わ
れ
て
く
る
。
だ
が
こ
の
事
態
の
充
分
な
知
識
と
決
定
的
な
経
験
は
、
逓
例
の
思
惟
の
耳
に
は
未
だ
と

ど
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
勿
論
こ
の
事
を
不
審
に
思
っ
て
は
な
ら
な
い
。
既
に
へ
…
ゲ
ル
慮
身
が
、
彼
の
「
論
理
學
」
で
思
惟

の
法
則
を
論
じ
た
部
分
を
「
最
も
む
つ
か
し
い
」
部
分
と
言
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
（
穿
畠
9
曹
扇
）
、
辮
謹
法
に
よ
っ
て
思
惟
の
法
則
と

そ
の
根
擦
づ
け
が
そ
こ
で
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
次
元
へ
行
く
道
を
、
豫
め
何
ら
の
準
備
も
し
な
い
で
如
傭
に
し
て

晃
出
し
た
ら
よ
か
ろ
う
か
。

　
今
B
辮
謹
法
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
や
、
黙
認
法
的
唯
物
論
が
あ
る
こ
と
は
、
實
際
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
。
辮
謹
法
的
唯
物
論
は
普
遍
一

つ
の
世
界
擬
と
考
え
ら
れ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
樗
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
決
め
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
思
素
の
道
か

ら
は
ず
れ
て
し
ま
い
、
辮
讃
法
が
今
日
一
つ
の
世
界
現
蟹
性
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
上
こ
の
世
界
豊
島
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

認
識
し
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
鐸
謹
法
は
、
一
遠
く
か
ら
調
律
さ
れ
て
一
「
世
界
を
操
っ
て
い
る
」
思
想
の
一
つ
で
あ
り
、

辮
讃
法
的
唯
物
論
が
儒
じ
ら
れ
る
所
で
も
、
ま
た
そ
れ
が
一
た
だ
そ
の
考
え
方
を
ち
よ
つ
と
攣
え
た
ス
タ
イ
ル
で
一
反
駁
さ
れ
る
所

で
も
、
等
し
く
カ
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
世
界
観
の
論
議
の
背
後
で
は
、
地
球
支
配
を
め
ぐ
る
畏
縮
が
荒
れ
狂
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
盲
暦
の
背
後
に
あ
っ
て
統
べ
て
い
る
の
は
、
西
洋
の
思
惟
自
身
が
巻
込
ま
れ
て
い
る
、
自
分
自
身
と
の
争
で
あ

る
。
西
洋
の
思
惟
は
最
後
の
勝
利
の
中
へ
損
が
り
始
め
て
い
る
が
、
そ
の
最
後
の
勝
利
は
、
こ
の
思
惟
が
自
然
を
強
制
し
て
原
子
エ
ネ
ル

ギ
…
を
投
げ
出
さ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
成
立
つ
の
で
あ
る
。

　
我
々
が
思
惟
に
つ
い
て
思
い
を
致
し
、
思
惟
の
根
本
命
題
の
熟
慮
を
試
み
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
か
か
る
場
合
に
も
爾
横
構
に
そ
れ
て

お
り
、
も
し
く
は
世
界
に
背
を
向
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
我
々
は
こ
の
よ
う
な
熟
慮
に
よ
っ
て
思
権
の
根
砥
に
穿
る
で
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あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
我
々
は
ま
た
思
惟
の
足
跡
に
霞
奮
う
だ
け
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
か
ら
し
て
我
々
は
、
可
能
な
い
か
な
る
量
の
原
子
エ

ネ
ル
ギ
…
を
も
無
限
に
即
ち
本
質
的
に
凌
駕
す
る
と
こ
ろ
の
思
惟
の
力
を
、
然
る
べ
き
時
に
更
に
追
跡
す
る
で
あ
ろ
う
。
印
ち
、
も
し
も

原
子
エ
ネ
ル
ギ
；
が
同
輩
に
思
惟
に
よ
っ
て
挑
駿
し
出
さ
れ
な
い
な
ら
、
書
換
え
る
と
思
惟
に
よ
っ
て
組
み
一
立
て
ら
れ
　
（
σ
q
？
。
・
邑
δ

な
い
な
ら
ば
、
自
然
は
現
今
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
貯
え
（
国
走
筆
σ
q
一
〇
び
。
。
。
寅
ゆ
鳥
）
と
し
て
は
決
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
核
物
理
學
と
い
う
名
の
科
學
的
技
術
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
箕
畠
と
操
縦
の
封
象
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
物
理
學
（
℃
ξ
ω
涛
）
が
自
然
を
か
か
る
仕
方
で
立
て
る
と
こ
ろ
ま
で
蓬
し
た
こ
と
は
、
1
も
っ
と
ほ
か
の
こ
と
で
な
い
と
す
る

と
一
一
つ
の
形
而
一
上
學
的
な
（
ヨ
簿
㌣
3
琶
ψ
臼
）
出
來
事
で
あ
る
。

　
さ
て
思
惟
す
る
者
が
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
か
き
漕
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
場
合
何
庭
に
思
惟
は
と
ど
ま
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
技
術
的
機
械
的
な
形
態
で
の
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
思
惟
と
で
は
、
一
騰
ど
ち
ら
が
よ
け
い
に
力
を
も
つ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
と
も
、
こ
の
場
合
共
画
す
る
こ
れ
ら
爾
者
の
与
れ
も
が
、
他
方
に
優
越
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
、
死
を

能
く
す
る
事
に
基
づ
く
本
質
が
、
一
切
こ
の
地
上
で
か
き
漕
さ
れ
て
「
い
る
」
時
に
、
そ
も
そ
も
そ
れ
で
も
ま
だ
何
か
が
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
自
然
を
考
え
る
思
惟
と
の
力
よ
り
も
更
に
一
言
の
力
を
も
つ
て
統
べ
つ
つ
、
既
に
あ
り
、
豫
め
と
ど
ま
っ
て
い

る
の
は
、
思
想
（
伽
窪
O
窪
き
閃
。
）
で
あ
っ
て
、
思
惟
は
こ
の
思
想
に
、
原
子
エ
ネ
ル
ギ
…
を
菌
指
し
て
自
然
を
追
求
す
る
と
い
う
仕
方

で
、
從
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
死
を
能
く
す
る
事
に
基
づ
く
我
々
の
思
惟
に
よ
っ
て
始
め
て
持
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
我
々
の
思
権
は
、
常
に
た
だ
こ
の
思
想
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
！
こ
の
呼
び
か
け
に
呼

淫
す
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
呼
び
か
け
を
捨
て
さ
る
か
と
い
う
ふ
う
に
。
決
し
て
我
々
が
、
即
ち
人
間
が
思
想
へ
鋼
來
す
る
の
で
は
な

い
。
思
想
が
我
々
死
を
能
く
す
る
者
の
も
と
へ
、
郎
ち
そ
の
本
質
が
思
惟
を
根
祇
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
者
の
も
と
へ
劉
還
す
る
の
で

あ
る
。
然
し
こ
の
我
々
を
訪
れ
る
思
想
を
、
思
惟
す
る
の
は
誰
な
の
か
一
す
ぐ
さ
ま
我
々
は
そ
う
問
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
時
、

　
　
　
　
思
惟
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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こ
の
間
は
我
々
に
直
ち
に
追
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
観
に
事
象
に
即
し
て
正
し
く
…
間
わ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
。
我
々
に
…
…
－
我
々
と

は
誰
な
の
か
一
こ
の
よ
う
に
直
ち
に
我
々
が
我
々
と
雷
う
時
に
は
。
思
惟
の
根
本
命
題
に
つ
い
て
経
験
を
深
め
る
こ
と
な
し
に
、
如
何

に
し
て
我
々
は
こ
の
よ
う
な
思
想
に
驕
輿
し
ょ
う
と
い
う
の
か
。

　
「
思
惟
の
根
本
命
題
」
1
我
々
は
論
文
の
表
題
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
こ
の
解
明
を
進
じ
て
、
こ
れ
か
ら
の
思
惟
の
歩
み

の
道
筋
が
開
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
明
（
降
臨
餅
旨
。
鐸
⇔
σ
q
）
は
、
純
粋
な
も
の
（
蜘
器
い
鶏
8
弓
。
）
を
求
め
る
。
早
期
で
あ
る
と
室

氣
や
水
が
雷
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
濁
っ
て
お
ら
ず
從
っ
て
透
明
な
場
合
で
あ
る
。
然
し
ま
た
純
金
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
全

く
不
透
明
で
あ
る
。
純
粋
な
も
の
と
は
、
そ
れ
に
属
さ
な
い
も
の
を
一
切
混
合
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
濁
り
な
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

我
々
は
「
思
惟
の
根
本
命
題
」
と
い
う
表
題
を
純
粋
に
し
て
、
こ
れ
に
属
さ
な
い
も
の
を
遠
ざ
け
る
。
そ
の
仕
事
は
、
こ
の
考
究
の
表
題

と
し
て
こ
の
表
題
が
耀
わ
ん
と
す
る
諸
規
定
の
中
に
、
我
々
が
到
幸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
表
題
の
解
明
は
こ
う
し
て
、
思
事

に
從
っ
て
思
推
を
思
索
す
る
（
価
o
B
U
窪
ぎ
昌
轟
畠
ム
。
艮
。
⇔
）
思
潅
の
道
へ
、
我
々
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
「
思
惟
の
根
本
命
題
」

は
第
一
に
、
思
唯
に
封
ず
る
法
則
を
意
味
す
る
。
思
惟
の
す
べ
て
の
判
断
、
概
念
、
推
理
は
こ
の
法
購
の
支
配
下
に
あ
り
、
こ
の
法
則
に

よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
。
思
惟
は
、
根
本
命
題
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
客
騰
で
あ
る
。
「
思
潅
の
根
本
命
題
（
Ω
門
9
氏
。
。
疑
N
o
儀
窪
U
o
昆
窪
ω
）
」

と
い
う
表
題
の
言
い
方
に
於
け
る
厨
格
は
、
思
惟
に
封
ず
る
根
本
命
題
、
を
意
味
す
る
。
こ
の
鷹
格
は
客
語
的
燭
格
で
あ
る
。

　
然
る
に
す
ぐ
第
二
の
事
が
現
わ
れ
る
。
A
聾
A
と
か
、
A
は
A
で
な
い
と
い
う
種
類
の
命
題
は
、
思
惟
の
根
本
形
式
で
あ
っ
て
、
思
惟

が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
形
式
化
す
る
と
こ
ろ
の
命
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ

て
い
る
客
燈
と
し
て
示
さ
れ
る
。
思
惟
自
身
、
自
分
が
こ
れ
ら
の
根
本
命
題
を
定
立
す
る
主
膿
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
デ
カ
ル
ト
の
先
例

に
次
い
で
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
輔
」
で
、
一
切
の
思
惟
が
本
質
的
に
「
我
思
う
…
…
」
で
あ
り
、
又
如
拷
に
し
て
そ
う
な
の
で
あ
る

か
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
ど
の
よ
う
な
思
惟
に
棄
て
で
あ
ろ
う
と
表
象
さ
れ
た
一
切
の
も
の
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
「
我
思

う
」
へ
反
韓
的
に
瀾
ら
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
正
確
に
書
う
と
、
一
切
の
表
象
さ
れ
た
も
の
は
前
以
て
、
我
…
思
う
へ
の
こ
の
汰
り
で
覆
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わ
れ
て
い
る
。
思
難
ず
る
岡
じ
我
へ
と
反
る
と
こ
ろ
の
こ
の
岡
じ
漏
り
が
、
我
々
の
思
惟
を
あ
ま
ね
く
統
べ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
、
我
々

は
何
も
の
も
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
切
の
思
惟
に
と
っ
て
「
我
思
う
」
に
於
け
る
我
が
、
宙
己
同
一
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

F
フ
ィ
ヒ
テ
は
こ
の
事
態
を
「
我
1
1
我
」
と
い
う
形
式
に
も
た
ら
し
た
。
A
H
A
と
い
う
同
一
性
の
命
題
は
任
意
に
表
象
さ
れ
得
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
に
形
式
的
に
妥
嘗
す
る
が
、
こ
の
購
一
性
の
命
題
の
公
式
と
違
っ
て
、
　
「
我
矯
我
」
と
い
う
命
題
は
内
容
的
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
例
え
ば
個
々
の
如
何
な
る
木
に
つ
い
て
も
書
い
う
る
「
木
1
1
木
砿
と
い
う
命
題
に
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ィ
ヒ
テ
は
一
七

九
四
年
の
「
知
識
學
」
で
、
　
「
木
は
木
で
あ
る
」
の
命
題
は
決
し
て
「
我
は
我
で
あ
る
」
の
命
題
と
同
列
に
置
か
れ
て
は
な
ら
な
い
と
旛

聾
し
た
。
勿
論
そ
う
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
我
寂
は
書
う
だ
ろ
う
、
木
と
私
の
「
我
」
と
は
内
容
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
然

る
に
木
1
1
木
、
黙
考
黙
、
我
月
琴
と
い
う
よ
う
な
形
式
の
す
べ
て
の
命
題
は
、
や
は
り
A
匹
A
と
い
う
形
式
的
で
室
虚
な
從
っ
て
最
も
普

遍
的
な
命
題
の
支
配
下
に
入
る
。
だ
が
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
か
ら
す
る
と
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「
我
は
我
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
A
覇
A
の
命
題
が
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
定
立
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
の
事
行
、
部
ち
主
膳
の
事

行
を
表
わ
し
た
書
純
な
の
で
あ
る
。
我
翁
我
の
命
題
は
、
A
琵
A
と
い
う
形
式
的
に
普
遍
的
な
命
題
よ
り
も
一
層
配
転
的
な
も
の
で
あ
り
、

聾
動
的
な
事
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
事
態
が
叱
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
日
に
至
っ
て
も
片
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
、
言
換
え
る
と
思
惟
に

謝
し
て
ま
だ
始
源
的
に
問
に
あ
た
い
す
る
（
貯
σ
q
≦
杉
叢
α
q
）
も
の
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
我
々
が
主
張
し
て
も
決
し
て
雷
過
ぎ
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
思
惟
は
先
ず
第
一
に
、
根
本
命
題
に
封
ず
る
客
艦
で
は
な
く
て
、
そ
の
主
謄
で
あ
る
。
　
「
楽
舞
の
根
本
命
題
」
と
い
う
表
題
に
於
け
る

属
格
は
、
主
語
的
厩
格
で
あ
る
。
然
し
根
本
命
題
は
や
は
り
ま
た
思
惟
に
封
ず
る
根
本
命
題
で
あ
り
、
思
惟
に
迫
っ
て
關
る
の
で
あ
る
。

表
題
の
鷹
絡
は
客
語
的
罵
格
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
も
っ
と
用
心
し
て
、
　
「
思
惟
の
根
本
命
題
」
と
い
う
表
題
は
あ
る
二
義
的
な
こ

と
を
皆
遣
す
る
、
と
書
お
う
。
そ
の
爲
こ
の
表
題
は
、
甲
唄
に
漣
蒸
す
る
以
下
の
問
の
前
に
我
々
を
立
た
せ
る
！
・
我
々
は
こ
の
表
魑
を

　
　
　
　
思
樵
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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哲
學
削
醗
｛
冗
　
　
第
四
百
六
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

一
義
的
に
し
、
そ
れ
に
・
恥
じ
て
客
語
的
属
格
と
し
て
か
、
或
は
た
だ
主
語
的
二
期
と
し
て
か
、
何
れ
か
で
こ
の
表
題
を
解
繹
出
由
る
の
だ

ろ
う
か
、
そ
し
て
ま
た
我
々
は
そ
う
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
我
々
は
こ
の
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
を
放
棄
し
て
、
そ
の
代

り
に
「
あ
れ
で
も
あ
り
こ
れ
で
も
あ
る
隔
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
け
れ
ど
も
「
あ
れ
で
も
あ
り
こ
れ
で
も
あ
る
」
は
、
更
に
突
込
ん

で
思
惟
す
る
こ
と
を
、
防
止
す
る
口
實
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
思
惟
と
そ
の
根
本
命
題
を
思
索
す
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
所
で
は
、
　
「
あ

れ
で
も
あ
り
こ
れ
で
も
あ
る
」
は
な
ん
ら
の
答
に
な
ら
な
い
。
だ
が
た
だ
次
の
問
の
き
っ
か
け
に
は
な
り
う
る
1
思
惟
が
自
分
の
根
本

命
題
の
主
面
で
も
あ
り
、
又
そ
の
客
騰
で
も
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
、
思
惟
自
身
は
ど
う
い
う
有
様
に
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
思
惟
の
根
本
命
題
…
既
に
こ
の
表
題
の
大
ざ
つ
ば
な
解
明
が
、
あ
る
不
安
を
も
た
ら
し
た
。
我
々
は
こ
の
不
安
を
鎭
め
よ
う
と
は
思

わ
な
い
。
こ
の
不
安
が
我
々
の
思
索
を
鼓
舞
す
る
よ
う
、
今
な
さ
れ
た
思
惟
の
歩
み
を
も
う
一
度
別
の
攣
っ
た
仕
方
で
歩
い
て
み
よ
う
。

我
々
は
問
う
、
同
一
性
の
命
題
が
A
匹
A
の
公
式
に
於
て
妥
縛
す
る
の
は
、
　
「
我
思
う
…
…
篇
と
し
て
の
思
惟
が
こ
の
命
題
を
定
立
す
る

故
な
の
か
、
或
は
そ
れ
と
も
、
A
彗
A
が
有
る
故
に
、
思
惟
は
こ
の
命
題
を
定
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
こ
で
い
う
「
有
る
」
と
は

拷
を
意
味
す
る
の
か
。
思
惟
の
…
根
本
命
題
は
、
思
惟
か
ら
由
駕
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
思
惟
の
方
が
、
そ
の
根
本
命
題
の
定
立
す
る
も
の

に
由
來
す
る
の
か
。
こ
こ
で
い
う
「
定
立
す
る
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
例
え
ば
我
々
は
「
云
々
と
定
立
す
れ
ば
　
（
σ
q
o
。
。
露
§
二
目

男
憎
ε
」
と
書
っ
て
、
何
か
が
し
か
じ
か
の
状
態
で
あ
る
と
假
定
す
れ
ば
一
と
い
う
意
味
に
と
る
。
然
し
根
本
命
題
の
定
立
は
、
明
ら
か

に
箪
な
る
假
定
で
は
な
い
。
根
本
命
題
は
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
、
し
か
も
前
以
て
、
そ
し
て
す
べ
て
の
場
合
に
わ
た
っ
て
確
定
す
る
。

從
っ
て
根
本
命
題
は
、
前
提
で
あ
る
。
確
に
そ
う
だ
、
し
か
し
こ
の
前
提
と
い
う
言
葉
も
我
々
は
き
わ
め
て
大
ま
か
に
そ
し
て
好
い
加
減

に
使
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
誰
が
、
も
し
く
は
何
が
「
定
立
す
る
」
の
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
「
定
立
す
る
」
の

で
あ
る
か
、
そ
し
て
こ
う
し
て
定
立
さ
れ
る
も
の
は
何
庭
へ
「
前
以
て
」
定
立
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
な
い
で
使
っ

て
い
る
。
し
か
し
と
に
か
く
恩
惟
の
銀
本
命
題
は
思
灘
の
法
羅
と
し
て
、
自
分
が
定
立
す
る
も
の
を
取
溝
し
得
な
い
も
の
と
し
て
確
定
す

る
。
思
惟
の
根
本
命
題
は
い
わ
ば
、
思
惟
が
気
分
の
す
べ
て
の
企
て
を
そ
の
中
で
始
め
か
ら
安
全
に
し
て
お
く
と
こ
ろ
の
、
城
塞
を
形
づ
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く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
思
惟
の
根
本
命
題
は
…
そ
れ
に
つ
い
て
へ
…
ゲ
ル
が
書
つ
た
こ
と
を
思
い
鐵
そ
う
1
思
准
に
と
っ
て
な

ん
ら
安
全
な
城
　
（
b
⇒
費
σ
q
）
　
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
根
本
命
題
自
身
が
、
匿
わ
れ
る
こ
と
と
匿
い
　
（
o
冨
o
O
o
ぴ
。
嶺
。
鼠
闘
。
匿
二
類
急

し¢

ｶ
σ
q
¢
瓢
σ
Q
）
　
を
必
要
と
す
る
の
か
。
し
か
し
そ
れ
は
何
庭
に
匿
わ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
何
庭
か
ら
由
卸
す
る
の
か
。
何
れ
が
、
思

惟
の
根
本
命
題
の
由
忘
す
る
場
厭
な
の
か
。
こ
の
問
題
は
既
に
一
致
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
今
日
主
張
し
よ
う
と
思
う
人
が
あ
れ
ば
、

穿
れ
も
い
か
さ
ま
を
書
う
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
は
こ
う
い
っ
た
事
を
科
學
と
編
す
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
科
學
で
は
な
く
科
學
で
は

あ
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
思
惟
の
根
本
命
題
の
由
署
す
る
場
所
（
○
講
）
が
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
位
置
づ
け
（
窪
α
簿
窪
瓢
）
ら
れ
得
る

か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
所
へ
は
、
い
か
な
る
科
學
も
決
し
て
鋼
煙
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
從
容
と
し
て
以
下
の
こ
と
を
認
め
よ
う

t
思
惟
の
根
本
命
題
の
由
來
、
こ
の
命
題
を
定
立
す
る
思
惟
の
場
所
、
こ
こ
で
肯
う
場
所
と
そ
の
場
所
の
在
り
か
（
（
）
縁
叶
頓
O
ン
9
浄
）
と

の
本
質
、
こ
れ
ら
の
一
切
が
我
々
に
は
暗
や
み
（
U
虹
良
く
臨
）
　
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
曙
さ
は
お
そ
ら
く
す
べ
て
の
思
惟
に
於
て
い
つ

も
働
く
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
こ
の
暗
さ
を
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
却
っ
て
人
馬
は
、
暗
が
り
を
不
可
避
な
も
の
と
認
め
、
疇
が
り
の
高

き
支
配
を
打
負
す
よ
う
な
先
入
見
を
、
暗
が
り
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
を
學
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
晒
が
り
（
瓢
霧
U
⊆
目
撃
。
）
は
、

光
（
ピ
陣
。
露
）
が
輩
に
厚
く
耀
け
た
事
で
あ
る
と
こ
ろ
の
闇
黒
（
類
蕊
8
弓
三
ω
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
購
が
り
は
明
り
（
幽
寂
ご
。
び
8
）

の
秘
密
で
あ
る
。
購
が
り
は
明
り
を
秘
め
保
っ
て
い
る
。
明
り
は
曙
が
り
に
即
す
る
。
そ
れ
故
曙
が
り
は
、
そ
れ
固
有
の
純
粋
さ
を
も
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
識
5
）

ヘ
ル
ダ
…
リ
ン
は
古
い
智
慧
を
巌
に
知
っ
た
人
だ
が
、
「
〉
瓢
島
零
ぎ
コ
し
と
い
う
詩
の
第
三
節
で
次
の
よ
う
に
書
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
さ
れ
ど
我
に
差
趨
せ
や
、

　
　
　
　
購
き
光
に
満
ち
し
、

　
　
　
　
馨
し
き
盃
を
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
譲
6
）

　
明
り
が
箪
な
る
む
き
出
し
の
明
る
さ
（
o
ぎ
。
玄
。
ゆ
。
瓢
艶
。
）
に
、
「
干
の
太
陽
よ
り
も
明
る
く
」
、
四
散
す
る
時
は
、
光
は
も
は
や
明

る
み
　
（
ご
。
欝
二
⇒
σ
驚
）
　
で
は
な
い
。
困
難
な
の
は
、
晒
が
り
の
純
粋
さ
を
守
る
こ
と
、
部
ち
網
饗
し
く
な
い
明
る
さ
が
混
合
す
る
の
を
避

　
　
　
　
思
惟
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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哲
離
ず
研
究
　
　
第
四
百
六
十
一
鼎
酬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
陽

け
、
購
や
み
に
の
み
適
し
た
篭
る
さ
を
毘
出
す
こ
と
で
あ
る
。
老
子
は
書
っ
て
い
る
（
瞠
省
噛
×
壽
き
。
翌
春
く
9
戸
く
．
く
●
。
蔭
け
霞
＆
）
「
お
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
7
）

れ
の
明
る
さ
を
知
る
者
は
、
お
の
れ
の
晒
や
み
に
身
を
包
む
」
。
こ
の
書
葉
に
添
え
て
、
す
べ
て
の
人
が
知
っ
て
い
る
が
殆
ど
の
人
が
響
く

し
得
な
い
次
の
よ
う
な
受
理
を
述
べ
て
お
こ
う
1
書
間
に
星
を
見
る
爲
に
は
、
死
を
能
く
す
る
事
に
基
づ
く
思
惟
は
井
戸
の
底
の
躇
や

み
に
降
り
ね
ば
な
ら
な
い
。
暗
が
り
の
純
粋
さ
を
守
る
こ
と
は
、
た
だ
明
る
さ
と
し
て
輝
こ
う
と
す
る
だ
け
の
明
る
さ
を
持
出
す
こ
と
よ

り
も
、
一
層
困
難
で
あ
る
。
軍
に
輝
こ
う
（
Q
◎
O
げ
O
ぼ
P
O
昌
）
と
す
る
だ
け
の
も
の
は
、
明
る
く
し
（
寄
蓉
碁
立
）
な
い
。
け
れ
ど
も
思
惟
法
購

の
僧
号
の
學
校
的
表
現
は
、
こ
の
法
則
の
内
容
と
そ
の
絶
讃
的
な
驚
顔
が
誰
に
で
も
直
ち
に
曙
ら
か
で
あ
る
か
の
よ
う
な
、
そ
う
い
う
外

槻
を
輝
か
そ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
既
に
「
思
惟
の
根
本
命
題
」
と
い
う
表
題
の
最
初
の
解
明
が
、
直
ち
に
我
々
を
階
が
り
に
連
れ
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
根
本
命
題

は
髪
型
か
ら
由
來
す
る
の
か
、
思
惟
自
身
か
ら
か
、
そ
れ
と
も
思
惟
が
根
本
に
於
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
か
ら
な
の
か
、
さ
も
な
く
ば

こ
う
い
う
髪
座
に
提
示
さ
れ
る
出
所
の
逸
れ
か
ら
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
事
は
我
々
に
磨
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
思
惟
の
法

麟
は
、
そ
れ
迄
認
め
ら
れ
て
い
た
形
態
と
役
割
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
思
惟
の
辮
讃
法
的
解
繹
を
通
じ
て
失
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
思
量
が
辮
謹
法
の
次
元
へ
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
よ
り
も
先
ず
我
々
に
禁
じ
ら
れ
る
の
は
、
將
來
も
網
嚢
ら
ず
手
彫
に
思
惟

「
そ
の
も
の
」
（
”
h
器
、
．
U
o
葵
窪
）
に
就
て
語
る
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
「
そ
の
も
の
」
は
義
脚
何
庭
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
思
惟

を
普
遍
的
な
人
間
の
能
力
と
し
て
表
象
す
る
な
ら
、
思
惟
は
室
想
の
産
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
現
代
で
は
地
上
の
劉
る
所
で
一

様
な
考
え
方
が
世
界
史
的
支
配
を
達
成
す
る
と
い
う
事
を
、
我
々
が
引
合
に
出
す
な
ら
、
こ
の
一
様
な
思
惟
が
、
西
洋
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的

思
惟
と
我
々
が
名
づ
け
る
、
思
惟
の
歴
史
的
形
態
の
準
坦
に
さ
れ
有
用
に
さ
れ
た
形
式
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
岡
様
に
き
っ
ぱ
り
と
醸
に

留
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
西
洋
的
ヨ
…
ロ
ッ
パ
的
な
思
惟
の
歴
蓮
的
な
類
な
き
唯
一
性
を
、
我
々
は
辛
う
じ
て
や
っ
と
経
験
し

よ
う
と
し
て
お
り
、
又
極
め
て
稀
に
眞
と
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
逡
稿
か
ら
公
刊
さ
れ
た
初
期
の
著
作
の
中
で
、
カ
…
ル
・
マ
ル
ク
ス
は
次
の
よ
う
に
書
明
す
る
、
　
「
い
わ
ゆ
る
世
界
史
の
全
髄
は
、
人
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（
識
8
）

間
の
勢
働
に
よ
る
審
問
の
生
産
、
人
間
の
爲
の
自
然
の
生
戒
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
（
景
。
孚
窪
8
ご
．
婆
§
影
響
旨
“
も
。
●
も
。
O
鴫
）
。

　
多
く
の
人
が
、
世
界
史
の
こ
う
い
う
欝
欝
と
こ
の
解
繹
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
表
象
を
、
拒
否
す
る
で
あ
ろ

う
。
然
し
技
術
、
工
業
、
経
説
が
今
贋
基
準
的
に
人
間
の
自
己
生
産
の
勢
働
と
し
て
、
叢
叢
的
な
も
の
の
全
現
實
性
を
規
定
し
て
い
る
こ

と
は
、
だ
れ
も
否
定
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。
然
し
な
が
ら
ま
さ
に
こ
の
確
認
と
共
に
我
々
は
、
世
界
史
が
「
人
間
の
自
己
生
産
の
只
働
」

で
あ
る
と
い
う
マ
ル
ク
ス
の
上
述
の
書
明
が
、
そ
の
中
で
動
い
て
い
る
思
惟
の
次
元
か
ら
、
既
に
脱
出
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
勢

働
】
と
い
う
雷
葉
は
こ
こ
で
は
、
輩
な
る
活
動
と
業
績
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
書
葉
は
、
へ
…
ゲ
ル
の
勢
働
の
概

念
の
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
勢
働
は
、
現
實
的
な
も
の
の
生
成
が
そ
の
現
費
性
を
展
開
し
完
成
す
る
過
程
た
る
、

辮
謹
法
的
過
程
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
意
味
で
の
勢
働
を
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
へ
…
ゲ
ル
に
封
篤
し
て
、

現
毒
性
の
本
質
を
、
自
分
自
製
を
概
念
的
に
把
捉
す
る
絶
心
的
精
糖
に
於
て
見
な
い
で
、
自
分
自
身
と
自
分
の
生
活
手
段
を
生
産
す
る
と

こ
ろ
の
人
闘
に
於
て
見
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
は
、
確
に
へ
！
ゲ
ル
と
極
端
な
今
立
に
入
る
が
、
し
か
し
こ
の
出
立
を
通
じ
て
彼

は
依
然
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
島
上
學
の
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
藁
菰
性
の
生
と
な
り
、
現
實
性
と
し
て
統
べ
て
い
る
の

は
、
何
庭
に
於
て
も
辮
商
法
と
し
て
の
勢
働
過
程
、
即
ち
思
惟
と
し
て
の
勢
働
過
程
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
れ
の
生
産
に
於
て

も
本
來
的
に
生
産
的
な
も
の
が
、
依
然
と
し
て
思
惟
で
あ
る
限
り
當
然
で
あ
る
。
そ
の
際
、
思
惟
が
思
辮
的
黒
崎
上
學
的
な
思
惟
と
解
さ

れ
て
遽
行
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
科
學
的
技
衛
的
思
惟
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
と
も
爾
者
の
混
合
し
粗
雑
に
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
遽

行
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
い
か
な
る
生
産
も
そ
れ
生
身
に
於
て
既
に
反
一
省
（
菊
⑰
一
ゆ
。
浅
。
ゆ
）
で
あ
り
、

思
惟
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
表
題
の
示
唆
す
る
事
柄
、
即
ち
思
権
そ
の
も
の
を
考
え
る
事
を
敢
行
す
る
場
合
に
、
思
推
そ
の
も
の
の
議
論
に
意
味
が
あ
り

そ
の
意
味
が
信
爾
出
鴨
る
の
は
、
我
々
が
思
惟
を
何
庭
に
於
て
も
た
だ
、
我
々
の
歴
史
的
現
有
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
経
験
す
る
時
の

み
で
あ
る
。
我
々
が
こ
の
思
推
を
根
本
的
に
そ
の
根
本
命
題
に
即
し
て
思
索
す
る
こ
と
を
試
み
る
や
否
や
、
我
々
は
自
分
が
我
々
の
歴
吏

　
　
　
　
思
惟
の
根
本
命
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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折
縢
學
研
究
　
　
第
四
｝
田
六
十
一
鼎
蜘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

の
即
ち
現
に
在
る
世
界
史
の
、
趨
勢
（
窪
霧
Q
①
N
9
σ
q
o
）
と
諸
蘭
聯
の
中
に
翫
に
指
し
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
氣
付
く
。
我
々
が
自
分
澆

の
思
唯
に
温
し
て
、
つ
ま
り
そ
の
本
質
の
鑛
が
り
に
訳
し
て
充
分
経
験
を
深
め
た
時
始
め
て
、
我
々
は
我
々
以
外
の
思
惟
を
異
質
的
な
思

惟
と
し
て
認
め
、
更
に
こ
の
異
様
な
思
惟
に
そ
の
豊
饒
な
異
様
さ
と
い
う
こ
と
に
製
し
て
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
今
日
世
界
史
を
規
定
し
て
い
る
思
惟
は
、
今
田
に
由
來
す
る
の
で
は
な
く
、
軍
な
る
過
去
の
も
の
よ

り
遍
層
古
い
、
そ
し
て
そ
の
最
も
古
い
思
想
に
あ
っ
て
あ
る
警
み
か
ら
我
々
に
吹
き
來
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
近
み
の
痕
跡
に
我
々
は
感

づ
か
な
い
。
何
故
な
ら
我
々
は
我
々
に
本
來
迫
り
來
る
も
の
、
即
ち
そ
の
本
質
に
於
て
迫
り
撲
る
も
の
は
、
筆
下
現
費
的
な
も
の
で
あ
る

と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
根
本
命
題
の
位
置
づ
け
に
腐
し
て
は
、
℃
宮
蕪
降
σ
q
o
昌
の
ρ
Z
o
。
。
冨
で
一
九
五
七
年
に
出
版
さ
れ
た
、
筆
者
の
「
黒
磯
の
命
題
」
と
い

う
講
義
集
と
「
同
一
性
と
差
甥
」
と
い
う
講
演
集
を
参
照
の
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
謬

（
｝
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

誰
）矛

慮
律
は
普
遜
、
A
は
非
A
に
等
し
く
な
い
、
と
い
う
形
式
で
表
わ
さ
れ
る
。

簿
簿
彰
。
嵩
を
「
艮
下
旬
　
鼻
溝
」
と
謬
し
、
こ
れ
に
卜
し
て
軍
に
「
現
賢
的
」
と
し
た
場
合
は
、
三
葵
膏
ず
の
素
語
で
あ
る
。

薯
誘
。
霧
畠
鋤
誇
畠
。
弓
ピ
。
α
q
節
い
悶
．
し
⇔
琴
ダ
い
器
ω
．
b
⇒
9
疑
い
◎
α
．
窃
。
。
●

eq
ﾂ
藷
○
。
ε
溶
σ
q
霞
8
『
〉
蕊
び
q
’
呼
い
鉾
。
。
這
爽

¢q

W
ゆ
o
o
o
欝
舞
鵯
葺
窪
〉
諺
⑳
．
卜
。
b
旧
．
Q
Q
・
お
◎
。
や

こ
の
言
薬
は
原
子
爆
螺
の
爆
獲
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
聚
。
ぴ
。
嵩
氣
葺
彪
料
亭
「
鎖
図
ピ
ピ
団
菊
諺
ピ
○
◎
舜
．
〉
α
O
o
国
Z
U
の
○
累
窯
団
累
」
参
照
。

老
子
の
道
徳
経
第
牽
八
章
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
「
大
道
腰
有
二
仁
義
暗
慧
智
出
有
二
大
儒
2
ハ
親
不
レ
恥
有
二
孝
慈
↓
關
家
讐
観
有
二
忠
匪
幻
」
お
そ

ら
く
こ
の
中
の
「
慧
智
出
有
二
大
儒
こ
を
捜
し
た
雷
雲
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に
要
所
に
蘭
す
る
王
弼
の
註
を
掲
げ
て
置
く
。
　
「
行
レ
徳
用
レ
明

以
察
附
一
姦
儒
一
趣
編
形
見
物
知
レ
避
レ
之
故
智
慧
出
則
大
偶
生
也
。
」



（
3
）
　
ヌ
鍵
日
影
謁
。
謝
旧
Ω
舘
p
簿
艸
鋤
霧
σ
q
”
び
。
（
ご
5
㊤
H
ぎ
一
⑩
9
。
恥
⊃
）
o
哩
も
・
8
＞
葺
。
簿
欝
σ
窺
切
3
し
。
“
Q
Q
“
諮
摯
（
無
謬
學
麺
類
手
稿
第
三
稿
紅
D
）

〔
羅
慧
付
記
〕
　
こ
の
論
文
は
、
　
一
九
五
七
年
度
夏
二
期
に
お
け
る
五
葬
蓬
纈
講
演
中
、
第
一
回
転
行
わ
れ
た
講
演
で
・
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
御

　
好
意
と
プ
ッ
フ
ナ
ー
先
生
の
御
霊
力
に
よ
り
特
に
本
誌
に
羅
…
爵
掲
載
を
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
公
刊
さ
れ
て
い
る
「
嗣
～
性
の
命
題
」
の
論

　
文
は
、
こ
れ
の
餓
四
圃
の
講
演
に
あ
た
る
。
謬
出
に
當
っ
て
は
、
辻
村
公
一
先
生
の
御
白
蟻
を
い
た
だ
い
た
。

（
鐸
者
　
京
都
大
學
大
學
院
文
畢
研
究
科
〔
誓
攣
、
博
士
課
程
〕
學
生
）

　轟耶

…
號
．

．
前

ブ

リ

ッ

ツ
i
l
ヨ

ア

ヒ

ム
じ

フ

ゲ
i

テ

に

於
，1・t

る

人
問
鞍

知
る
こ
と
と
認
め
る
こ
と
：

・
森
口
爽
都
男

ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
學
問
理
念
…
…
…
三

　
　
ー
デ
カ
ル
ト
と
マ
ル
プ
ラ
ン
シ
ュ
ー

断
警
外
麟
灘
「
誌
厨
載
論
交
一
覧

鵡
唯
義

wwmnt．
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ミ
ミ
、
》
藁
ミ
、
ミ
諺
焼
馬
ご
9
、
ミ
へ
心
マ
・

　
　
…
…
－
ス
｝
ア
の
鐵
然
と
際
磁
1

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
知
識
論
：

ヘ
イ
マ
ル
メ
ネ
…
・

ζ瓢耳

助

－
服
部
正
　
明

－
水
地
　
宗
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　　　　　　　　　　　　　THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Thθoutlinθof　S銘ch　an　a7ticlθαS　aPPθαrs　in　mO7’e　than　Oπθ　n躍mbeプげthis

maga．・一ine　is　to　be　given　together　tvith　tke　last　instalment　of　the　article．

Gr疑魏ds畿t忽e　虚es　DeRke難s

von　Martin　Heidegger

　　Nach　der　gelaufigen　Ansicht　gelten　die　Grundsatze　des　Denkens　fttr

jedes　Denken　und　man　meint，　sie　lenkten　somit　auch　jeden　Schr1tt　des

Nachdenkens　Uber　sie　selbst．　Aber　durch　Hegels　dlalektisehe　Auslegung

des　Denkens　sind　die　Denkgesetze　und　deren　BegrUndung　in　ihrer　bisherig－en

Gestalt　fragx・vi’rdig　geworden．　DeRn　durch　den　E1ngang　des　Denkens　iR

die　Dimension　der　Dialel〈tik　hat　sich　die　M6glichl〈eit　ge6ffnet，　die　Denk－

gesetze　in　deR　Bezlrk　einer　gr“ndlicheren　］iN（［aBgabe　zu　rUcken．

　　Der　Vorfall，　daS　das　Denken　in　die　Dimension　der　Diaiektik　eingegangen

ist，　ist　ein　geschichtlicher　（im　Sinne　des　Seinsgeschicl〈es）．　Dieser　Vorfall

．creht　also　gerade　nicht　von　uns　weg，　sondern　1〈ommt　Uberall　als　Gegen－wart

in　verschiedenen　Gestalten　auf　uns　zu．　Die　Dialektik　ist　heute　eine，

vielleicht　sog’ar　die　X］Veltwirklichkeit．　Hegels　Dia｝el〈tik　ist　einer　der

Gedanl〈en，　die－von　weither　angestimmt一．die　Welt　lenken“．　Solche

Gedanl〈en　werden　nichg　erst　durch　unser　sterbliches　Denl〈en　gemacht，　dieses

wird　vielmehr　stets　nur　von　jeneR　Gedanl〈en　ii｝　den　Ailspruch　genommen，

auf　daB　es　ihm　entspreche　oder　entsage．

　　，，Grundsatze　des　Denl〈ens“一wir　beginneR　mit　einer　Erlauterung一　des

Titels　der　Abhandlung．　，，Grundsatze　des　Denkens“　bedeutet　zum　ersten：

Gesetze　fUr　das　Denken．　Der　Genitiv　in　der　Wendung　des　”1”iteis　ist　ein

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l



genitivus　obiectivus．　Aber　das　1）enken　selber　bel〈undet　sich　zugleich　als

das　Subjekt　dey　Setzung　der　Grgndsatze．　Der　Genitiv　im　Tltel　2st　auch

ein　gen2tivus　subiectivus．　Darum　stellt　der　Titel　uns　vor　die　folgende

Frage：　Woher　stammen　die　Grundsatze？　Aus　dem　Denken　selbst　oder

aus　dem，　w　as　das　Denken　im　Grunde　zu　bedenken　hat，　oder　gar　aus・

keiner　dieser　beiden　sich　alsbald　anbietenden　Quellen　？　Aber　die　Antwort

auf　cliese　Frage　bleibt　fur　uns　in　ein　Dunkel　gehUilt．　Diese　Dunl〈elheit

ist　vlelleicht　bei　aliem　Denken　jederzeit　im　Spiel．　Der　Mensch　muS　lernen，

das　Dunkle　als　das　Umimgangiiche　anzuerkennen　und　die　Lauterkeit　des・

Duuklen　zu　wahren　und　die　dem　Dunkel　allein　gemage　Helle　zu　flnden．．

Sterbliches　Denken　muB　in　das　Dunlscel　der　Brunnentiefe　sicla　hinablassen，

um　be1　Tag　den　Stern　zu　sehen．

　”er　Beitrag　wurde　ursprdnglich　im　Sommersemester　i957　an　der　Universitat

Freiburg　i．　Br．　als　erster　und　einfifhrender　Vortrag　einer　funf　Vortrage　umfas－

senden　Foige　．Grundstttze　des　Denkens“　gesprochen　；　der　vierte　dieser　Vortrage，

，，Der　Satz　der　ldentit5t“，　ist　in　der　Schrift　，，ldentitat　und　Differenz“　（I　Teske－

Verlag，　P触ingen　1957）ver6ffentl三cht．　Dankδer　uns　erwiesellen　Freu捻dlichkeit

Herrn　Professor　Dr．　Martin　Keideggers　und　durch　die　Bemtihungen　von　Herrn．

Hartmut　Buchner　x・vurde　es　m6glich，　diesen　EinfUhrungsvortrag　zu　Ubersetzen

und　in　dieser　unserer　Zeitschrift　erscheinen　zu　lassen．　（zum　deutschen　Text．

ver．crl．　Jahrbuch　fUr　Psychologie　und　Psychotherapie，　6．　Jahrgang，　Heft　i／3，

M6nchen　u．　Freiburg　1958，　S．　33　ff・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zusammengefaBt　vom　Ubersetzer，　Al｛ihiro　1［ak．　e－ichi．〉

0鍛Fechiter圭角Laws

by　Sul〈e－ichi　Kal〈izaki

　　ln　these　one　or　two　decades，　comsiderable　efforts　have　beeR　made　to

determine　functional　reiations，　which　may　be　callecl　Fee”hnerian　laws　in　a

broader　sense，　between　subjective　or　sensory　ma，c，rnitudes　and　stimulus

magnitudes．　These　functions　have　led　to　various　scales　of　sensation，　w｝iich

have　fak’ly　good　valiclity　for　all　practical　purposes．　But，　how　about　the

2


