
』
○
げ
ゆ
U
O
O
犀
①
に
お
け
る
認
識
の
問
題
（
完
）

　
　
　
　
　
一
そ
の
体
系
の
統
一
的
把
握
に
つ
い
て
l
l

服

部

知

文

三
　

「
人
間
悟
性
論
」
の
問
題
性

457

　
カ
ン
ト
が
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
力
が
個
々
の
知
覚
か
ら
一
般
的
概
念
に
進
ま
ん
と
す
る
最
初
の
努
力
を
探
究
す
る
こ
と
は
疑
も
な
く
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

益
で
あ
り
、
こ
の
途
を
は
じ
め
て
開
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
か
の
有
名
な
ロ
ッ
ク
に
負
う
し
と
評
す
る
ご
と
く
、
認
識
批
判
主
義
は
、

ロ
ッ
ク
の
「
人
聞
悟
性
論
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
世
に
公
け
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
は
そ
の
中
で
、
た
ん
に
認
識
論
に
の
み
留

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
彼
の
「
人
聞
悟
性
論
」
は
、
そ
の
成
立
の
由
来
に
関
し
て
、
難
聴
な
任
務
を
背
負
っ
て
い
た
の
で
あ

る
か
、
の
問
題
か
ら
ま
ず
論
じ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

　
す
で
に
い
ま
ま
で
に
鰐
か
に
し
て
き
た
ご
と
く
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
数
学
、
道
徳
お
よ
び
宗
教
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
真
理
の
確
実

性
が
前
提
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
人
間
悟
性
論
」
の
中
で
も
繰
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
「
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

徳
的
知
識
も
数
学
と
同
様
に
、
実
在
的
確
実
性
を
も
ち
う
る
」
（
国
ω
ω
⇔
団
　
宅
匂
一
く
”
刈
）
と
語
る
と
き
、
数
学
的
知
識
の
確
実
性
か
ら
、
同
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
方
法
で
普
遍
的
道
徳
原
理
も
確
立
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
一
般
に
普
遍
妥
当
な
命
題
の
認
識
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
「
人
聞
悟
性
論
」
を
生
み
出
し
た
主
た
る
動
機
は
、
遵
徳
、
宗
教
の
問
題
で
あ
っ
た
。
　
「
人

間
悟
性
論
」
の
は
じ
め
に
、
ロ
ッ
ク
が
語
る
そ
の
由
来
は
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
回
。
ぴ
郎
い
o
o
騨
Φ
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
輪
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蹴
誓
由
掌
研
究
　
　
二
型
照
百
七
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
「
も
し
こ
の
論
文
の
来
歴
を
も
っ
て
あ
な
た
を
煩
わ
す
こ
と
が
遇
当
で
あ
る
な
ら
、
五
、
六
人
の
友
人
が
私
の
部
屋
に
集
り
、
こ
の
問
題
と
は
非
鴬

に
か
け
は
な
れ
た
あ
る
能
義
を
論
議
し
た
と
こ
ろ
」
行
き
づ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
「
わ
れ
わ
れ
は
閥
違
っ
た
道
を
取
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
ま
た

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
な
雛
僧
の
探
求
に
入
る
麓
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
能
力
を
吟
味
し
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
は
い
か
な
る
対
象
を
扱
う
に
適
し
て
い

る
か
、
ま
た
は
遮
し
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
頭
に
浮
ん
で
き
た
」
（
燭
。
。
雛
ざ
図
駄
毘
①
ε

離
①
カ
①
鼠
Φ
が
男
建
器
厩
．
。
・
①
象
臨
o
P
〈
o
ポ
創
や
り
）

　
そ
し
て
、
右
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
フ
レ
ー
ザ
！
の
註
に
あ
る
ご
と
く
、
そ
の
「
非
常
に
か
け
は
な
れ
た
問
題
」
と
は
道
徳
の
原
理
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

啓
示
宗
教
で
あ
っ
た
。
（
H
ぴ
一
匹
．
乞
。
酔
Φ
讐
卜
⊃
）
そ
し
て
、
こ
の
年
代
を
ク
ラ
ン
ス
ト
ン
は
一
六
七
一
年
の
春
よ
り
遅
く
は
な
い
と
し
て
い
る
。

同
年
夏
に
は
「
人
間
悟
性
論
」
の
草
稿
の
一
つ
が
書
か
れ
、
ま
た
第
二
草
稿
に
も
一
六
七
一
年
の
臼
附
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
年
代
は
、
ロ
ッ
ク
が
「
自
然
法
論
」
の
草
稿
を
完
成
し
て
か
ら
五
年
程
後
で
あ
り
、
　
「
政
府
論
」
、
の
起
草
に
先
立
つ
こ
と
十
年
程

　
（
5
）

で
あ
る
。
「
人
間
悟
性
論
」
を
生
む
に
至
る
問
題
が
、
「
自
然
法
論
」
、
「
政
府
論
」
に
共
通
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
も
不
自
然
で
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
、
道
徳
、
行
為
に
ロ
ッ
ク
の
関
心
は
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
問
題
と
し
て
の
一
般
的
知
識
の
認
識
の
問

題
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
　
「
こ
こ
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
は
、
す
べ
て
の
こ
と
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
か

か
わ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
橿
霧
獅
ざ
貯
霞
O
費
良
。
詳
①
〉
ま
た
、
「
信
仰
は
窄
固
と
し
て
確
実
な
同
意
と
保
証
の
原
理
で
あ
っ
て
、
勲
閥
ま
た
は

騰
躇
に
対
す
る
い
か
な
る
種
類
の
余
地
も
残
さ
な
い
の
で
あ
る
」
（
］
円
も
軌
ω
麟
蜜
　
饗
w
誕
く
詑
　
一
心
）

　
し
か
し
、
信
仰
が
確
実
性
に
到
達
す
る
と
信
仰
で
は
な
く
な
り
知
識
と
な
る
。
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
が
知
識
の
問
題
を
独
立
に
と
り
あ
げ
る

理
由
も
存
在
す
る
。
す
で
に
引
用
し
た
「
人
間
悟
性
論
」
の
「
読
者
へ
の
乎
紙
」
で
、
　
「
闘
違
っ
た
道
を
と
っ
て
い
る
」
こ
と
に
気
付
い

た
と
語
っ
て
い
る
の
は
、
儒
仰
と
知
識
の
問
題
の
分
離
と
、
道
徳
原
理
の
認
識
、
が
一
般
的
知
識
の
認
識
の
問
題
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
漏
す
も
の
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
一
般
的
知
識
の
獲
得
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
か
。
こ
こ
か
ら
「
人
間
悟
性
論
」
に
お
け
る

認
識
批
判
は
出
発
す
る
。



　
　
　
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
の
基
本
的
原
理
は
何
で
あ
っ
た
か
が
つ
ぎ
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
、
一
，
自
然
法
論
」
で
、
ロ
ッ
ク

　
　
が
認
識
原
理
と
し
て
述
べ
て
い
る
「
自
然
の
光
」
、
す
な
わ
ち
感
覚
と
理
性
（
推
論
能
力
）
の
共
岡
作
用
と
し
て
の
「
経
験
」
は
、
「
入
間

　
悟
性
論
」
、
に
お
い
て
は
、
そ
の
観
念
理
論
（
崔
Φ
巴
○
α
q
《
輪
舞
ω
興
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
自
己
の
観
念
理
論
の
方
法
を
平
明

　
　
な
実
証
的
方
法
（
ぼ
。
・
ε
臨
。
巴
聾
且
蝕
P
皆
Φ
費
。
伍
）
と
名
付
け
て
、
人
問
の
知
識
の
起
源
、
確
実
挫
お
よ
び
範
囲
な
ら
び
に
信
念
、
意
見

　
　
お
よ
び
岡
意
の
根
拠
な
ら
び
に
程
度
を
研
究
す
る
も
の
で
、
心
の
物
理
学
的
考
察
（
心
の
本
質
の
考
察
－
津
山
興
、
・
。
鋤
§
2
銭
§
帯
下
。
。

　
亀
裂
曾
。
｛
夢
Φ
暮
弓
。
。
。
。
曙
》
＜
○
】
・
一
》
℃
・
ま
）
に
関
係
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
（
国
ω
。
。
§
冒
嘗
。
号
。
賦
g
』
）
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
が
云
う
鑓
。
・
8
ユ
。
巴

　
ヨ
簿
ぴ
○
傷
は
、
し
た
が
っ
て
時
闇
∵
空
美
的
に
抽
象
さ
れ
た
も
の
の
論
理
的
分
析
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
詑
述
的
方
法
（
伽
⑳
ω
o
ほ
讐
ぞ
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ヨ
Φ
夢
。
山
）
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
記
述
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
平
明
」
で
あ
る
こ
と
、
と
と
も
に
彼
が
わ
れ
わ
れ
の
臼

　
常
経
験
の
事
実
か
ら
出
発
し
、
経
験
と
合
理
的
観
察
に
よ
っ
て
進
も
う
と
す
る
こ
と
を
意
解
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
す
で
に
、
　
一
六
六
八
年
の

　
　
「
医
術
に
つ
い
て
」
（
O
Φ
鍵
8
導
①
鼠
。
飴
）
と
題
す
る
断
片
の
中
に
、
真
理
は
「
経
験
と
合
理
的
観
察
」
か
ら
生
れ
る
こ
と
と
、
独
断
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
公
理
．
に
も
と
つ
く
演
繹
的
方
法
が
真
の
知
識
獲
得
の
障
害
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
　
（
こ
れ
は
カ
ル
テ
ジ
ア
ニ
ス
ム
批
判
で
あ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
精
神
の
形
蒲
上
学
の
位
置
に
、
糟
神
の
歴
史
が
現
わ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
方
法
的
転
換
、
デ
カ
ル
ト
的
思
弁
的
伝
統
に
対
し
て
、
当
暗
の
薪
興
自
然
科
学
の
合
理
的
観
察
と
実
験
に
基
づ
く
経
験
的

　
実
証
的
方
法
へ
の
転
換
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
「
人
間
悟
性
論
」
の
中
で
、
当

　
　
時
彼
と
親
交
の
あ
っ
た
権
威
的
自
然
科
学
者
、
ボ
イ
ル
（
濁
。
げ
Φ
半
切
。
凱
①
）
、
　
サ
イ
デ
ナ
ム
（
↓
ぴ
。
ヨ
霧
ω
鴇
岱
Φ
雛
⇔
げ
営
）
、
　
ホ
イ
ヘ
ン
ス

　
　
（
O
驚
韓
㌶
⇔
麟
¢
団
α
q
①
塗
）
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
囲
ω
器
。
、
宏
①
葦
§
）
の
名
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
の
巨
匠
に
は
及
び
も
っ
か
ぬ
が
、
「
下
働
き
と
し
て

　
少
し
ば
か
り
地
面
を
溝
嘉
し
、
知
識
の
道
程
に
横
わ
る
が
ら
く
た
を
少
々
取
除
く
こ
と
に
従
事
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
大
望
で
あ
る
」

　
　
（
響
鈴
ざ
図
冨
紳
｝
Φ
8
鋳
⑦
難
業
伍
Φ
び
孚
霧
興
．
ω
＆
｝
銘
§
く
◎
ピ
H
る
「
憲
）
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
が
自
然
科
学
的
研
究
に
従
事
し
、

　
　
た
こ
と
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
暗
代
）
と
と
も
に
、
ロ
ッ
ク
と
膚
然
科
学
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
を
示
す
が
、
ま
た
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
が
、
自

粥　
　
　
　
　
｝
0
7
β
い
。
鐸
。
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
悌
ず
厨
口
　
　
第
四
否
七
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

然
科
学
の
「
予
備
学
」
（
憎
さ
も
Φ
儀
Φ
暮
障
）
と
し
て
、
形
而
上
学
的
伝
統
的
思
弁
を
排
除
し
た
新
し
い
地
平
に
お
い
て
、
自
己
の
認
識
能
力
の

反
省
的
記
述
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
近
代
自
然
科
学
の
方
法
に
な
ら
っ
た
認
識
論
で
あ
り
、
白

藍
に
近
代
自
然
科
学
の
方
法
論
的
基
礎
づ
け
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ッ
ク
の
「
入
間
悟
性
論
」
の
関
心
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

実
践
的
な
も
の
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
つ
は
実
験
的
自
然
科
学
の
方
法
的
基
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

付
け
で
あ
り
、
他
は
、
当
時
の
自
然
科
学
者
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
宗
教
と
人
言
の
義
務
に
戯
す
る
道
徳
哲
学
的
関
心
に
支
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
図
と
方
法
の
も
と
に
成
立
し
た
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
云
わ
れ

る
ご
と
く
経
験
論
で
あ
る
の
は
何
に
よ
る
の
か
。

　
ロ
ッ
ク
認
識
論
の
特
徴
的
性
格
は
、
そ
の
観
念
理
論
と
経
験
論
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
観
念
理
論
に
お
け
る
「
観
念
」
の
役
劉
は
、
認
識
関
係
に
お
け
る
主
観
i
客
観
の
対
立
を
統
一
す
る
機
能
を
背
負
う
と
受
寄
に
、

経
験
に
お
け
る
感
覚
－
理
姓
の
異
質
な
機
能
を
統
一
す
る
媒
体
の
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
観
念
（
餐
＄
）
と
は
何
で
あ
る
か
、
ロ
ッ

ク
の
云
う
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
と
、

　
　
　
「
ど
ん
な
も
の
で
も
人
が
考
え
る
と
き
、
悟
性
の
対
象
と
な
る
も
の
を
あ
ら
わ
す
の
に
も
つ
と
も
役
立
つ
書
蘂
で
あ
る
か
ら
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
を
、

　
ど
ん
な
も
の
で
「
も
空
想
、
表
象
、
概
念
と
い
う
語
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
は
何
で
あ
ろ
う
と
思
考
に
お
い
て
心
を
働
か
す
こ
と
の
で
き
る

　
対
象
を
あ
ら
わ
す
の
に
用
い
た
。
一
思
う
に
わ
た
く
し
が
か
く
の
ご
と
く
観
念
が
人
々
の
心
に
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
た
や
す
く
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

　
う
。
あ
ら
ゆ
る
人
は
か
よ
う
な
観
念
を
自
ら
の
う
ち
に
意
識
し
て
い
る
し
、
角
々
の
鱗
葉
や
行
為
は
他
人
の
中
に
か
よ
う
な
観
念
が
あ
る
こ
と
を
確
信

　
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
（
口
ω
鋸
ど
目
⇔
霞
◎
費
。
瓜
。
ジ
。
。
）

　
ま
た
さ
ら
に
、

　
　
「
観
念
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う
わ
た
く
し
の
新
し
い
方
法
（
ヨ
窺
知
Φ
≦
≦
醸
o
h
犀
昌
。
≦
ぎ
σ
q
び
団
ヨ
＄
郎
ω
鼠
鳴
Φ
像
。
ω
）
は
、
わ
た
く
し
の
『
悟
性

　
論
』
の
全
颪
を
包
点
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
悟
性
を
取
扱
う
に
当
っ
て
、
悟
性
は
思
考
す
る
能
力
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
、
思
考
の
際
に



お
け
る
心
の
直
接
の
対
象
を
考
察
せ
ず
に
は
、
わ
た
く
し
は
こ
の
能
力
を
充
分
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
思
考
の
際
の
こ
の
心
の

直
接
の
対
象
を
わ
た
く
し
は
観
念
と
呼
ぶ
」
（
い
。
簿
①
ゴ
ω
Φ
8
民
菊
Φ
唱
ξ
δ
ω
一
一
｝
一
貯
α
Q
臣
ぽ
奪
ρ
二
〇
8
魁
ぎ
け
｝
お
犀
⇔
ω
禽
．
。
。
勺
畦
。
一
。
⑳
o
ヨ
Φ
髭
ヨ
賦
ω

Φ
象
臨
。
揖
o
h
窪
Φ
国
ω
ω
曙
》
〈
○
一
匿
一
w
℃
℃
」
㌶
・
粛
）

ま
た
、
さ
ら
に
要
約
さ
れ
た
形
で
は
、

　
「
い
か
な
る
も
の
で
も
、
心
が
そ
れ
自
身
の
な
か
に
知
覚
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
知
覚
（
℃
葭
8
讐
δ
旨
）
、
思
考
（
費
。
¢
σ
q
窪
）
、
ま
た
は
悟
性
の
薩
接

の
対
象
と
な
る
も
の
を
わ
た
く
し
は
観
念
と
呼
ぶ
し
（
閃
如
自
ω
鋤
団
u
鎖
v
ぐ
出
㌍
c
◎
）

　
　
　
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
発
想
に
つ
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
が
「
悟
性
は
眼
と
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
晃
さ
せ
、
知

　
　
覚
さ
せ
る
が
、
そ
れ
自
身
を
少
し
も
冤
な
い
。
悟
性
を
遠
方
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
技
術
と
骨
折
り
を
要
す
る
」

　
　
（
じ
弓
ω
。
。
9
ざ
ぎ
ぎ
薮
畠
。
西
盛
）
と
、
眼
と
視
覚
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
か
ら
述
べ
る
園
難
を
打
開
す
る
た
め
に
、
彼
は
「
観
念
」
と
い
う
、
悟
性
の
薩

　
　
接
の
対
象
を
設
置
し
て
、
悟
性
の
働
き
を
知
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
悟
性
は
心
の
能
力
で
あ
る
故
、
こ
こ
に
「
人
間
悟
性
論
」
は
「
観

　
　
念
」
に
お
い
て
研
究
さ
れ
る
「
観
念
理
論
」
と
し
て
成
立
す
る
。

　
　
　
し
か
し
、
観
念
な
る
言
葉
は
デ
カ
ル
ト
の
「
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
抱
懐
す
る
と
き
、
そ
の
仕
方
が
い
か
よ
う
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
の
精
神
の
う
ち
に
宿
る
蝋
切
の
も
の
を
観
念
（
凱
σ
o
）
と
呼
ぶ
」
か
ら
借
り
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
拡
大
さ
れ
、
「
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
ユ
）

　
　
想
」
、
「
表
象
」
、
「
概
念
」
、
さ
ら
に
「
心
の
直
接
の
対
象
」
を
意
味
す
る
に
至
る
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
と
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
観
念
の
意
味
の

　
　
差
は
、
合
理
論
と
経
験
論
の
差
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
合
理
論
に
お
い
て
は
、
観
念
の
分
析
は
実
在
に
関
し
て
結
論
を
生
む
と
考
え
ら
れ
、

　
　
観
念
の
方
法
（
け
翠
蔓
躇
。
隔
凱
魯
ω
）
自
体
に
合
理
論
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
場
合
は
、
こ
の
方
法
を
自
然
科
学
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
る
ご
と
く
実
験
的
（
④
老
①
吋
ぎ
曾
琶
）
に
周
い
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
観
念
は
薩
接
、
実
在

　
　
性
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
観
念
の
実
在
性
の
問
題
は
、
観
念
と
実
在
の
間
に
一
致
が
あ
る
か
ぎ
り
に
の
み
成
立
す
る
。
し
た
が
っ

　
　
て
、
悟
性
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
は
、
つ
ね
に
観
念
を
介
し
て
成
立
す
る
。
外
的
、
内
的
対
象
は
、
一
度
観
念
に
お
い
て
、
悟
性
に
思
考

蝦　
　
　
　
　
匂
O
『
昌
い
◎
o
犀
①
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
　
　
折
鳳
脚
ず
研
究
　
　
第
四
百
七
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

蝉　
　
の
材
料
と
し
て
供
給
さ
れ
る
。
（
国
器
避
口
・
評
縛
）
悟
性
は
こ
の
材
料
と
し
て
の
諸
擬
念
を
用
い
て
多
く
の
観
念
の
複
合
形
態
を
作
り
出
す
。

　
　
こ
こ
に
「
実
験
的
」
に
観
念
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
は
、
観
念
に
よ
る
、
知
識
の
原
子
論
的
、
モ
ザ
イ
ク
的
構
成
を
主
張
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
知
識
の
成
立
過
程
の
分
析

　
　
的
・
実
験
的
説
明
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
一
方
、
襯
念
が
心
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
の
働
き

　
　
も
、
観
念
に
お
い
て
把
え
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
「
心
は
そ
の
す
べ
て
の
思
考
と
推
理
に
お
い
て
、
心
の
み
が
考
察
し
、
ま
た
は
考
察
す
る
こ
と
の
墨
来
る
そ
れ
自
身
の
諸
観
念
以
外
に
は
、
い
か
な

　
　
　
る
他
の
直
接
の
対
象
を
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
た
だ
こ
れ
ら
の
観
念
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
、
知
識
は
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
観
念
の
あ
る
も
の
の
結
合
と
一
致
、
ま
た
は
不
一
致
と
背
反
の
知
覚
に
他
な
ら
ぬ
と
思
わ

　
　
　
れ
る
。
こ
の
点
に
の
み
知
識
は
あ
り
、
こ
の
知
覚
が
あ
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
知
識
が
あ
る
」
（
図
ω
ω
醸
H
く
し
“
一
i
鴎
）

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
観
念
と
い
う
要
素
に
分
析
さ
れ
、
こ
の
観
念
を
要
素
と
し
て
構
成
さ
れ
る
と
い
う
、
自
然
科
学
的

　
　
実
験
の
手
続
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
対
象
世
界
の
構
造
的
な
再
編
成
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
対
象
世
界
は
主
観
に
と

　
　
っ
て
は
、
「
対
象
の
観
念
」
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
主
面
と
か
か
わ
り
を
も
っ
こ
と
に
な
る
。
（
ロ
ッ
ク
の
実

　
　
体
論
は
こ
の
点
を
裏
付
け
て
充
分
で
あ
ろ
う
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
お
い
て
、
さ
ら
に
明
か
に
な
る
と
考
え
る
。

　
　
　
つ
ぎ
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
と
し
て
の
観
念
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
心
に
入
っ
て
く
る
か
と
い
肺
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は

　
　
「
経
験
し
に
よ
っ
て
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
云
う
と
こ
ろ
に
ま
ず
従
っ
て
み

　
　
よ
う
。
　
「
経
験
」
に
よ
っ
て
観
念
を
得
る
と
は
、
嚇
体
い
か
な
る
こ
と
か
。

　
　
　
　
「
感
官
が
最
初
に
個
々
の
観
念
を
と
り
い
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
ま
だ
空
虚
な
心
の
室
を
設
備
す
る
。
心
は
徐
々
に
こ
れ
ら
の
観
念
の
い
く
つ
か
に
な

　
　
　
じ
み
、
こ
れ
が
記
憶
に
留
め
ら
れ
、
名
前
を
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
心
は
さ
ら
に
進
ん
で
こ
れ
ら
の
観
念
を
抽
象
し
、
徐
々
に
一
般
的
名

　
　
　
辞
（
σ
q
Φ
g
邑
舜
ヨ
Φ
。
・
）
の
使
用
を
学
ぶ
の
で
あ
る
」
（
目
。
。
。
・
曙
ご
詑
観
）

　
　
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
心
は
「
塞
虚
な
室
」
あ
る
い
は
、
　
「
い
わ
ば
す
べ
て
の
九
二
の
書
い
て
な
い
、
何
の
観
念
を
も
持
た
ぬ
白
紙
ー
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墨
げ
良
p
。
瞳
器
卑
一
i
」
で
あ
っ
て
、
　
こ
の
心
に
観
念
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
「
経
験
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
験
の
内
容
は
、
「
感
覚

（
ω
Φ
霧
蝉
鳳
○
⇔
）
」
と
「
反
省
（
話
ゆ
Φ
o
謡
。
謬
）
」
で
あ
る
。
（
じ
曝
ω
蟹
団
口
・
㌍
鱒
）
「
感
覚
」
と
「
反
省
」
が
観
念
の
起
源
な
の
で
あ
る
。

　
観
念
が
、
外
的
、
・
内
的
対
象
か
ら
蕊
識
に
入
っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
感
覚
」
と
「
反
省
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
外
的
対
象
一

感
覚
的
対
象
（
の
①
霧
箆
①
。
三
①
塞
）
が
感
官
（
ω
魯
G
。
①
）
を
通
し
て
、
事
物
の
欄
々
の
知
覚
（
℃
費
。
の
讐
δ
昌
）
を
心
に
運
び
入
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
意
識
、
（
心
）
は
、
「
感
覚
的
性
質
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
も
っ
て
い
る
観
念
を
得
る
」
の
で
あ
っ
て
、
外
的
対
象
は

感
宮
に
よ
り
意
識
に
、
す
な
わ
ち
心
の
中
薩
悟
性
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
か
く
て
、
外
的
対
象
の
観
念
の
起
源
を
「
感
覚
」
と
名

付
け
る
の
で
あ
る
。
（
罪
な
。
爵
塑
鋸
）
つ
ぎ
に
、
も
う
一
つ
の
観
念
の
起
源
と
し
て
の
「
反
省
」
に
つ
い
て
は
、
「
悟
性
が
そ
の
得
た
観
念

に
関
し
て
働
く
場
合
の
わ
れ
わ
れ
の
内
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
の
作
用
の
知
覚
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
外
界
の
事
物
と
は
何
の

関
係
も
な
い
故
、
感
覚
的
で
は
な
い
が
」
感
覚
に
似
て
い
る
の
で
「
内
欝
（
一
昌
静
①
H
］
P
餌
一
　
〇
〇
Φ
】
P
ω
Φ
）
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
が
、
こ

の
「
内
官
」
の
与
え
る
観
念
は
、
心
が
自
ら
の
内
に
お
け
る
、
そ
れ
自
身
の
作
用
を
「
反
省
」
す
る
こ
と
に
よ
り
得
る
観
念
で
あ
る
か
ら
、

外
的
対
象
の
感
覚
に
対
し
て
「
反
省
」
と
呼
ば
れ
る
。
（
国
・
。
。
。
瑠
津
随
添
）
こ
こ
に
潜
時
す
べ
き
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
は
、
「
反
省
」
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

説
明
を
さ
ら
に
附
け
加
え
て
「
反
省
の
対
象
と
し
て
の
内
部
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
の
作
用
（
o
℃
⑦
雷
け
δ
昌
）
」
が
観
念
の
一
つ
の

起
源
で
あ
り
、
こ
の
「
作
用
」
と
は
「
た
ん
に
心
の
そ
の
観
念
に
嫁
す
る
働
き
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
ら
の
働
き
か
ら
時
々
起
る
あ
る

種
の
感
情
、
例
え
ば
あ
る
考
え
か
ら
趨
る
満
足
と
か
不
安
の
ご
と
き
も
の
を
も
含
む
こ
と
に
す
る
」
（
図
ω
o
o
餌
団
噂
測
ぴ
一
島
）
と
述
べ
て
、
意
識
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

用
の
他
に
、
感
情
ま
で
を
含
め
て
反
省
の
対
象
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
反
省
は
感
覚
と
の
類
比
的
経
験
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
以
上
に
述
べ
た
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
ま
と
め
ら
れ
る
。

　
「
心
の
外
に
あ
る
外
的
対
象
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
与
え
ら
れ
る
印
象
（
H
昌
P
℃
同
①
o
o
Q
ゆ
同
O
⇔
）
と
、
心
そ
の
も
の
に
内
在
的
で
固
有
な
力
（
℃
o
毛
2
）

か
ら
生
ず
る
そ
れ
自
身
の
作
用
一
こ
れ
も
ま
た
心
日
宇
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
と
、
心
の
考
察
の
対
象
と
な
る
…
と
が
、
す
べ
て
の
知
識
の
趨
源

　
　
袖
O
蘭
ぎ
ピ
o
o
ぎ
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　工
九
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哲
学
研
究
　
　
第
四
岬
臼
七
十
穴
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
智
の
最
初
の
能
力
は
、
外
的
対
象
に
よ
っ
て
感
宮
を
通
じ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
、
ま
た
は
心
が
そ
れ
膚
身
の
作
用
を
反
省

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
も
、
と
に
か
く
そ
こ
に
与
え
ら
れ
る
邸
象
を
受
け
取
る
に
心
が
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
雲

の
上
に
聾
え
、
天
ま
で
も
賢
く
よ
う
な
す
べ
て
の
崇
高
な
思
想
も
こ
こ
に
始
り
、
こ
こ
に
基
く
。
心
が
遠
く
か
け
離
れ
た
思
索
を
し
て
非
常
な
広
い
領

域
を
さ
ま
よ
っ
て
高
尚
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
も
、
心
は
感
覚
ま
た
は
反
省
が
考
察
す
る
よ
う
に
提
供
し
た
観
念
以
外
に
は
一
歩
も
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
（
1
7
）

い
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
騨
も
。
避
悶
ン
潔
）

　
す
で
に
、
観
念
が
外
的
対
象
を
悟
性
の
対
象
と
し
て
内
在
化
す
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
上
述
の
「
反
省
」
を
通
じ
て
、
主

観
的
意
識
作
用
も
観
念
を
通
じ
て
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
ま
た
「
観
念
は
心
の
直
接
の
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
観

念
が
内
的
対
象
に
対
し
て
、
対
象
性
を
与
え
る
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
観
念
は
内
的
、
外
的
対
象
の
双
方
に
対

し
て
対
象
性
を
与
え
る
原
理
で
あ
る
。
し
か
も
主
観
i
客
観
的
認
識
関
係
に
お
け
る
、
主
観
と
客
観
の
分
裂
は
、
観
念
の
対
象
化
作
用
に

よ
り
深
め
ら
れ
つ
つ
、
観
念
の
心
に
対
す
る
直
接
性
に
よ
っ
て
、
主
観
－
客
観
的
分
裂
の
媒
介
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た

こ
と
は
、
究
極
的
に
は
、
観
念
は
、
外
的
、
感
覚
的
対
象
、
内
的
、
心
的
対
象
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
対
象
そ
の
も
の
で
な
く
、
対
象

の
観
念
と
し
て
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
対
象
的
存
在
と
観
念
と
は
併
行
的
二
一
兀
で
あ
っ
て
、
相
重
な
る

も
の
で
も
な
く
、
ま
た
対
象
の
す
べ
て
が
観
念
に
換
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
こ
に
「
自
然
法
論
」
で
提
畠
さ
れ
た
認
識
原
理

と
し
て
の
「
感
覚
と
理
性
の
共
同
馬
瀬
」
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
観
念
の
媒
介
性
を
通
じ
て
明
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ロ
ッ
ク
は
、
さ
ら
に
こ
の
「
観
念
」
を
単
純
観
念
（
ω
凶
ヨ
覧
①
箆
⑦
9
。
ω
）
と
複
雑
観
念
（
o
o
導
覧
①
匿
嵐
＄
ω
）
に
分
類
し
て
考
え
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
単
純
観
念
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
知
識
の
素
材
で
あ
っ
て
、
感
覚
と
反
省
の
二
方
法
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
、
わ
れ
わ

れ
の
単
純
観
念
に
関
す
る
明
噺
、
判
明
な
知
覚
ほ
ど
明
か
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
知
覚
は
、
そ
の
中
に
心
の
中
の
一
つ
の
一
様
な
現
象
ま

た
は
概
念
以
外
の
も
の
を
含
ま
な
い
し
、
単
純
観
念
は
、
異
っ
た
諸
観
念
に
分
析
出
来
な
い
（
観
念
の
最
小
単
位
性
）
。
ま
た
悟
性
の
カ
に

よ
っ
て
も
、
単
純
観
念
を
作
り
出
す
こ
と
も
、
既
存
の
観
念
を
無
く
す
こ
と
も
出
来
な
い
（
単
純
観
念
の
所
与
姓
）
。
こ
の
よ
う
な
単
純
襯
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念
が
、
悟
性
に
一
度
、
蓄
え
ら
れ
る
と
、
悟
性
は
こ
れ
を
繰
り
返
し
比
較
し
、
結
合
す
る
能
力
を
も
つ
故
、
新
な
複
雑
観
念
を
作
る
こ
と

が
出
来
る
（
国
。
。
鑓
団
界
普
一
一
悼
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
単
純
観
念
の
説
明
に
は
、
　
一
方
に
お
い
て
所
与
と
し
て
の
単
純
観
念
が
、
他
方
で
は
抽
象
的
な
原
子
、
あ
る
い
は
最
小
の
単
位
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

念
で
あ
る
と
い
う
相
矛
盾
し
た
、
性
格
を
も
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
エ
ア
ロ
ン
は
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
矛
盾
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
ボ
イ
ル
の
「
微
粒
子
説
」
（
o
◎
巷
諺
。
巳
鎚
費
①
o
門
矯
）
の
影
響
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
所
与
観
念
と
し
て
、
感
覚
、
反

省
を
通
し
て
入
っ
て
く
る
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
観
念
的
最
小
単
位
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
後
の
カ
ン
ト
を
挨
つ
ま
で
も
な
く
、
非
常
に
安

易
な
考
え
方
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
理
論
に
お
け
る
知
識
の
素
材
と
し
て
の
単
純
観
念
の
役
割
は
、
　
「
政
府
論
」
の
自
然
状
態
に
お

け
る
個
人
の
存
在
と
同
様
、
彼
の
思
考
を
貫
く
一
つ
の
軸
で
あ
る
原
子
論
的
機
械
観
の
前
提
で
あ
る
。
単
純
観
念
と
い
う
素
材
と
し
て
の

「
単
位
観
念
」
の
組
合
せ
を
通
じ
て
、
現
実
の
鼠
ハ
体
的
存
在
の
観
念
で
あ
る
複
雑
観
念
を
、
主
観
的
、
機
械
観
的
な
二
成
に
お
い
て
考
え

る
ロ
ッ
ク
の
方
法
（
騨
。
。
醸
㌘
〈
F
δ
）
に
と
っ
て
、
単
純
観
念
は
不
可
避
の
「
仮
設
」
概
念
で
あ
り
、
彼
の
露
。
・
ε
ほ
。
巴
巴
①
跨
○
山
が

Φ
×
℃
Φ
甑
ヨ
Φ
簿
巴
ヨ
Φ
夢
。
山
事
○
。
・
㌶
く
Φ
ヨ
Φ
夢
。
匙
で
あ
る
こ
と
を
一
層
図
式
化
し
て
示
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
し
か
し
、
ロ

ッ
ク
が
す
べ
て
の
複
雑
観
念
が
単
純
観
念
の
複
合
構
成
と
は
隈
ら
な
い
で
、
複
雑
観
念
も
所
与
観
念
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
述
べ
て

い
る
（
局
q
陰
ω
四
団
　
凝
堵
騒
諜
》
眠
い
　
類
噛
×
姪
諜
℃
悼
）
の
は
、
彼
に
お
い
て
原
子
論
的
機
械
観
が
貫
徹
し
て
い
な
い
、
不
徹
底
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
）
か

く
し
て
、
単
純
観
念
と
さ
れ
る
も
の
は
、
単
一
の
感
覚
に
よ
る
も
の
（
熱
、
寒
、
色
、
光
、
固
体
性
等
）
、
多
く
の
感
覚
に
よ
る
も
の
（
空

間
、
形
体
、
運
動
等
）
、
反
省
に
よ
る
も
の
（
知
覚
作
用
、
思
考
作
用
、
意
欲
作
用
）
、
感
覚
お
よ
び
反
省
の
す
べ
て
の
方
法
に
よ
る
も
の

（
快
、
不
快
、
存
在
、
力
、
時
閥
的
継
続
、
統
一
等
）
で
あ
る
。
（
両
。
・
舞
楼
罫
罫
一
）
こ
れ
ら
の
単
純
観
念
を
悟
盤
が
複
合
、
構
成
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
複
雑
観
念
は
、
様
態
（
露
。
創
Φ
の
）
、
実
体
（
ω
自
ぴ
露
§
o
の
ω
）
、
関
係
（
捲
鑓
甑
○
霧
）
に
分
け
ら
れ
る
。
（
閃
湊
9
・
緒
銅
慈
も
）

　
し
か
し
、
単
純
観
念
に
つ
い
て
は
、
ロ
ッ
ク
は
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
観
念
を
生
ず
る
カ
を
も
っ
て
い
る
も
の
を
「
物
体
の
性
質
」
と

し
、
こ
の
性
質
を
第
一
性
質
（
肩
首
鋤
曙
奮
聾
幕
①
）
と
第
二
性
質
（
器
8
嵩
貯
莞
霧
雲
膏
ω
）
に
分
類
す
る
。

　
　
　
　
桐
◎
｝
彰
U
o
o
犀
Φ
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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「
わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
性
質
を
よ
り
ょ
く
見
出
し
、
観
念
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
語
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
心
中
の
観
念
ま
た
は
知
識
と
し

て
の
観
念
と
、
か
よ
う
な
知
覚
を
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
ず
る
物
体
の
変
化
と
し
て
の
観
念
と
に
諸
観
念
を
区
別
す
る
の
が
婚
都
合
で
あ
る
し
（
し
り
ω
ω
曙

頃
一
く
藤
も
）

　
「
い
か
な
る
も
の
で
も
、
心
が
そ
れ
劇
身
の
中
に
知
覚
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
知
覚
、
思
考
、
ま
た
は
悟
性
の
薩
接
の
対
象
と
な
る
も
の
を
わ
た
く

し
は
観
念
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
な
ん
ら
か
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
心
中
に
生
ず
る
力
を
、
こ
の
カ
を
も
っ
て
い
る
物
体
の
性
質
（
ρ
墨
ま
①
ω
）
と
呼
ぶ
。

…
・
も
し
わ
た
く
し
が
、
観
念
に
つ
い
て
時
々
そ
れ
が
事
実
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
よ
う
に
語
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
は
こ
れ
に
よ
っ
て

こ
れ
ら
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
ず
る
対
象
の
中
の
こ
れ
ら
の
性
質
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
さ
れ
た
い
」
（
乱
打
器
p
。
団
罫
く
箪
。
。
）

こ
こ
に
、
単
純
観
念
を
生
む
も
の
は
、
感
覚
に
対
蒸
す
る
物
体
の
性
質
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
性
質
は
三
種
に
分
け
ら
れ
る
。

　
　
「
第
〕
は
、
物
体
の
固
形
的
部
分
の
大
い
さ
、
形
態
、
数
、
位
鑑
、
お
よ
び
運
動
ま
た
は
静
止
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
す

る
と
否
と
に
拘
ら
ず
物
体
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
発
見
し
得
る
大
い
さ
で
あ
る
と
き
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
、
入
工
的
な
物
に
お
い
て
畷
か
に
示
さ
れ
る
ご
と
き
、
物
そ
の
ま
ま
の
状
態
に
お
け
る
物
の
観
念
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
第
一
性
質
と
呼
ぶ
。

　
第
二
は
、
あ
る
物
体
の
中
に
あ
る
力
で
、
こ
れ
は
そ
の
物
体
の
感
知
せ
ら
れ
ぬ
第
一
次
性
質
の
た
め
に
、
特
殊
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
の
感
官
の
あ
る

も
の
に
作
用
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
色
、
音
、
香
、
味
等
の
様
々
な
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
中
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の

は
通
常
感
覚
的
性
質
（
。
・
Φ
鼠
三
Φ
ρ
舞
ま
Φ
ω
）
と
呼
ば
れ
る
」

　
第
三
は
、
あ
る
物
体
の
中
に
あ
る
力
で
、
こ
れ
は
そ
の
物
体
の
第
一
性
質
の
特
有
の
構
成
の
た
め
に
、
あ
る
他
の
物
体
を
し
て
わ
れ
わ
れ
の
感
窟
は

そ
れ
が
苗
に
作
用
し
た
の
と
は
違
っ
た
作
用
を
な
さ
し
め
る
よ
う
な
変
化
を
、
こ
の
他
の
物
体
の
大
い
さ
、
形
態
、
組
織
、
お
よ
び
運
動
に
起
す
も
の

で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
太
陽
は
蝦
を
自
く
す
る
カ
を
も
ち
、
火
は
鉛
を
溶
か
す
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
通
常
、
カ
（
勺
。
≦
興
）
と

呼
ば
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
中
の
第
～
の
も
の
は
実
在
的
、
ま
た
は
第
一
性
質
と
呼
ば
れ
る
の
が
正
嶺
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
そ
れ
ら

が
知
覚
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
物
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
性
質
・
の
様
々
な
変
容
（
儀
黙
Φ
器
韓
ヨ
＆
臨
。
寧

蔦
。
口
ω
）
に
第
二
性
質
は
依
存
す
る
。

　
他
の
二
つ
は
、
他
の
物
に
色
々
に
働
く
力
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
カ
は
、
か
の
第
一
性
質
の
色
々
な
変
更
か
ら
生
ず
る
偏
（
馬
G
陰
ω
ρ
団
　
］
H
》
く
牒
一
噂
爬
匂
◎
）

右
の
ロ
ッ
ク
の
説
明
に
よ
る
と
、
第
輔
性
質
は
物
体
の
固
有
性
質
（
。
轟
貯
巴
ρ
舞
顕
Φ
。
。
）
で
あ
る
が
、
第
二
性
質
は
対
象
窟
体
に
お



い
て
は
、
弼
も
の
で
も
な
く
カ
に
過
ぬ
が
、
そ
の
カ
は
、
第
一
性
質
か
ら
生
じ
、
わ
れ
わ
れ
に
感
覚
観
念
を
生
じ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
も

の
は
、
主
観
対
客
観
、
心
対
物
の
関
係
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
の
カ
は
、
物
体
か
ら
物
体
に
働
き
か
け
る
カ
と
し
て

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
第
繭
性
質
と
第
二
性
質
の
区
分
そ
の
も
の
は
、
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
近
世
に
お
い
て

も
、
ガ
リ
レ
イ
（
（
甲
隠
現
臨
Φ
◎
　
（
甲
侮
岡
一
一
Φ
一
）
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
（
蒙
①
叢
Φ
○
霧
ω
曾
鎌
）
、
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
も
、
と
も
に
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
お
け
る
区
分
は
、
主
観
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
物
体
自
体
の
中
に
あ
る
性
質
の
区
分
と
し
て

は
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
ボ
イ
ル
は
そ
の
微
粒
子
論
（
8
壱
駕
ω
o
乱
舞
夢
Φ
o
q
）
に
麗
歯
し
て
、
第
二
性
質
を
主
概
的
な
も
の
と
考
え
て

い
る
。
ロ
ッ
ク
の
第
二
性
質
の
叙
述
も
、
ボ
イ
ル
の
微
粒
子
論
の
影
響
を
明
か
に
示
し
て
い
る
が
（
国
蓄
決
議
く
注
し
。
。
同
旨
顔
出
一
二
）
、
ロ

ッ
ク
に
お
い
て
は
し
か
し
、
主
観
的
な
の
は
第
二
性
質
の
観
念
で
あ
っ
て
、
第
工
性
質
は
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
、
物
体
の
側
に
置
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
い
る
。
そ
れ
は
物
体
の
中
に
あ
る
力
で
あ
っ
て
、
観
念
に
よ
っ
て
心
の
中
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
い
ま
ま
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ロ
ッ
ク
の
観
念
理
論
は
、
多
少
の
不
徹
底
は
あ
る
が
、
豪
然
科
学
的
分
析
を
方
法
的
典
型

と
し
て
進
行
し
て
い
る
。
観
念
は
、
ま
ず
単
純
観
念
と
複
雑
観
念
に
分
析
さ
れ
、
単
純
観
念
は
さ
ら
に
そ
の
対
象
的
実
在
の
側
に
お
い
て
、

第
一
性
質
、
第
二
性
質
お
よ
び
力
に
分
析
さ
れ
る
。
こ
の
方
法
は
さ
ら
に
、
実
在
の
側
に
お
い
て
徹
底
さ
れ
て
、
ボ
イ
ル
の
微
粒
子
論
に

至
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
ロ
ッ
ク
の
経
験
科
学
的
常
識
性
は
、
そ
こ
に
至
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
ロ
ッ
ク
は
、
わ
れ
わ
れ
の
観
念
は
物

体
の
感
覚
的
性
質
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
第
一
性
質
の
微
細
な
特
殊
な
観
念
を
振
事
し
て
、

467

　
「
わ
れ
わ
れ
の
物
体
の
徴
細
な
諸
徴
粒
子
を
発
見
し
、
そ
の
諸
避
難
予
の
機
械
的
性
質
の
観
念
を
与
え
る
の
に
充
分
な
鋭
い
感
官
が
欠
け
て
い
る
か

ぎ
り
は
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
諸
粒
子
の
姓
質
と
働
き
を
知
ら
な
い
で
溝
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ

れ
の
行
ヶ
若
干
の
少
数
の
試
み
が
到
達
し
得
る
よ
り
多
く
は
少
し
も
確
実
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
試
み
が
他
の
時
に
も
ま
た

成
功
す
る
か
否
か
は
わ
れ
わ
れ
は
確
実
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
慮
然
の
物
棒
に
関
す
る
普
遍
的
真
理
を
わ
れ
わ
れ
が
確
実
に
知
る

　
　
匂
。
げ
質
び
o
o
犀
①
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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折
畢
掌
鯉
耕
究
　
　
箆
叩
四
百
七
十
六
鼻
コ

妨
げ
と
な
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
こ
の
点
で
、

謡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

わ
れ
わ
れ
を
個
々
の
事
実
よ
り
以
上
に
導
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
偏

（
罵
り
。
。
。
p
。
嘱
H
＜
㌦
諮

　
と
述
べ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
の
経
験
論
磨
身
が
感
覚
的
経
験
を
超
え
て
実
在
に
迫
ろ
う
と
す
る
伝
統
的
な
形
而

上
学
と
絶
縁
さ
れ
た
、
日
常
的
悟
性
の
立
場
一
経
験
科
学
的
立
場
洞
実
証
的
立
場
に
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
単

な
る
不
可
知
論
以
上
の
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
実
体
論
に
お
い
て
き
わ
め
て
明
瞭
な
形
で
展
開

さ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
「
実
体
」
は
複
雑
観
念
の
一
つ
で
あ
っ
て
（
閃
切
ω
帥
鴫
　
］
R
w
×
臨
讐
も
◎
）
、
し
か
も
「
実
体
」
観
念
の
成
立
は
単
純
観
念

の
蝸
定
数
が
つ
ね
に
相
伴
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
単
純
観
念
の
基
体
（
ω
信
ぴ
ω
仲
目
餌
ひ
償
b
P
）
と
し
て
「
実
体
」
（
。
・
嶽
び
ω
錺
纂
鎧
）
を
仮
定
す
る
に

至
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
晦
ω
も
。
曙
中
浜
貰
一
）
。
し
た
が
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
形
弼
上
学
概
念
と
し
て

の
実
体
一
属
性
は
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
　
「
実
体
」
を
単
な
る
論
理
的
仮
設
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
語
的
論
理
が
、
述
語
的
論
理
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

転
換
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
近
世
自
然
科
学
の
理
念
が
貫
徹
さ
れ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
こ
に
お
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
は
嗣
心
深
く
「
実
体
」
と
「
実
体
の
複
雑
観
念
」
を
区
織
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
実
体
」
を
否
定
す
る
こ

と
は
、
当
時
の
宗
教
的
オ
ー
ソ
ド
キ
シ
ー
か
ら
は
許
さ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
ロ
ッ
ク
の
宗
教
的
信
念
の
許
さ
ぬ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
つ
ぎ
に
問
題
に
な
る
の
は
「
人
間
臆
面
論
」
に
お
け
る
神
の
悶
題
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
神
の
存
在
に
関
す

る
弁
明
を
つ
ぎ
の
ご
と
く
展
開
す
る
。

　
　
　
「
神
は
わ
れ
わ
れ
に
神
自
身
に
関
す
る
何
等
の
生
得
観
念
を
も
与
え
な
か
っ
た
し
、
神
は
わ
れ
わ
れ
の
心
に
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
の
存

　
在
を
読
み
と
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
な
い
か
な
る
根
源
的
刻
印
も
刻
み
つ
け
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
心
に
現
に
賦
与
さ
れ
て
い
る

　
諸
能
力
（
感
官
、
知
覚
、
理
性
…
筆
者
）
を
神
は
わ
れ
わ
れ
に
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
神
は
自
已
商
身
を
証
明
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
し
て
お
い
た
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
感
官
、
知
覚
お
よ
び
理
性
を
も
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
自
已
を
失
わ
れ
ぬ
か
ぎ
り
、
神
の
明
晰
な
誼
明
に
は
こ

　
と
欠
か
ぬ
の
で
あ
る
」
（
国
器
環
宅
℃
〆
一
）



　
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ッ
ク
の
神
が
そ
の
存
在
を
証
明
さ
れ
る
以
前
に
確
信
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
を
明
か
に
　
蘇
る
で
あ
ろ
う
。

　
道
徳
は
こ
の
よ
う
な
神
の
意
志
を
根
拠
に
し
て
成
立
す
る
。
神
の
法
則
は
「
自
然
の
光
」
、
ま
た
は
「
啓
示
の
声
」
に
よ
っ
て
告
示
さ
れ
、

神
の
翻
造
物
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
行
為
に
対
し
て
「
罪
と
義
務
」
の
標
準
を
な
す
も
の
で
あ
り
（
麺
弓
器
曙
尽
湊
く
鋳
。
。
）
、
ま
た
「
徳
と
不

徳
」
は
行
為
の
正
、
不
正
を
表
示
す
る
か
ぎ
り
、
か
か
る
神
の
法
購
と
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
（
勢
ω
曙
目
無
く
葺
§
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
か
ら
は
、
知
識
は
い
か
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
。
ロ
ッ
ク
は
わ
れ
わ
れ

の
知
識
を
観
念
に
限
定
し
て
、

　
　
「
心
は
そ
の
す
べ
て
の
思
索
と
推
理
に
お
い
て
、
心
の
み
が
考
察
し
、
ま
た
考
察
出
来
る
そ
れ
麿
身
の
観
念
以
外
に
は
い
か
な
る
他
の
直
接
の
対
象

　
を
も
持
た
ぬ
故
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
た
だ
こ
れ
ら
の
観
念
に
の
み
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
（
閃
ω
ω
墨
黒
ひ
一
）

と
述
べ
、
知
識
を
コ
一
つ
の
観
念
の
一
致
ま
た
は
不
一
致
の
知
覚
」
（
野
鶏
団
ヨ
印
』
）
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
一
致
、
不
一
致
の
知
覚
を

「
直
覚
的
（
慈
艮
貯
Φ
と
、
「
論
証
的
（
餌
Φ
ヨ
○
霧
霞
異
く
①
）
」
、
「
感
覚
的
（
三
段
憲
く
⑦
）
」
の
三
種
に
分
ち
、
「
直
接
そ
れ
ら
自
身
に
よ
っ
て

知
覚
す
る
」
直
覚
的
知
識
を
、
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
確
実
性
と
明
証
、
す
な
わ
ち
自
明
牲
を
も
つ
も
の
と
し
、
他
の
観
念
の
介
在
に
よ
っ

て
一
致
、
不
一
致
を
発
見
す
る
論
証
的
知
識
す
な
わ
ち
推
理
は
、
確
実
で
は
あ
る
が
、
直
覚
的
知
識
に
は
劣
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
感

覚
的
知
識
は
「
個
々
の
外
的
対
象
か
ら
現
実
に
観
念
が
入
っ
て
く
る
こ
と
を
知
覚
し
、
意
識
す
る
こ
と
に
よ
る
そ
れ
ら
の
対
象
に
関
す
る
」

知
識
で
あ
っ
て
、
蓋
然
性
以
上
に
お
よ
ば
ぬ
と
し
て
い
る
。
（
図
ω
ω
曙
窮
鼠
し
一
譲
）
（
カ
ル
テ
ジ
ア
ニ
ス
ム
）

　
こ
の
よ
う
な
知
識
論
に
お
け
る
神
と
道
徳
の
知
識
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
神
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
の
語
る
と
こ
ろ
は
、

　
　
「
わ
れ
わ
れ
霞
身
を
考
察
す
る
こ
と
と
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
融
身
の
性
格
の
う
ち
に
閥
違
い
な
く
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
、

　
わ
れ
わ
れ
を
し
て
、
つ
ぎ
の
確
実
で
明
曲
な
糞
理
を
知
る
に
至
ら
し
め
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
永
遠
な
る
全
能
に
し
て
全
智
の
存
在
が
あ
る
と
い
う

　
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
誰
か
が
神
と
名
付
け
よ
う
と
否
と
、
そ
れ
は
聞
題
で
は
な
い
」
（
図
。
磨
の
簿
鴫
宅
層
屠
一
層
①
）

　
　
か
く
し
て
、
神
の
存
在
は
、
も
っ
と
も
確
実
明
白
な
知
識
と
し
て
確
立
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
が
明
か
に
示
す
知
識
で
あ
る
。

鰯　
　
　
　
　
　
鰍
O
ゲ
P
い
O
o
r
O
に
お
け
る
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五

（
匪
。
。
ミ
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折
縣
脚
ず
硲
究
　
　
第
四
百
七
十
六
皿
㌘

三
六

ヨ
基
一
）

　
　
　
「
理
性
は
霞
然
の
啓
示
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
永
遠
の
光
の
父
で
あ
り
、
す
べ
て
の
知
識
の
源
泉
で
あ
る
神
は
、
人
類
に
彼
等
の
自
然
の
能
力
が

　
到
達
す
る
範
囲
の
う
ち
に
彼
が
言
い
た
真
理
の
咲
分
を
伝
え
る
の
で
あ
る
。
警
示
は
神
に
よ
っ
て
直
接
伝
え
ら
れ
る
新
し
い
一
揃
い
の
諸
発
見
に
よ
っ

　
て
拡
大
さ
れ
る
自
然
の
理
性
（
欝
Φ
挫
通
用
飴
一
　
肖
の
効
Q
o
O
P
）
で
あ
っ
て
、
理
性
は
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ら
の
発
箆
は
神
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る

　
と
い
う
立
証
と
証
明
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
保
証
す
る
」
（
同
ω
紛
P
傾
H
く
矧
円
陣
麟
噂
心
）

し
か
も
、
究
極
的
な
審
判
者
は
理
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
理
性
に
よ
っ
て
、
神
の
啓
示
で
あ
る
か
否
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、

「
理
性
が
、
そ
れ
（
啓
示
さ
れ
た
命
題
一
筆
轟
佃
）
が
神
か
ら
啓
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
編
出
す
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
理
牲
は
、
い

か
な
る
他
の
真
理
に
対
す
る
の
と
も
嗣
様
に
、
そ
れ
に
対
し
て
底
意
す
る
旨
言
明
し
て
、
そ
れ
を
、
神
の
啓
示
の
輔
つ
と
す
る
の
で
あ
る
」

（
口
し
α
Q
o
⇔
団
宅
鳩
×
一
×
層
一
U
）
こ
こ
に
、
啓
示
と
理
性
の
閣
係
は
、
既
述
の
ご
と
く
、
啓
示
は
理
姓
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
岡
時
に
、
啓
示
の
究

極
的
な
合
理
性
が
主
張
さ
れ
る
。
僑
御
と
理
性
を
明
確
に
区
分
し
て
、
理
性
の
自
律
性
を
保
つ
と
と
も
に
、
信
仰
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盤
〉

を
排
し
て
そ
の
合
理
挫
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
理
神
論
者
で
は
な
い
ロ
ッ
ク
の
合
理
論
が
あ
る
と
岡
時
に
、
後
に
「
キ
リ
ス
ト
教
の
合
理

性
」
（
菊
。
霧
◎
郎
㊤
藏
。
器
ω
ω
鉱
○
び
臨
。
・
忠
節
鼠
受
“
鵠
Φ
O
）
に
お
い
て
示
さ
れ
る
「
原
罪
否
定
」
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
彼

岸
で
は
な
く
、
此
岸
の
「
完
金
な
道
徳
律
を
あ
ら
わ
す
も
の
」
と
し
、
　
「
完
全
な
躇
然
法
体
系
で
あ
る
と
岡
目
に
人
間
の
理
性
の
み
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

く
、
利
益
や
便
宜
に
も
一
致
す
る
」
と
す
る
思
想
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

　
道
徳
に
つ
い
て
も
、
　
「
道
徳
は
論
証
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、

　
「
力
と
差
と
叡
智
に
お
い
て
無
限
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
創
造
し
わ
れ
わ
れ
が
依
存
す
る
至
高
の
存
在
の
観
念
、
お
よ
び
悟
煙
的
、
理
性
的
存
在
と

し
て
の
わ
れ
わ
れ
霞
身
の
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
明
か
に
あ
る
よ
う
な
観
念
で
あ
る
か
ら
、
思
う
に
こ
れ
ら
を
正
当
に
考
察
し
、
追
肴
す
る
な

ら
ば
、
道
徳
を
論
証
す
る
こ
と
の
出
来
る
轡
学
の
中
に
暴
く
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
義
務
の
基
礎
と
行
動
の
規
則
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場

合
、
わ
た
く
し
は
全
く
欝
明
の
命
題
か
ら
、
数
学
に
お
け
る
推
理
と
圃
様
に
論
争
の
余
地
の
な
い
必
然
的
推
理
に
よ
り
、
正
と
不
正
の
標
準
が
・
…
－
明

か
に
さ
れ
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
数
と
延
長
の
関
係
と
圃
様
に
確
実
に
、
そ
の
他
の
様
態
に
開
し
て
も
知
覚
す
る
こ
と
が
慮
来
る
。
…
…
『
財
産
の
な
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い
と
こ
ろ
に
不
正
は
な
い
』
と
い
う
こ
と
は
、
訊
；
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
ど
の
証
明
と
も
同
様
に
確
か
な
命
題
で
あ
る
」
（
悔
ω
む
Q
⇔
畷
篤
く
矯
諜
劇
一
。
◎
）

と
、
道
徳
が
数
学
的
論
証
と
岡
様
の
方
法
の
上
に
原
理
的
に
確
立
出
来
る
信
念
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
数
学
を
典
型
と
す
る
確
実
性
の

点
に
つ
い
て
は
後
の
「
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の
進
歩
に
つ
い
て
砿
の
章
（
悔
鴇
翅
笥
”
敏
陣
）
に
至
っ
て
、
数
学
の
確
実
性
は
ス
コ
ラ
学
派
的
方

法
で
あ
る
「
公
理
に
基
く
推
論
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
真
実
な
る
知
識
の
大
な
る
進
歩
と
確
実
性
は
、
こ
の
よ
う
な
原

理
の
効
力
に
よ
る
の
で
な
く
、
　
「
人
々
の
思
考
が
関
係
し
た
明
晰
判
明
に
し
て
完
全
な
諸
観
念
」
に
よ
る
の
で
あ
り
、
　
一
般
的
な
確
実
な

真
理
は
抽
象
的
観
念
の
連
関
と
関
係
の
中
に
の
み
基
礎
を
も
つ
が
、
物
体
に
関
す
る
知
識
は
経
験
に
よ
っ
て
の
み
進
歩
せ
し
め
ら
れ
る
こ

と
を
述
べ
、
し
か
も
こ
の
方
法
で
は
、
諸
物
体
の
種
と
そ
の
色
々
な
性
質
に
関
す
る
ご
く
わ
ず
か
の
一
般
的
知
識
し
か
得
ら
れ
ぬ
と
し
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、
彼
の
観
念
理
論
の
限
界
た
る
、
諸
物
体
の
内
部
の
組
織
と
実
在
的
本
質
に
は
わ
れ
わ
れ
は
懸
り
得
ぬ
が
、
　
「
わ
れ
わ

れ
の
も
っ
て
い
る
能
力
を
、
そ
の
最
適
の
物
に
適
用
し
、
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
道
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合
、
自
然
に
従
う
こ
と

が
理
性
的
存
在
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
相
応
わ
し
い
」
故
、
　
「
道
徳
が
入
類
一
般
の
本
来
の
学
問
と
仕
事
で
あ
る
と
断
定
し
て
も
よ
い
と

思
う
」
（
野
ら
。
避
発
疹
二
一
嵩
）
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ロ
ッ
ク
に
取
っ
て
の
簸
大
の
開
心
事
は
、
道
徳
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
「
霞
然
法
論
」
、
「
政
府
論
」
、
「
人
閥
悟
性
論
」
を
通
じ
て
一
貫
し
た
問
題
意
識
で
あ
り
、
神
に
対
す
る
信
仰
と
と
も
に

ロ
ッ
ク
を
支
え
る
一
一
に
し
て
一
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
認
識
原
理
と
し
て
の
「
自
然
の
光
」
も
、
彼
の
体

系
を
据
置
し
て
変
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
明
か
に
な
っ
た
こ
と
と
考
え
る
。
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magaxine　is．to　．．be　given．together　with　the　last　instalment　of　the／articte．．

＊． nh重ぬe　P僧階。量蓋｝蓋む1）f’鼠簸《｝w豆¢d窪66f．」6ぬ簸亙」ocke

b2　Tomofumi　Kattorl

無1．．、r・籍lect㊥i・essayl；i⑱・．・岬．　i・t・r・；・t・ゆ・f　t靭・1．e｝n・f

」ohti’Locke，’ @ekhmihing　his　con’cepe　of　“light．．gS，　nature”．．as　the　co！Tilxt．o“，

P・三・・玉pl・・緬・wl・dg・三晦r　t掴ee　wg・k…h←．　L・ti・Essayr　9警・hg’ILaVi

of　Nature　written　in　1660－1664，　the　Treatises　of　Civil　Government　and

the　Essay　concer＃ing　Humap／，Und．e．g．．＄．　tanding　in，／，1690．　．

　　The　central　concern　of　Loc！gg．．ls．，，pl）ilgs，g，　phy．．．．is　our　c，gp．，duct．　Even　in　the

Essay　be　says，　“Our　business　here　is　not　to　know　all　things，　but　those

which　concem　our　conduct．”　Locke　believedii’tliat　it　was　possible　to　establish

moral／　principles　by．　the　sarne　firm　．　fnethod・　as　that　mathematics．　ln　his　Latln－

Essays　／　・he　．　tre　ated　the　．　Law．　of　，　Natu　re　4s，　．　the　rule　．　between　man　and　．　man

which　，　is．／　given・／by　God　as　the，Law　．　of　Re’ason，．flFhe　epistemological，　principle

of，the　Law　of　Nature　is　the　．‘f．light　of　nature．？，．　but．　this　・concept’　of　f．‘．　llght

of　nature”　is．different　from　the　traditiorial・．Qne　．　of．　lumen．naturae，．ihe

former　．　being　the　joint　exercise．　of　sense－perception　and　reason．　The　Treatises

，of・．Civil　Govemment　are　nothing　but，the，，　copcrete，application　of．the　Law

of　Na撫re．　In　the　Essay　he　exami鍛es　the．．．　pr圭nciple，．　not．　only．．．of．．．．morality

but．also　of　know1edge　in　general．　And　the　princlple　is　again　the．“light．　of

nature”．　．．

　／Th’e．f，f　light　of　nature・’・’　is　1〈nown　by　．　the　joint　．　exercise．，of　lsenseLperception

and　reason．　What　makes　．　pos．sible　the　．joint　exercise　of．　these・two　different

faculties　is／Locl〈ers・．　copcept・．of　“idea”．　．His　concept　・of．“．・idea”　／is　・the

connectin9茎跳．◎f；sense．land．．reas・n，・ati・nal三zing．the　l．：fu雌ion・f．．．．senses、
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inner　and　outer．　ldeas　are　given　to　mind　by　sensation　and　reilection，　and

reason　then　using　such　give；i　ideas，，．／coinppse．s　knowledge．　LThe　process

corresponds　to　the　rnethodical　precedure　tal〈en　in　modern　natura｝　science，

i．e．　analytical－synthetical　procedure．　1〈nowledge　means　the　analysis　of　object

into　ideas　and　tlie　reconstruction　o£　it　by　mlnd　using　ideas　as　the　materials．

Accordingly’　knowledge’　pertaiRs　to　nothing　but　the　ideas　of　objects， and

not　objects　thetaselves．’Here　lies　his　rePresentationalism．　By　meanS　of　ideas

objects，　inner　and　outer，　are　made　objects　of　our　mind．

　　The　so－called　empiricism　of　Locke　is　empiricism，　＄o　long　as　we　only

notice　his　start　with　ideas　by　sensation，　but　in　truth　sense　data　are　rationa－

lized　throug”h　ideas　and　th6n　are　given　to　reason　so　as　to　be　composed

into　1〈nowledge．　The　Cart6sian　tendency　remains　in　his　system，．　especla｝ly

in　the　Book　4　of　’k・the　Essay“　lt　shows　hls　thorough－going　confidence　in

reason　and　the　method　of　mathematics．

　　　　÷：一　For　the　Japanese　original　of　this　article，　see　Vol．　XLI，　No．　5　＆．　6．

Re魏電a翌d．職e　s麗r　la　dξ｝r玉va重io簸　des　sens

通．“瓢0加05g　chez　P塁a重on．

Par　Koichi　Nagasaka

　　Par　ce　mot　vovVg　chez　Platon　on　entend　d’ordinaire　1’un’　ou　1’autre

des　deux　modes　d’apPr6hension　suprasensiblei《lntellection　rat三〇舩elle》ou

＜＜intuition　mystique＞＞．　’Et　＄elon　le　Prof．　Festugiere，　ce　mot　slgnifiait　au　sens

pto’垂窒?　le　premier　inode，　et　puis　au　sens　figur6，　le　second．　Ce　mot　acquit

ce　clernier　sens　＜＜int’uition＞＞，　pour　la　premibre　fois　chez　Platon，　seulement　a

cause　du　fait　que　tous　deuk　sens　sont　negatlfs，　c’est－h－dire　non－senslbles．

Pareille　opinioh，　cependant，　quoiqu’elle　soit　61aire，　nous　semble　Gtre　un　peu

trop　dependante　des　termiAologies　post－platoniciennes．

　　Nous　nous　sdmmes　effbrce’s“en　nous　bornant’　aux　donn6es　textuelleS

de　Platon　et　aussi　aux　investigations　exhaustives　par　M．　K．　v．　Fritz　sur　ce

mot　vount〟@dans　Homdre　et　les　pre－socratiques　一d’abord　de　recueillir　les

tralts　les　plus　souvent　tnouves　dans　les　usages　platoniciennes　du　mot，　et

puis，　de　reconstruire　avec　ceS　traits　son　sens　propre　chez　Platon，　et．　enfin，

d’en　faire　d6river　les　sens　secondalres，　au　moyen　de　la　comparaison　des
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