
カ

ン
ト
の
目
的
論

一
i
論
理
的
合
目
的
性
と
美
的
合
目
的
性
！

訓
　
　
覇

嘩
　
雄

425

　
カ
ン
ト
の
爵
的
論
的
考
察
は
大
別
す
れ
ば
、
ω
論
理
的
合
鼠
的
性
i
一
自
然
認
識
に
関
る
合
算
的
性
を
意
味
し
、
有
機
体
の
考
察
を
系

と
し
て
含
ま
せ
う
る
、
勧
美
的
合
穏
的
性
一
観
照
と
創
造
の
二
契
機
を
持
つ
、
㈲
倫
理
的
面
罵
的
性
一
…
崇
高
美
は
本
性
上
こ
れ
の
系

と
し
て
も
よ
い
、
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
美
の
二
契
機
の
う
ち
観
照
（
自
然
美
）
は
ω
と
、
創
造
（
芸
術
美
）
は
㈲
と
類
縁

性
を
持
つ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
夫
々
主
・
客
の
相
関
関
係
を
含
み
つ
つ
、
前
者
は
合
目
的
世
界
を
客
観
面
か
ら
、
後
者
は
主
観
面
か
ら
考

察
す
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
前
潜
は
目
的
世
界
の
「
い
か
に
鼠
①
」
に
答
え
る
面
、
後
喜
は
「
な
ぜ
に
≦
帥
窪
ヨ
」
に
答
え
る
面
と
も
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
両
老
の
側
か
ら
の
考
察
が
整
合
的
に
遂
行
さ
れ
え
た
な
ら
、
カ
ン
ト
の
鼠
的
論
的
世
界
観
の
体
系
的
理
解
が
i
若
し

可
能
と
し
た
ら
i
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
予
測
の
下
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
小
論
で
箭
者
の
側
面
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
注
　
引
用
の
第
三
批
判
は
フ
オ
ア
レ
ン
ダ
ー
版
、
第
一
序
論
は
カ
ッ
シ
ラ
ー
版
の
頁
付
け
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
問
題
の
提
起

　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
は
普
遍
的
な
も
の
に
よ
っ
て
特
殊
を
規
定
出
来
な
い
、
即
ち
特
殊
を
普
遍
の
み
か
ら
演
繹
出
来

な
い
と
い
う
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
自
然
の
多
様
を
な
す
こ
の
よ
う
な
特
殊
は
、
概
念
、
法
則
を
と
お
し
て
普
遍
に
包
摂
さ

　
　
　
　
誓
学
研
究
　
第
四
百
九
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
驕
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

26
4
　
れ
な
げ
れ
ば
知
識
に
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
行
な
わ
れ
る
包
摂
は
甚
だ
偶
然
的
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
合
致
す

　
　
べ
き
必
然
そ
の
も
の
が
同
時
に
偶
然
な
の
で
あ
る
（
深
9
　
島
◎
　
Q
．
　
㈱
　
話
声
噸
　
q
蔭
．
　
G
O
継
①
）
。
カ
ン
ト
で
は
、
こ
の
偶
然
性
が
色
々
な
形
で
現
わ
れ
、

　
　
そ
の
つ
ど
理
念
と
か
、
合
目
的
性
と
い
う
形
で
答
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
所
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
経
験
一
般
の
対
象
で
あ
る
限
り
の
も
の
が
問
題
に
な
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
偶
然
の
入
る
余
地
は
な
い
。

　
　
そ
れ
は
悟
性
の
非
意
図
的
、
必
然
的
操
作
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
「
絶
対
的
完
全
性
に
お
纏
る
可
能
的
経
験
」
と
い
う
観
念
を

　
　
問
題
に
す
る
時
、
従
っ
て
理
性
が
悟
性
を
一
個
の
対
象
と
し
て
扱
帆
4
0
う
と
す
る
時
、
事
柄
の
含
む
弁
証
性
が
偶
然
性
の
問
題
を
表
面
に
出

　
　
し
て
く
る
。
つ
ま
り
先
験
豹
理
念
の
問
題
は
、
ま
ず
悟
性
の
行
う
結
合
様
式
が
、
「
分
割
と
結
合
の
最
高
無
偏
と
い
う
観
念
に
照
ら
し
て
み

　
　
ら
れ
る
晴
、
ど
の
よ
う
な
点
で
有
限
で
あ
る
の
か
、
隅
然
性
を
含
む
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
理
念

　
　
の
意
義
を
偶
然
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。

　
　
第
一
、
第
二
の
工
律
背
反
で
は
、
時
間
、
空
間
の
直
観
を
基
礎
と
す
る
経
験
界
に
お
い
て
は
、
量
の
総
体
は
完
成
さ
れ
た
綜
合
と
し
て

　
与
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
単
位
を
繰
返
し
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
背
進
は
無
限
で
あ
る
。
又
総
体
の
あ

　
　
ら
ゆ
る
合
成
に
先
立
っ
て
単
純
体
を
持
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
つ
ま
り
翻
分
へ
の
分
割
の
背
進
は
不
定
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

　
　
る
。
こ
れ
は
、
隅
一
的
な
も
の
の
結
舎
の
無
制
約
港
を
最
大
と
最
小
の
方
向
に
求
め
よ
う
と
す
る
理
性
の
要
求
は
、
若
し
そ
れ
が
充
た
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
悟
性
の
操
作
の
よ
う
に
、
部
分
が
全
体
に
先
立
つ
と
い
う
仕
方
（
連
続
量
（
芒
舞
嵩
§
μ
o
（
）
漢
ぎ
戸
毎
諺
の
可
能

　
原
理
）
で
は
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
理
性
が
満
足
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
分
離
量
ぬ
舞
三
門
ヨ
（
蕾
q
簿
郎
ヨ
の

　
可
能
と
な
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
銀
位
結
合
国
。
〇
三
ぼ
蝕
§
の
制
限
性
は
時
・
空
の
直
観
の
観
念
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
こ
の
事
に
含
ま
れ
る
意
義
は
、
従
属
結
合
ω
¢
ぴ
。
民
ぎ
舞
δ
雛
を
探
題
化
す
る
第
三
・
第
四
の
二
律
背
反
で
詳
し
く
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
て
こ
れ
ら
は
因
果
の
結
合
を
問
題
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
兎
さ
て
第
三
の
二
律
背
反
の
問
題
は
、
　
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
、
時
闘
上
の
絶
対
的
第
一
起
始
で
な
く
原
因
性
に
関
し
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て
の
そ
れ
で
あ
る
（
じ
d
ミ
。
。
）
」
又
「
い
か
に
し
て
下
る
も
の
が
他
の
或
る
も
の
に
よ
っ
て
定
立
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
可
能
性
は
い
か
な
る

仕
方
で
も
把
握
び
£
艶
語
窪
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
経
験
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
は
い
え
…
…
（
℃
ご
ミ
①
）
」
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

つ
ま
り
因
果
の
系
列
中
の
一
つ
の
結
合
A
－
B
に
お
い
て
、
B
な
る
結
果
に
対
し
て
A
が
無
儲
約
的
に
唯
一
の
原
因
で
あ
る
か
ど
う
か
、

B
の
原
簿
が
測
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
は
把
早
出
来
ず
、
知
覚
経
験
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

唯
そ
の
可
能
性
を
先
天
的
に
前
提
す
る
こ
と
で
わ
れ
わ
れ
は
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
b
d
駆
ミ
）
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
B
の
原

因
は
理
で
な
く
A
で
あ
る
。
そ
の
事
を
決
め
る
の
は
知
覚
、
経
験
で
あ
っ
て
、
形
式
の
側
に
は
こ
の
決
定
に
参
与
す
る
要
素
は
何
も
な
い
。

そ
の
根
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
不
可
認
識
的
な
物
自
体
に
連
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
A
と
B
の
結
合
そ
の
も
の
に
「
そ
の
矛
盾
対
当
を
考

え
う
る
」
と
い
う
性
格
、
偶
然
性
が
見
離
さ
れ
る
（
ご
d
戯
O
Q
刈
）
。
経
験
は
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
事
象
の
結
合
に
お
い
て
既
に
偶
然
を
孕
み
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
根
は
感
覚
的
な
も
の
山
霧
》
。
・
夢
①
甑
。
。
o
げ
①
を
と
お
し
て
可
想
体
へ
の
び
て
い
る
。
そ
の
事
を
示
す
の
が
、
密
由
の
理
念
の
消
極
的
役

割
で
あ
る
。

　
さ
て
第
四
の
二
律
背
反
の
定
立
の
主
張
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
世
界
内
部
に
必
然
的
存
在
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
世
界
内
部
に
原
因
を

持
た
な
い
起
始
が
あ
る
こ
と
に
な
り
力
学
的
法
則
に
矛
盾
す
る
。
又
世
界
の
全
体
が
必
然
的
存
在
者
で
あ
る
と
す
る
と
、
つ
ま
り
系
列
の

全
体
に
お
い
て
は
必
然
的
無
鱗
約
的
で
あ
り
、
部
分
に
お
い
て
は
偶
然
的
被
欄
約
的
で
あ
る
と
す
る
と
、
偶
然
の
単
な
る
集
舎
が
必
然
的

で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
想
定
は
自
己
矛
盾
を
免
れ
な
い
。
だ
か
ら
世
界
の
内
部
に
必
然
的
な
存
在
者
は
存
せ
ず
、
又
世
界
そ
の
も
の

が
必
然
的
存
在
体
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
（
じ
ゴ
蕩
。
。
｝
）
。
若
し
必
然
的
存
在
表
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
現
象
系
列
の
総
括
で

あ
る
世
界
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
世
界
を
可
懇
的
偶
然
的
と
見
な
す
理
由
で
あ
る
。
こ
の
理
由
か
ら
、
必
然
的
存
在
者
が

立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
経
験
概
念
と
の
類
推
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
力
学
的
異
種
的
結
合
と
の
類
推
に
よ
っ
て
、
状

態
に
対
す
る
原
因
が
経
験
的
系
列
を
構
成
す
る
こ
と
な
く
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
（
ゆ
α
G
Q
c
O
）
。

　
藤
で
カ
ン
ト
で
は
、
現
象
の
結
合
の
仕
方
は
数
学
的
と
力
学
的
の
二
つ
に
尽
き
る
の
で
あ
り
、
又
何
度
も
、
断
っ
て
い
る
よ
う
に
（
じ
弓
餐
餅

　
　
　
　
暫
学
研
究
　
第
四
蒼
九
十
九
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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カ
ン
ト
の
騒
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

（
3
）

・
区
。
。
）
第
二
の
理
念
は
現
象
に
即
し
て
無
難
約
老
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
四
の
工
律
背
反
は
第
三
の
そ
れ
を
全
系
列
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

拡
大
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
自
由
と
い
う
理
念
と
共
に
現
わ
れ
る
偶
然
性
と
、
必
然
的
存
在
者
と
い
う
理
念
と
共
に

現
わ
れ
る
偶
然
性
は
、
系
列
の
任
音
戸
の
項
に
そ
れ
を
み
る
の
と
、
系
列
全
体
に
そ
れ
を
み
る
の
と
の
梢
違
で
あ
る
。
特
殊
約
偶
然
性
と
可

想
的
偶
然
性
と
い
う
名
称
の
梢
違
は
こ
の
点
に
あ
る
（
。
h
．
》
．
ω
窮
繕
霧
・
囚
Q
讐
。
。
ρ
、
鉱
8
δ
瞭
ゆ
質
ω
多
ω
■
痒
）
。
そ
こ
で
第
二
の
理
念
（
薯
鮎
学

剛
）
①
α
q
甑
論
）
の
含
む
問
題
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
象
は
隅
種
的
結
合
と
い
う
観
点
か
ら
み
ら
れ
る
と
、

そ
の
全
体
は
「
部
分
の
完
成
し
た
総
合
の
表
象
（
o
」
参
O
）
」
と
し
て
、
つ
ま
り
ε
竺
閂
欝
。
。
と
し
て
達
成
さ
れ
ず
、
又
部
分
は
常
に
分
割

可
能
な
部
分
と
し
て
単
純
老
に
達
し
な
い
。
即
ち
数
学
的
結
合
は
8
ε
影
と
し
て
の
量
、
又
は
島
ω
q
自
粛
と
し
て
の
量
に
対
し
て
異

質
的
で
あ
り
、
偶
然
的
で
あ
る
。
　
一
方
異
種
再
結
合
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
系
列
全
体
と
し
て
も
、
系
列
の
各
項
に
お
い
て
も
、
形
式
と

実
質
の
間
に
、
現
象
と
可
想
体
と
の
間
に
偶
然
性
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
カ
ン
ト
の
数
学
的
と
力
学
的
と
の
区
別
を
払
っ
て
現
象
と

し
て
同
種
と
い
う
立
場
か
ら
み
る
な
ら
、
第
一
と
第
四
の
二
律
背
反
は
第
一
批
判
分
祈
論
の
経
験
界
が
全
体
像
を
形
成
し
え
な
い
こ
と
を
、

叉
第
二
・
第
瓢
一
の
二
律
背
反
は
個
的
限
定
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
第
一
の
理
念

（H

B
ε
で
は
単
純
者
の
理
念
が
、
絶
対
的
統
一
を
持
っ
た
主
観
と
い
う
形
で
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
三
の
理
念
（
O
o
ε
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
越
し
て
い
え
ば
、
客
観
的
側
面
か
ら
思
惟
一
般
の
対
象
全
体
の
統
一
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
現
象
の
無
恥
約

老
を
求
め
る
第
工
の
理
念
の
問
題
が
両
極
へ
派
過
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
出
来
る
。
　
　
　
、

　
さ
て
こ
の
よ
う
に
「
現
象
の
現
存
在
は
自
身
の
う
ち
に
お
い
て
全
く
根
拠
付
け
ら
れ
ず
、
常
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
一
切
の
現
象
と
異
な
っ
た
も
の
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
こ
の
偶
然
性
が
終
結
し
て
し
ま
う
所
の
可
想
的
対
象
を
探
し
求
め
る
よ
う
わ
れ
わ

れ
を
挑
発
す
る
（
じ
ご
畝
O
膳
）
」
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
必
然
性
を
求
め
て
物
一
般
の
概
念
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

　
神
の
理
念
と
は
、
論
理
形
式
と
し
て
は
選
蓄
判
断
の
大
前
提
の
無
欄
約
的
総
体
に
対
応
し
て
、
一
切
の
可
能
な
も
の
が
認
識
さ
れ
、
そ

れ
に
よ
っ
て
物
が
脊
定
的
に
か
否
定
的
に
か
限
定
さ
れ
う
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
（
し
ウ
①
O
H
）
。
所
で
こ
の
茅
舎
コ
切
の
可
能
的
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な
る
も
の
」
、
コ
切
実
在
性
」
、
「
実
在
性
の
総
括
」
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
述
語
の
集
合
的
全
体
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト

は
「
物
の
原
型
鷲
0
8
¢
℃
○
⇒
」
「
原
存
在
体
Φ
昌
ω
o
臨
σ
q
ぎ
巴
ご
罎
」
と
も
い
い
、
実
在
性
の
総
括
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
帰
結
舅
。
飼
①
に

尉
す
る
根
拠
○
毎
民
と
み
な
さ
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
（
じ
d
①
O
刈
）
。
又
あ
ら
ゆ
る
述
語
を
自
己
の
下
に
償
募
Φ
H
包
む
の
で
な
く
、
自

己
の
内
に
鑓
含
む
概
念
と
い
い
（
b
ご
①
0
0
）
、
空
間
と
そ
の
制
限
と
し
て
の
諸
空
間
の
関
係
に
対
比
さ
せ
て
い
る
。
論
理
形
式
に
応
ず
れ

ば
集
合
的
と
な
る
が
、
そ
れ
が
存
在
に
適
用
さ
れ
る
論
理
で
あ
る
時
は
、
先
験
的
原
理
と
し
て
、
類
－
種
の
関
係
が
根
拠
一
帰
結
の

関
係
に
移
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
理
性
が
こ
こ
で
求
め
て
い
る
の
は
分
析
的
普
遍
者
と
し
て
の
神
で
な
く
総
合
的
普
遍
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
特
に
二
律
背
反
を
と
お
し
て
取
り
出
さ
れ
て
来
た
問
題
、
つ
ま
り
経
験
界
の
可
算
的
偶
然
性
の
問
題
は
、
第
一
批
判
分
析

論
以
後
の
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
具
体
的
な
内
容
を
え
て
展
開
さ
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
弁
証
論
の
付
録
と
い
う
形
で
、
又
第
三

批
判
序
論
に
お
い
て
、
ど
う
答
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
カ
ン
ト
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
第
二
の
理
念
に
お
い
て
は
、
　
「
理
性
は
現
象
の
可
能
性
の
調
約
の
絶
対
的
な
完
金
性
を
、
制
約
が
系
列
を
な
す

　
…
：
限
り
に
お
い
て
要
求
す
る
（
b
σ
潰
も
。
）
」
も
の
で
あ
っ
て
、
第
三
の
理
念
の
よ
う
に
物
一
般
の
全
体
を
問
題
と
す
る
の
で
な
い
か
ら
、
質
料
的
制

　
約
は
当
蕪
の
問
題
で
な
い
。
し
か
し
そ
の
要
求
が
実
在
的
に
充
た
さ
れ
ぬ
と
こ
ろ
が
ら
必
然
的
に
第
三
の
理
念
に
、
そ
し
て
質
料
的
制
約
へ
と
移
り

　
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
、
　
つ
ま
り
可
想
的
紺
象
岡
馨
⑦
浸
α
q
3
鮎
巽
○
Φ
σ
q
窪
ω
侍
書
恥
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
（
じ
σ
m
罐
）
。
そ
の
よ
う
に
み

　
た
時
、
カ
ン
ト
の
同
種
的
、
異
種
的
の
区
携
は
、
　
「
現
象
－
現
象
砿
、
「
現
象
－
可
融
」
の
関
係
を
表
わ
す
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
リ
カ
学
的
結
合
が

　
異
種
的
結
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
現
象
…
可
想
」
の
関
係
に
ふ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
　
こ
の
こ
と
は
、
躍
れ
ば
特
に
「
経
験
の
ア
ナ
ロ
ギ
i
」
の
章
の
問
題
で
あ
る
。
　
「
経
験
の
ア
ナ
ロ
ギ
i
、
特
に
因
果
の
法
購
は
、
カ
ン
ト
に
よ

　
れ
ば
、
結
合
と
関
係
の
内
容
毛
。
。
。
。
の
発
見
に
関
し
て
は
統
翻
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
存
在
U
鋤
ゆ
に
関
し
て
は
構
成
的
で
あ
る
（
燭
ぴ
麩
ρ
閤
雪
＄

　
〉
昌
既
。
α
q
陣
Φ
餌
興
国
塊
緯
霞
¢
湿
σ
q
“
ψ
b
⊃
Q
。
臨
）
」
。
我
々
が
こ
こ
で
感
覚
的
な
も
の
と
い
う
の
も
、
こ
の
窯
霧
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
R
・
ク

　
ロ
…
ナ
ー
も
、
カ
ン
ト
は
既
に
分
析
論
の
途
中
で
現
わ
れ
る
弁
証
性
を
避
け
て
、
理
念
の
問
題
に
達
す
る
ま
で
そ
れ
を
貯
え
て
い
る
と
い
っ
て
い
る

　
（
沁
．
溶
戦
。
影
卑
7
＜
0
5
隈
碧
曽
三
匂
隣
鵠
①
σ
q
色
◎
ゆ
窪
一
．
ψ
悼
O
G
Q
｛
）
。
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カ
ン
ト
の
摺
的
論

五
〇

（
3
）
　
例
え
ば
、
　
「
必
然
的
存
在
者
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
、
私
は
こ
こ
で
事
書
論
的
論
読
だ
け
を
用
い
る
責
任
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
論
証
は

　
現
数
に
お
け
る
被
制
約
者
か
ら
概
念
に
お
け
る
無
鋼
約
者
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
そ
の
場
合
こ
の
無
剃
約
者
を
系
列
の
絶
対
的
総
体
の
必
然
的
制
約
と

　
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
一
般
の
中
の
簸
高
存
在
者
と
い
う
単
な
る
理
念
か
ら
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
池
の
原
理
に

　
属
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
（
こ
ご
餐
G
。
）
」
。

（
4
）
　
振
し
第
三
の
二
律
背
反
が
そ
の
ま
ま
で
第
四
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
今
部
分
一
全
体
と
い
う
仕
方
で
考
え
て
み
れ
ば
よ

　
い
。
全
体
は
「
都
分
の
完
成
せ
る
総
合
の
表
象
（
ご
ご
継
①
O
）
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
念
部
分
の
可
能
は
全
体
に
依
存
し
な
い
、
全
体
は
た
だ
こ
れ
ら

　
諸
部
分
の
継
疇
的
総
含
に
よ
っ
て
後
か
ら
産
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
コ
甥
の
系
列
の
総
括
」
が
可
能
か
否
か
は
、
　
「
三
分
の
秘
能
、
不

　
可
能
し
と
は
独
立
に
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
部
分
が
可
能
と
し
て
も
、
全
体
が
不
．
司
能
と
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
第

　
四
の
二
律
背
反
が
そ
れ
と
し
て
独
立
に
立
て
ら
れ
る
意
味
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
5
）
　
実
践
の
領
域
で
、
純
粋
意
志
と
し
て
の
主
観
に
実
在
性
が
与
え
ら
れ
て
米
る
時
、
つ
ま
り
「
理
性
の
事
実
憶
⇔
ζ
＝
津
〔
8
点
く
。
瞬
δ
瓢
昧
こ
と
い
う

　
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
普
遍
が
そ
の
ま
ま
綴
体
化
し
て
い
る
時
、
逆
に
い
う
と
個
体
の
自
存
が
そ
の
ま
ま
全
体
の
成
立
で
あ
る
よ
う
な
形
を
と
る
時
、

　
こ
の
主
観
は
神
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
と
み
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
第
一
と
第
三
の
理
念
は
そ
ん
な
に
距
離
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
で
解

　
決
を
求
め
て
い
る
単
純
者
と
全
体
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
互
い
に
槽
覆
う
意
瞭
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
カ
ン
ト
は
第
二
の
二
律
背
反
で
専

　
ら
「
世
界
」
の
み
を
扱
っ
て
い
る
が
、
単
純
者
が
当
然
心
理
的
な
も
の
餌
器
℃
。
・
冤
。
プ
♂
0
7
0
と
結
び
つ
い
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
o
h
国
■
類
。
劉

　
ヨ
。
α
○
①
峠
ダ
ω
ε
島
①
浮
巽
属
℃
露
一
〇
＄
℃
露
。
一
ヨ
讐
岱
欝
G
鉱
麟
餌
緊
。
蔭
’
O
o
。
海
ゑ
．
び
㊦
。
。
o
罠
δ
話
ω
．
瓜
①
．
○
つ
■
G
。
q
脅

（
6
）
　
も
と
も
と
カ
ン
ト
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
に
、
枇
界
を
譲
実
体
（
単
子
）
の
集
合
体
》
σ
q
α
Q
屋
σ
q
簿
と
考
え
、
空
間
を
そ
れ
ら
の
関
係
と
し
て
二
次

　
的
に
考
え
て
い
た
。
　
一
方
質
の
範
濾
の
方
か
ら
あ
ら
ゆ
る
実
姦
の
最
高
度
を
神
の
概
念
に
求
め
る
時
、
カ
ン
ト
は
誇
実
在
（
述
語
）
の
実
在
的
対
立

　
掃
戦
費
暴
説
Φ
湊
R
の
に
i
作
朋
。
反
玉
篠
、
蕃
痛
・
快
楽
、
徳
・
悪
徳
等
1
を
維
持
す
る
仕
方
で
鍛
高
実
在
①
口
。
。
器
鋤
『
。
。
坤
ヨ
瓢
ヨ
を
考
え
よ
う

　
と
す
る
。
こ
の
場
合
数
学
的
普
遍
と
実
蕉
的
普
遍
者
た
る
神
と
は
製
鋼
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
一
七
六
九
年
の
「
偉
大
な
光
」
に
導
か
れ
て

　
就
職
論
文
が
直
観
形
式
と
し
て
の
全
的
空
．
間
を
存
礁
の
離
捷
と
し
た
陣
・
、
　
「
世
界
」
は
同
質
者
の
鋼
限
、
被
劇
戦
で
考
え
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
時
こ
の
「
世
界
」
が
ス
ビ
ノ
チ
ス
ム
ス
に
陥
入
り
、
実
在
的
舛
立
を
全
く
麗
葉
す
る
こ
と
を
防
ぐ
の
が
時
・
空
の
先
験
的
観
念
姓
で
あ
っ
た
。

　
従
っ
て
時
・
空
の
劇
界
の
底
に
あ
る
問
題
は
、
や
は
り
異
質
的
な
も
の
相
互
の
解
剖
の
そ
れ
で
あ
り
、
最
高
実
在
は
あ
ら
ゆ
る
述
語
の
単
な
る
集
合

　
で
な
く
、
そ
の
根
拠
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
盤
と
質
の
閥
題
を
包
ん
で
、
関
係
つ
ま
り
限
果
が
問
題
の
中
心
と
な
っ
て
く
る
。

　
織
p
¢
●
麟
色
讐
。
・
8
薮
’
o
℃
」
9
け
e
O
o
’
緊
ム
メ



二
　
論
理
的
合
園
的
性
ω

　
　
　
第
一
批
判
弁
証
論
付
録
で
カ
ン
ト
の
い
う
所
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
虚
焦
点
略
。
零
器
ぎ
螢
α
q
貯
㌶
ご
。
。
と
し
て
の
理
念
に
よ

　
　
る
理
性
の
働
き
は
、
矯
性
認
識
を
そ
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
見
渡
し
、
認
識
の
体
系
的
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
一
個
の
原
理
に
よ
っ
て
な

　
　
さ
れ
る
認
識
の
連
関
を
成
立
さ
す
こ
と
で
あ
る
（
ゆ
①
鵡
h
）
。
　
こ
の
よ
う
な
悟
性
認
識
の
統
一
は
全
く
意
図
さ
れ
た
統
一
鷺
o
U
Φ
江
δ
属
①

　
　
国
凶
島
⑦
欝
で
あ
っ
て
（
こ
ご
①
誤
）
、
論
理
的
原
理
に
す
ぎ
な
い
が
、
純
然
科
学
の
事
実
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
体
系
的
統
一
が
現
に
あ
る
か

　
　
の
よ
う
に
進
行
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
岡
時
に
自
然
の
先
験
的
原
理
と
し
て
前
提
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
体
系

　
　
的
統
一
が
客
体
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
先
天
的
、
必
然
的
に
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
じ
d
①
9
0
0
）
。
そ
し
て
こ
の
論
理

　
　
的
原
理
と
先
験
的
原
理
の
合
致
の
演
繹
は
範
購
の
そ
れ
の
よ
う
に
は
成
就
し
な
い
が
、
そ
れ
が
単
な
る
①
鋤
の
等
価
○
旺
。
。
鑓
瓢
o
o
ぎ
餌
乱
曲
δ
に

　
　
止
ま
る
も
の
で
な
い
な
ら
ば
断
じ
て
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
統
一
は
体
系
的
統
一
で
あ
る
が
主
観
的
で
あ
り
、
格
率
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
憎
性
の
知
ら
ざ
る
新
し
き
道
を
鵬
凝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
性
の
経
験
的
使
燭
を
無
限
に
、
不
定
的
に
促
進
し
確
立
し
、
し
か

　
　
も
経
験
的
使
用
の
垂
心
に
背
反
し
な
い
限
り
客
観
的
で
あ
る
（
じ
誉
刈
O
G
。
）
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
理
性
の
批
判
と
い
う
事
業
は
完
成
す
る
の

　
　
だ
と
カ
ン
ト
は
強
い
口
調
で
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
そ
こ
で
特
殊
な
自
然
法
則
を
よ
り
一
般
的
な
法
益
の
下
に
た
た
せ
る
（
じ
d
〔
肖
㏄
）
、
又
「
悟
性
は
理
性
に
と
っ
て
、
丁
度
感
性
が
丁
重
に

　
　
と
っ
て
の
よ
う
に
、
一
飼
の
対
象
と
な
る
（
じ
σ
①
露
）
」
と
い
う
時
、
理
性
の
対
象
と
な
る
悟
性
、
又
特
殊
な
自
然
法
測
と
は
一
体
何
で
あ

　
　
り
、
ど
の
よ
う
な
形
の
統
一
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
　
　
理
性
の
殿
指
す
の
は
諸
系
列
の
全
体
へ
の
関
係
に
お
け
る
統
一
法
惑
Φ
搾
で
あ
る
に
対
し
て
、
悟
性
の
関
わ
る
の
は
概
念
に
従
う
諸
条

　
　
件
の
系
列
が
、
そ
の
つ
ど
至
る
、
断
に
成
立
す
る
よ
う
な
結
合
く
Φ
葺
詩
什
℃
診
ゆ
鵬
で
あ
る
（
じ
Φ
0
凝
）
。
又
理
性
は
集
合
的
統
一
搾
。
二
ゆ
寮
ぞ
¢

　
　
国
ぎ
嗣
お
騨
を
立
て
る
も
の
で
あ
る
に
鰐
し
て
、
懐
性
は
た
だ
部
分
的
統
一
島
冨
a
剛
）
三
ぞ
①
鵠
ぎ
囮
｝
o
潔
に
の
み
関
わ
る
（
し
ご
⑦
鳶
）
と
い
っ
て

娼　
　
　
　
　
　
哲
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五
一



　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
冒
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

32
4
　
い
る
所
か
ら
み
る
と
、
鼠
指
し
て
い
る
の
は
諸
系
列
間
の
組
織
的
結
合
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
だ
と
し
た
ら
理
性
は
悟
性
の
機
能
の

　
　
終
わ
っ
た
所
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
体
系
的
統
一
の
理
念
は
類
一
種
の
論
理
的
原
理
を
使
用
し
て
の
整
備
整
頓
の
方
法
的

　
　
手
続
き
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
又
統
制
的
理
念
は
偶
然
性
の
間
際
を
充
た
し
て
い
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
唯
系
列
間
の
組
織
的
結
合

　
　
を
い
う
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
叉
偶
然
は
全
系
列
の
組
織
に
関
し
て
の
み
で
な
く
、
個
々
の
系
列
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
か

　
　
ら
、
統
制
は
却
っ
て
悟
性
の
表
面
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
可
想
体
に
及
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
論
理
と
な
っ
た
統
一
の
濫
造
を
カ
ン

　
　
ト
は
ど
う
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
二
三
の
解
釈
を
参
照
し
つ
つ
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
A
・
シ
ュ
タ
…
ド
ラ
イ
は
彼
の
高
名
な
著
作
に
お
い
て
、
第
三
の
理
念
と
弁
証
論
付
録
の
思
想
及
び
第
三
批
判
の
論
理
的
合
目
的
性
は
、

　
　
結
局
同
じ
「
自
然
の
体
系
的
統
一
」
を
扱
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
「
第
三
の
先
験
的
理
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
親
心
識
に
お
い
て
は
様
々
な
形
を

　
　
と
る
け
れ
ど
も
、
何
処
に
お
い
て
も
同
じ
根
本
思
想
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
『
汎
通
的
規
定

　
　
の
原
則
』
と
考
え
よ
う
と
、
又
そ
こ
に
絶
紺
的
必
然
的
存
在
を
考
え
よ
う
と
、
又
最
後
に
そ
れ
を
、
最
高
の
叡
知
性
を
類
推
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
具
体
化
し
よ
う
と
、
こ
の
理
念
は
、
自
然
の
体
系
的
統
一
と
い
う
必
然
的
仮
説
象
①
8
暑
窪
象
α
q
①
口
気
℃
○
昏
。
。
。
Φ
以
外
の
何
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
も
な
く
、
又
そ
れ
以
外
の
何
物
を
も
与
え
な
い
（
｝
の
酢
餌
〔
濠
さ
。
ワ
島
．
ψ
。
。
簸
）
」
。
そ
し
て
こ
れ
が
仮
説
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
大
き
な

　
　
偶
然
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
然
が
悟
性
に
よ
っ
て
漂
因
の
系
列
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
必
然
的
連
結
が
現
象
界
の
既
知
の
領
域

　
　
を
支
配
し
た
と
し
て
も
、
尚
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
大
き
な
偶
然
性
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
系
列
相
互
の
関
係
く
①
誉
蹴
什
三
。
。
島
巽
菊
亀
お
一
帰

　
N
鎧
蝕
舞
鼠
費
に
お
け
る
偶
然
性
で
あ
る
（
o
ワ
鼠
け
ψ
①
段
）
。
そ
し
て
こ
の
偶
然
性
は
、
空
間
、
裏
罫
と
い
う
根
本
的
な
分
離
駕
誘
窟
警
σ
Q
－

　
穿
｝
δ
澄
。
回
δ
毎
昌
α
q
を
わ
れ
わ
れ
が
遂
行
し
た
際
に
棄
て
た
所
の
も
の
に
、
　
つ
ま
り
感
覚
国
諺
℃
静
辻
量
α
q
叉
は
実
質
量
の
魚
群
冨
に

　
由
来
す
る
。
だ
か
ら
特
殊
者
の
合
法
劉
性
、
つ
ま
り
先
の
必
然
的
仮
説
は
実
質
の
合
法
則
性
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
れ
（
実
質
の
合
法
則

　
性
）
は
次
の
点
に
成
立
す
る
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
実
在
男
黙
ぎ
馨
が
全
体
の
部
分
と
み
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
凡
て
の
実
在

　
　
に
対
す
る
個
々
の
実
在
の
関
係
が
、
必
然
的
制
約
つ
ま
り
一
つ
の
法
則
に
従
う
と
い
う
点
に
（
。
唱
ら
ぎ
ψ
瓜
O
）
」
。
所
で
こ
の
必
然
的
仮
説
、



　
　
合
法
鋼
性
そ
の
も
の
を
取
り
出
し
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
れ
を
又
別
様
に
名
付
け
て
偶
然
性
排
除
の
原
理
鳥
霧
℃
鳳
髪
ぢ

　
　
山
㊤
》
環
ω
ω
o
ぼ
δ
ゆ
¢
⇔
α
q
似
の
ω
N
¢
｛
巴
♂
（
。
サ
。
搾
ω
’
鳶
）
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
の
場
合
こ
の
統
一
の
性
質
に
つ
い
て
充
分
考
え
て
い
る
の
で

　
　
な
い
か
ら
、
排
除
の
規
準
と
な
る
も
の
は
悟
性
の
結
合
と
、
虚
焦
点
と
さ
れ
る
そ
の
集
合
的
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
致
し
な
い
も
の
は

　
　
な
い
か
の
よ
う
に
進
む
の
が
排
除
の
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
弁
証
論
付
録
に
関
す
る
限
り
カ
ン
ト
の
考
え
も
又
こ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

　
　
る
。
「
論
理
的
視
野
は
よ
り
小
な
る
視
野
（
属
）
か
ら
の
み
成
立
す
る
も
の
で
、
外
延
を
持
た
ぬ
点
（
馬
体
罪
障
く
置
。
窪
）
か
ら
は
決
し

　
　
て
成
立
し
な
い
（
b
び
①
G
o
①
）
」
と
い
う
。

　
　
　
つ
ま
り
こ
こ
で
立
て
ら
れ
て
い
る
体
系
的
統
一
は
部
分
の
綜
合
が
完
結
し
た
も
の
と
し
て
、
又
全
系
列
が
完
結
し
た
も
の
と
し
て
、
す

　
　
な
わ
ち
分
析
的
全
体
の
仕
方
で
立
て
ら
れ
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
悟
性
概
念
と
い
う
確
実
な
普
遍
の
上
に
、
同
じ
秩
序
で
更
に
包
括

　
　
的
に
、
だ
が
問
題
的
な
普
遍
を
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
理
念
の
考
察
に
よ
っ
て
示
し
た
こ
と
は
、
悟
性
機
能
の
制
限
は
、

　
　
そ
れ
が
分
析
的
操
作
に
し
か
関
わ
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
体
系
的
統
一
は
、
実
は
そ
の
よ
う
な
制
限

　
　
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
偶
然
を
切
り
捨
て
て
行
く
所
に
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
落
種
性
、
特
殊
性
、
連
続
性
の
原
理
と

　
　
し
て
示
さ
れ
て
来
て
も
、
こ
れ
ら
は
分
析
的
論
理
的
秩
序
の
も
と
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
全
体
と
個
体
を
そ
れ
と
し
て
問
題
に
し
う

　
　
る
秩
序
に
お
い
て
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
辺
の
事
情
は
H
・
コ
ー
ヘ
ン
の
解
釈
を
考
え
合
わ
す
と
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
コ
ー
ヘ
ン
は
弁
証
論
付
録
前
半
の
叙
述
を
理
念
一
般
に
関
わ
る
も
の
、
後
半
す
な
わ
ち
「
人
間
的
理
性
の
自
然
的
弁
証
性
の
究
極
意
図

　
　
に
つ
い
て
」
の
章
を
そ
の
特
殊
化
と
し
て
、
個
々
の
虚
焦
点
（
魂
、
世
界
、
神
）
を
観
点
○
①
ω
器
霧
誓
§
節
と
す
る
夫
々
の
体
系
を
考

　
　
え
る
（
頃
。
O
O
7
①
戸
緊
碧
錺
b
ご
①
σ
q
憎
二
p
山
§
σ
q
〔
圃
臼
呼
凱
搾
ψ
り
ゆ
款
）
。
そ
し
て
神
の
理
念
の
み
を
三
具
原
理
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
す
る
が
、

　
　
こ
の
場
含
神
の
理
念
と
世
界
理
念
の
関
係
に
つ
い
て
は
考
慮
を
払
っ
て
い
な
い
。
又
一
方
「
目
的
理
念
は
端
的
な
る
法
則
○
①
ω
①
痔
①
ω
。
7

　
　
周
①
o
窪
三
⇔
の
統
…
を
体
系
的
統
「
と
し
て
示
す
の
で
な
く
、
特
殊
な
経
験
的
諸
法
燭
の
統
「
を
か
か
る
も
の
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
（
。
ワ

　
　
簿
．
O
Q
◎
ド
8
）
」
と
し
て
こ
の
特
殊
法
言
に
よ
っ
て
特
に
生
物
学
の
法
則
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
も
す
る
か
ら
、
弁
証
論
付
録
は
函
的
論
の
問

334　
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題
で
な
く
な
り
、
有
機
体
が
自
慰
論
プ
ロ
パ
ー
の
問
題
に
な
る
。
　
「
純
粋
理
性
批
判
は
既
に
特
殊
法
劉
と
い
う
表
現
を
持
っ
て
は
い
る
。

　
　
が
こ
の
言
葉
は
そ
こ
で
は
た
だ
普
遍
的
綜
合
的
法
則
の
特
殊
化
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
特
殊
化
は
普
遍
か
ら
特
殊
を
導
き
出
し
且
つ
規
定
す

　
　
る
規
定
的
判
断
力
に
よ
っ
て
司
ど
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
｛
白
6
。
ゲ
§
｝
冬
量
¢
μ
，
ぎ
。
遠
回
ζ
貯
建
罵
琶
綴
Ψ
O
G
●
ざ
G
）
」
。
こ
の
書
葉
に
最
も

　
　
睨
ら
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
機
械
的
自
然
と
課
長
論
は
弁
証
論
付
録
に
関
し
て
は
何
の
結
び
付
き
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は

　
　
も
と
も
と
カ
ン
ト
の
判
断
力
に
は
余
り
意
味
を
認
め
ず
、
「
カ
ン
ト
の
美
学
の
基
礎
付
け
篤
き
溢
じ
ご
①
α
q
慈
民
色
α
q
鎚
Φ
弓
》
Φ
。
。
窪
①
巳
己
に

　
　
お
い
て
も
専
ら
問
題
を
純
粋
感
情
の
方
へ
引
き
つ
け
て
行
く
コ
ー
ヘ
ン
の
立
場
に
も
よ
る
が
、
し
か
し
シ
ュ
タ
…
ド
ラ
…
の
よ
う
に
理
念

　
　
か
ら
第
三
批
判
の
序
論
ま
で
を
一
気
に
つ
な
い
で
し
ま
う
こ
と
が
早
計
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
シ
ュ
タ
ー
ド
ラ
…
は
こ
う
考
え
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、
　
「
付
録
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
い
う
理
性
の
必
当
然
的
使
用
と
仮
説
外
使
絹

　
　
の
区
別
（
ご
ご
①
凝
塊
）
が
第
三
批
判
の
規
定
的
判
断
力
と
反
省
的
判
断
力
の
区
別
に
照
応
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
〉
■
ω
冥
蕾
さ
。
マ
。
搾

　
　
　
（
一
）

　
　
○
。
・
臨
｛
）
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
カ
ン
ト
は
、
理
性
は
特
殊
を
普
遍
か
ら
導
く
能
力
で
あ
る
と
規
定
し
て
、
そ
の
普
遍
に
つ
い
て
確
実
な
も

　
　
の
き
。
。
♂
げ
σ
q
①
≦
ま
と
聞
題
的
な
も
の
鷲
〇
三
①
自
賠
瀞
魯
と
に
分
け
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
問
題
に
な
る
の
は
こ
の
場
合
の
「
普
遍
」

　
　
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
R
・
ク
ロ
ー
ナ
は
異
質
的
な
る
も
の
の
悟
性
統
一
へ
の
合
致
に
関
し
て
、
「
こ
の
合
致
は
多
様
…
…
の
側
か
ら
は
偶
然
と
み
え
る
、
統
一

　
　
の
側
か
ら
は
必
然
と
み
え
る
」
、
そ
し
て
カ
ン
ト
は
第
一
批
判
で
は
統
一
の
側
か
ら
、
す
な
わ
ち
悟
性
の
機
能
の
上
か
ら
合
致
を
み
る
か
ら

　
　
必
然
性
し
か
禺
て
こ
な
い
、
第
三
批
判
序
論
で
は
経
験
的
多
様
を
問
題
に
す
る
か
ら
合
致
は
偶
然
と
み
え
る
と
い
っ
て
い
る
（
多
囚
δ
津
「
．

　
　
＜
。
湿
穴
霞
二
誘
諸
①
σ
q
無
し
d
＾
囲
．
H
9
ω
・
綜
O
幽
）
。
そ
し
て
更
に
、
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
原
剛
論
で
考
え
て
い
た
の
は
分
析
的
普
遍
で
あ
っ
た
が
、

　
　
そ
の
場
合
は
分
析
論
の
中
で
弁
証
性
が
生
ず
る
の
を
避
け
て
、
理
念
の
考
察
に
入
る
ま
で
問
題
を
保
存
し
て
い
た
。
所
が
い
ざ
理
念
を
考

　
　
察
す
る
段
に
な
っ
て
再
び
そ
れ
を
分
析
的
並
田
遍
に
し
て
し
ま
い
、
経
験
の
現
実
性
に
対
し
て
単
な
る
可
能
性
と
し
て
立
て
て
し
ま
っ
た
と

　
　
い
う
（
o
ワ
。
搾
ψ
b
。
㊤
⑩
）
。
こ
の
見
解
は
、
第
一
批
判
の
弁
証
論
付
録
は
規
定
的
判
断
力
の
聞
顯
…
だ
と
い
う
先
の
コ
ー
ヘ
ン
の
見
解
と
、
こ



4．”．　5

こ
の
見
方
に
つ
い
て
は
同
一
だ
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
辺
の
カ
ン
ト
を
要
約
し
て
い
う
な
ら
、
問
題
自
身
は
、
　
一
に
示
し
た
よ
う
に
悟
性
的
操
作
の
限
界
を
超
え
た
も
の
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
扱
う
カ
ン
ト
霞
身
の
方
法
は
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
勿
論
カ
ン
ト
は
「
付
録
」
に
お
い
て
、
理

性
概
念
に
も
と
ず
く
事
物
の
合
憲
的
々
統
一
、
最
高
理
性
の
意
図
に
よ
る
世
界
の
秩
序
付
け
（
b
ご
謡
心
）
を
語
り
、
目
的
結
合
づ
①
×
器
曽
塾
ω

と
機
械
的
結
合
ご
の
×
霧
①
ゑ
①
9
ぞ
綴
。
。
の
相
違
を
語
っ
て
は
い
る
（
じ
d
β
q
）
。
し
か
し
シ
ュ
タ
ー
ド
ラ
ー
も
第
三
批
判
序
論
を
新
し
い
観
点

と
出
発
点
か
ら
く
。
ヨ
⇒
2
Φ
⇒
｝
¢
。
。
α
Q
き
㈹
も
・
己
類
篇
Ω
霧
8
露
薯
環
ご
即
冨
⇔
¢
。
。
（
｝
ω
漿
濠
野
8
．
。
ぎ
ψ
似
O
）
の
も
の
と
認
め
て
い
る
よ
う
に
、

個
体
、
分
離
量
、
単
純
者
、
完
結
し
た
全
体
等
の
問
題
は
、
新
し
い
方
法
と
新
し
い
能
力
を
意
識
的
に
解
恕
す
る
立
場
か
ら
で
な
い
と
混
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
惹
き
起
す
こ
と
を
免
れ
な
い
。
だ
か
ら
シ
、
一
二
ー
ド
ラ
ー
に
同
じ
て
分
析
的
普
遍
に
よ
っ
て
偶
然
を
排
除
し
て
進
む
わ
け
に
行
か
な
い

し
、
又
コ
ー
ヘ
ン
の
よ
う
に
新
し
い
観
点
を
極
く
小
さ
な
範
囲
に
制
限
し
て
し
ま
う
と
、
儘
性
の
機
械
性
の
含
む
可
想
的
偶
然
性
を
考
え

る
立
場
は
な
く
な
る
。
そ
こ
で
一
応
ク
ロ
…
ナ
ー
の
い
う
よ
う
に
特
殊
・
偶
然
か
ら
出
発
す
る
立
場
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
そ
の
他
シ
ュ
タ
…
ド
ラ
ー
が
挙
げ
て
い
る
畑
野
は
、
外
的
理
由
と
し
て
q
9
「
弁
証
論
付
録
」
は
岡
時
に
「
批
判
の
付
録
」
で
あ
り
、
プ
ロ
レ
ゴ

　
…
メ
ナ
に
お
い
て
も
こ
の
章
は
「
付
録
偏
ω
o
げ
○
篇
。
ご
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
理
念
の
統
制
的
使
駕
を
「
付
録
」
と
し
て
で
な
く
、
紅
潮
的
に
課
題
と

　
し
て
論
じ
た
ら
判
断
力
の
間
題
と
な
る
（
》
．
O
o
3
（
自
①
鉾
。
や
。
搾
ψ
鳶
頓
）
。
翻
カ
ン
ト
が
特
に
判
断
力
と
い
う
時
に
は
「
美
的
判
断
力
」
が
意
味
き

　
れ
、
　
五
識
に
お
け
る
判
断
力
と
理
牲
と
の
聞
に
は
明
瞭
な
区
別
付
け
は
み
ら
れ
な
い
（
o
ワ
怠
戸
G
Q
．
鯖
W
①
）
、
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
　
又
内
的
理
礁
と

　
し
て
は
理
念
と
判
断
力
は
そ
の
性
絡
付
け
の
次
の
三
点
で
念
致
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
即
ち
理
念
“
㈲
譲
物
の
汎
墨
隈
規
定
可
能
性
、
㈲
そ
の
た

　
め
必
要
な
実
霧
の
総
体
と
の
関
係
と
こ
の
必
然
姓
の
仮
定
、
㈲
最
高
の
形
式
的
統
一
に
達
す
る
た
め
の
叡
知
性
の
図
式
、
を
要
求
す
る
。
　
一
方
鞠
断

　
力
U
㈹
経
験
の
特
殊
に
お
け
る
論
理
的
統
一
、
ω
こ
の
統
一
つ
ま
り
特
殊
の
合
法
剛
牲
の
必
然
牲
の
薩
提
、
ゆ
躍
然
の
形
式
的
合
務
的
性
の
仮
定
、

　
を
要
求
す
る
（
・
や
。
搾
ω
』
O
h
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
点
も
、
こ
こ
で
細
説
す
る
必
要
は
な
い
が
、
夫
々
に
又
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ん
と
す
る
所
を
逆
に

　
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

②
　
偶
然
排
除
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
弔
事
は
結
局
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
認
識
能
力
と

　
は
悟
盤
的
な
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
療
理
が
一
度
立
て
ら
れ
る
と
、
カ
ン
ト
の
「
物
麟
捧
」
の
概
念
は
そ
の
豊
か
な
内
容
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
先
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カ
ン
ト
の
目
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論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

の
原
理
は
「
宿
然
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
に
対
し
て
、
そ
の
秩
序
に
合
致
す
る
こ
と
を
許
し
た
し
と
い
う
の
と
は
異
な
る
。
蔽
者
の
綜
然
は
「
物

自
体
」
と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
自
然
は
「
物
露
体
」
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
合
目
的
性
の
原
理
は
当
に
後
者
の
意
味
を
含
ま

ね
ば
な
ら
ぬ
。

論
理
的
合
目
的
性
②

　
第
一
批
判
弁
証
論
の
問
題
は
、
論
理
的
に
い
え
ば
「
部
分
か
ら
全
体
へ
」
と
い
う
結
合
方
式
、
先
験
的
に
い
え
ば
「
形
式
と
実
質
の
合

致
の
偶
然
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
「
付
録
」
の
解
決
は
、
そ
の
よ
う
な
全
体
が
可
能
で
あ
る
と
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
偶
然
は
な
き

も
の
と
せ
よ
と
い
う
ふ
う
に
、
い
わ
ば
問
題
を
切
り
す
て
て
行
く
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
所
で
第
三
の
理
念
と
し
て
立
て
ら
れ
た
神
は
そ

の
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
。
　
「
付
録
し
の
立
揚
に
止
ま
る
な
ら
、
最
高
存
在
体
と
し
て
の
神
は
世
界
溝
聖
者
芝
①
｝
触
ぴ
碧
日
蝕
聡
費
で
あ

っ
て
も
槍
界
創
造
増
石
①
豊
麗
α
胤
巽
で
は
あ
り
え
な
い
。
後
者
は
第
一
批
判
の
単
な
る
延
長
上
に
は
凄
て
こ
な
い
。
第
三
批
判
は
却
っ

て
そ
の
よ
う
な
理
念
を
立
て
る
能
力
の
自
己
反
省
と
い
う
形
で
、
屈
折
と
し
て
、
次
元
を
か
え
て
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
所
で
第
三
批
判
は
経
験
の
全
体
か
ら
出
発
す
る
の
で
な
く
、
特
殊
か
ら
出
て
そ
の
体
系
可
能
を
問
題
に
す
る
。
だ
か
ら
第
一
批
判
が
特

に
経
験
一
般
文
は
普
遍
的
自
然
法
則
の
限
界
を
外
延
的
に
求
め
た
形
に
な
っ
て
い
る
に
薄
し
て
、
内
包
的
に
個
鋼
の
限
定
が
不
可
能
だ
と

い
う
点
に
み
る
こ
と
に
な
る
。
　
「
一
般
的
な
齎
然
法
則
は
、
確
か
に
事
物
の
下
な
る
そ
の
よ
う
な
連
関
〔
経
験
的
認
識
の
汎
通
的
連
関
〕

を
、
自
然
事
物
～
般
と
し
て
の
そ
の
類
の
上
か
ら
与
え
は
す
る
、
し
か
し
特
殊
的
に
、
特
殊
な
自
然
事
物
と
し
て
の
事
物
の
上
か
ら
与
え

る
の
で
は
な
い
（
漏
ゆ
島
．
d
．
ω
×
×
×
臼
◆
）
」
又
「
悟
性
は
し
か
し
そ
の
先
験
的
立
法
に
お
い
て
は
、
多
様
な
可
能
的
経
験
的
法
華
の
凡
て

を
捨
て
た
。
悟
性
は
か
の
立
法
に
お
い
て
、
経
験
一
般
の
可
能
性
の
諸
条
件
を
、
そ
の
形
式
に
関
し
て
の
み
考
察
に
引
き
入
れ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
悟
性
に
お
い
て
は
、
特
殊
的
自
然
法
則
の
親
和
性
》
津
⇒
置
弩
と
い
う
か
の
原
理
は
見
出
さ
れ
な
い
（
国
鼻
。
睡
巳
亀
§
σ
q
ぎ

〆
．
昏
⊆
○
壁
も
。
マ
興
》
霧
α
q
菩
①
’
ω
9
乞
一
ご
と
い
う
よ
う
に
殊
に
特
殊
血
器
じ
d
霧
o
p
島
韓
㊦
が
関
心
の
中
心
で
あ
る
。



　
　
　
こ
の
場
合
特
殊
の
内
容
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
か
な
ら
ず
し
も
一
義
的
に
扱
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
自
然
記
述
窯
舞
霞
び
窃
。
町
Φ
㍗

　
　
び
観
μ
α
q
上
の
も
の
と
か
、
有
機
体
と
か
或
い
は
知
覚
の
特
殊
と
か
、
種
々
の
意
味
を
こ
め
て
使
っ
て
い
る
。
こ
の
特
殊
の
差
異
、
区
別
を

　
　
余
り
気
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
論
理
的
合
藏
的
性
と
呼
ぼ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
こ
の
時
の
カ
ン
ト
が
ど
う
考
え
て
い
た
か
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
う
こ
と
に
対
し
て
か
な
り
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
今
の
場
舎
次
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
言
葉
を
手
懸
り
に
、
　
【

　
　
と
の
連
関
で
い
え
ば
こ
の
特
殊
を
個
々
の
知
覚
内
容
、
感
覚
閃
ヨ
℃
欝
〔
ご
降
α
q
、
実
質
ハ
冨
ω
甥
㊦
巴
①
と
見
て
よ
い
。
即
ち
、
「
知
覚
島
Φ

　
　
を
聾
導
⑦
ぴ
ヨ
¢
郡
σ
q
が
そ
れ
〔
人
間
悟
性
〕
に
提
示
す
る
所
の
特
殊
（
鑓
「
（
州
¢
曾
ψ
．
×
×
×
＜
に
）
」
「
か
の
も
の
〔
普
遍
的
霞
然
法
則
〕
を
と
お

　
　
し
て
な
お
未
規
定
の
ま
ま
残
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
特
殊
経
験
法
則
（
消
．
斜
¢
■
。
・
●
×
×
＜
ε
し
「
与
え
ら
れ
た
経
験
酌
直
観
に
関
し
て
始

　
　
め
て
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
の
み
特
殊
経
験
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
特
殊
自
然
法
鋼
を
予
想
す
る
よ
う
な
概
念
（
津
畠
。
8
鰻
巳
・
ψ

　
　
ド
潔
）
」
と
い
う
時
、
こ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
に
多
様
性
と
異
質
性
尊
き
凱
σ
Q
鐡
三
σ
q
冨
禅
環
⇔
侮
d
欝
σ
q
匡
。
剛
ρ
碧
銘
σ
q
犀
①
諜
を
も
た
ら
す
も

　
　
の
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
経
験
が
雑
然
と
し
た
諸
知
覚
の
集
合
で
な
い
な
ら
、
こ
れ
ら
は
絶
え
ず
あ
る
種
の
普
遍
的
法
則
の
下
に
編
み
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
諸

　
　
知
覚
の
こ
の
よ
う
な
整
頓
が
「
与
え
ら
れ
た
表
象
を
他
の
表
象
と
比
較
し
連
関
さ
せ
る
（
響
。
・
8
臼
典
ω
丁
霊
）
」
と
い
う
意
味
で
の
反
省

　
　
ヵ
Φ
類
①
寡
δ
お
p
で
あ
る
。
諸
々
の
普
遍
的
自
然
概
念
の
無
数
の
変
様
（
禁
■
　
（
刷
。
¢
．
も
。
’
×
×
ノ
、
｛
）
と
い
う
一
つ
の
秩
序
に
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。
そ
れ
は
所
与
内
容
に
形
式
論
理
を
適
用
し
、
論
理
体
系
の
下
に
多
様
を
特
殊
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
な
ら
「
付

　
　
録
」
の
思
想
と
か
わ
り
は
な
い
。
こ
の
論
理
体
系
の
内
容
と
そ
の
能
力
を
間
う
こ
と
が
第
三
批
判
固
有
の
問
題
と
い
え
る
。

　
　
　
そ
こ
で
特
に
論
理
的
形
式
的
合
目
的
性
に
つ
い
て
の
言
及
が
多
い
と
思
わ
れ
る
第
一
序
論
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
の
序
論
で
他
と
異

　
　
な
っ
て
特
に
霞
に
つ
く
の
は
「
体
系
ω
遂
8
ヨ
」
、
自
然
の
「
技
巧
↓
①
。
げ
づ
節
」
、
「
特
殊
と
普
遍
審
ω
じ
ご
①
ω
o
邑
興
①
¢
巳
山
霧
》
圃
飼
の
－

　
　
琶
①
ぎ
。
」
の
語
で
あ
る
。
特
殊
が
普
遍
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
、
又
は
特
殊
に
対
し
て
普
遍
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
と
し
て
の
経
験

　
　
が
可
能
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
技
術
囲
§
段
と
も
み
ら
れ
る
自
然
の
技
巧
と
い
う
仕
方
で
始
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
し
て

374　
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ン
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目
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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38
4
　
こ
の
技
巧
的
審
。
凱
鼠
。
。
o
げ
技
術
的
犀
離
コ
ω
象
。
財
は
図
式
的
ω
o
『
㊦
ヨ
目
配
。
び
機
械
的
ヨ
①
o
ン
9
鉱
。
。
o
ヶ
（
悟
性
と
感
性
に
導
か
れ
た
道
具
の

　
　
よ
う
な
）
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
い
る
（
国
『
も
。
｛
①
め
一
眠
H
●
　
ω
．
H
ゆ
戯
）
。
又
こ
の
技
巧
は
悟
性
の
立
法
術
Z
o
ヨ
。
ひ
Φ
↓
節
に
対
概
さ
れ
る
（
局
簗
。

　
　
尊
誘
巨
．
ψ
目
隠
）
。
又
体
系
に
関
し
て
も
二
種
の
体
系
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
先
天
的
概
念
に
従
う
先
験
的
体
系
と
し
て
の

　
　
自
然
に
対
し
、
経
験
法
則
に
従
う
自
然
の
体
系
を
い
い
　
（
図
弓
鵠
唖
①
　
詞
陣
謬
一
・
　
G
o
．
　
H
㊤
む
Q
　
》
嵩
ヨ
’
　
ω
・
　
一
G
Q
α
）
、
又
統
一
と
い
う
語
で
区
別
し
て
分
析

　
　
的
統
一
と
綜
合
的
統
…
と
い
い
、
前
者
を
「
必
然
的
に
共
有
し
て
い
る
も
の
に
従
う
統
｝
」
、
後
者
を
「
異
な
れ
る
も
の
に
関
し
て
そ
れ

　
　
ら
を
一
つ
の
原
理
の
下
に
統
一
す
る
体
系
と
し
て
の
統
一
」
と
呼
び
、
特
に
後
者
の
み
に
体
系
を
い
う
場
合
も
あ
る
（
¢
肇
。
蛍
邑
■
ω
．
一
。
。
⑦

　
　
》
昌
葬
）
。

　
　
　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
技
術
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
で
い
わ
れ
る
統
一
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
落
性
的
、
機
械
的
な
そ
れ
と
異

　
　
な
る
点
は
、
全
体
が
先
ず
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
、
部
分
が
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
行
く
仕
方
の
統
一
と
い
う
事
で
あ

　
　
る
。
た
だ
し
か
し
こ
こ
で
は
区
別
に
重
点
が
置
か
れ
、
第
三
批
判
隅
的
論
の
二
律
背
反
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
二
つ
の
統
一
の
調
停
に
関
心

　
　
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
場
合
技
巧
等
の
概
念
は
悟
性
認
識
を
全
う
さ
せ
よ
う
と
い
う
関
心
と
は
異
な
っ
た
別
の
連

　
　
関
か
ら
生
じ
て
来
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
同
一
性
の
哲
学
者
U
①
巳
（
Φ
貝
工
賃
囲
焦
①
醇
黛
簿
け
と
し
て
の
カ
ン
ト
で
な
く
、
全
体
性
の
哲

　
　
学
者
○
窪
冨
罵
匙
ζ
う
吋
↓
簿
躰
ぎ
簿
と
し
て
の
カ
ン
ト
、
又
理
論
的
、
実
践
的
法
則
の
哲
学
者
で
な
く
、
颪
的
（
体
系
）
の
哲
学
春
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
カ
ン
ト
の
側
面
が
強
く
出
て
来
て
い
る
。
こ
れ
は
又
殊
に
ド
イ
ツ
的
伝
統
の
（
つ
ま
り
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
個
体
の
）
哲
学
者

　
　
と
し
て
の
問
題
と
い
え
る
（
》
●
6
づ
似
ρ
§
δ
唇
．
囚
§
欝
穴
吋
三
汀
（
冨
同
¢
詳
亀
・
。
一
壷
駄
ρ
切
愛
回
ω
9
鼠
）
Q

　
　
　
こ
の
よ
う
な
事
情
と
し
て
は
特
に
次
の
三
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ω
第
三
批
判
は
も
と
も
と
美
の
問
題
を
中
心
に
計

　
　
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
楽
時
の
美
学
の
問
題
意
識
に
関
わ
っ
て
く
る
。
十
八
世
紀
美
学
上
の
問
題
は
、
心
理
学
的
に
は
理
性
能
力

　
　
と
感
覚
能
力
、
形
而
上
学
的
に
は
規
則
と
「
感
清
に
か
な
っ
た
意
味
」
の
対
立
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
論
理
的
に
い
え
ば
普

　
　
遍
と
特
殊
の
問
題
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
図
式
を
第
一
批
判
で
は
概
念
と
直
観
の
形
で
と
り
あ
げ
た
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ



　
　
わ
れ
の
推
論
悟
性
の
上
に
お
い
て
か
の
対
立
を
み
た
の
で
あ
り
、
悟
性
の
非
意
図
的
、
自
然
的
働
き
に
力
点
を
お
い
て
対
立
す
る
事
項
の

　
　
合
致
の
必
然
性
を
い
う
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
こ
の
形
は
欄
劉
性
の
側
に
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
持
つ
美
の
問
題
に
ア
ナ
ロ
ガ
ス
に
当
て

　
　
は
め
る
わ
け
に
行
か
な
い
。
却
っ
て
秩
序
の
棺
違
が
明
ら
か
と
な
る
。
豪
特
美
は
事
柄
の
慮
観
的
認
識
と
し
て
の
天
才
の
闇
題
と
し
て
と

　
　
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
「
直
観
的
認
識
は
神
的
認
識
で
あ
る
、
か
く
し
て
天
才
の
薦
観
は
神
的
直
観
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
で
あ
る
」
と
し
て
普
遍

　
　
と
特
殊
を
一
挙
に
知
る
薩
観
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
合
理
論
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
非
合
理
な
も
の

　
　
の
権
利
回
復
の
要
求
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
場
合
特
殊
と
普
遍
は
数
学
に
お
け
る
ご
と
く
闘
種
的
結
合
と
し
て
で
な
く
、
糊
対
立
す

　
　
る
異
質
者
の
異
種
的
結
合
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
ン
ベ
ル
ト
囲
鼻
孔
）
。
暴
は
門
た
と
え
我
々
が
種
及
び
類
の
諸
概
念
を
よ
り

　
　
広
汎
に
、
よ
り
完
全
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
常
に
数
学
的
一
般
的
な
諸
概
念
、
諸
範
型
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら

　
　
数
学
的
概
念
は
一
般
的
に
な
れ
ば
な
る
程
一
身
多
く
の
個
々
の
事
例
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
っ
て
普
遍
化
す
れ
ば
す
る
程
特
殊

　
　
を
捨
て
て
ゆ
く
結
果
に
な
る
哲
学
者
の
問
題
を
数
学
者
の
そ
れ
と
鋭
く
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
特
代
は
か
か
る
普
遍
と
特
殊
の
結
合
の
典

　
　
型
を
美
に
求
め
、
「
唯
～
の
真
な
る
全
体
は
全
隆
然
の
連
関
で
あ
る
、
…
…
か
の
連
関
は
最
高
の
美
で
あ
る
。
…
…
美
は
世
界
全
体
の
ア
ナ

　
　
ロ
ゴ
ン
で
あ
る
」
と
し
て
、
論
理
的
に
は
、
普
遍
と
特
殊
の
結
含
を
「
特
殊
を
失
う
こ
と
の
な
い
帰
納
冒
含
犀
二
〇
コ
。
財
嵩
Φ
＜
霞
ど
雪
儀
霧

　
　
し
ご
霧
9
邑
Φ
冨
ロ
」
と
い
う
形
に
求
め
、
心
理
学
的
に
は
、
悟
性
・
理
性
と
感
覚
の
結
合
を
美
意
識
と
い
う
事
実
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
　
そ
し
て
美
学
は
そ
の
意
味
で
内
容
を
持
っ
た
論
理
学
℃
欝
寮
ジ
。
げ
閃
①
姜
。
冠
毎
お
ピ
。
α
q
鱒
の
趣
を
織
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
問
題

　
　
を
一
点
に
集
約
し
た
の
が
薩
観
悟
性
ぎ
ε
多
く
旨
く
角
無
§
山
の
概
念
で
あ
っ
た
。
（
。
h
．
》
．
じ
d
自
照
⑦
メ
。
唱
■
。
陣
賞
ぴ
霧
。
巳
Φ
鐸
ψ
一
撃
）

　
　
　
㈲
こ
の
よ
う
な
形
で
扱
わ
れ
る
特
殊
と
普
遍
の
関
わ
り
方
を
最
も
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
が
み
眉
機
体
で
あ
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ
は
自
然

　
　
の
無
数
の
有
機
的
産
物
に
刺
激
さ
れ
て
、
特
殊
法
則
に
従
う
自
然
の
諸
原
因
の
結
合
に
際
し
て
、
意
図
的
な
る
も
の
費
ω
》
寓
ざ
ン
艶
。
滞

　
　
を
肖
然
全
体
（
世
界
）
に
対
す
る
反
省
約
判
断
力
の
一
般
的
原
理
と
し
て
（
少
く
も
許
さ
れ
た
仮
説
に
よ
っ
て
）
採
用
す
る
（
【
昏
¢
●
ω
．

　
　
も
。
①
一
）
扁
又
「
あ
る
自
然
形
態
〔
有
機
体
〕
に
お
い
て
（
そ
し
て
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
全
自
然
に
お
い
て
も
）
（
鍔
昏
¢
◆
ψ
ω
δ
）
」
等
の

394　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
窮
四
百
九
十
九
彗
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九



　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
隈
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

40
4
　
表
現
で
分
る
よ
う
に
、
技
巧
に
も
と
ず
く
新
し
い
統
一
概
念
は
、
直
接
に
は
有
機
体
の
購
造
の
考
察
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
第
二
序

　
　
論
で
「
技
巧
」
と
い
う
表
現
は
形
式
的
合
目
的
性
に
関
し
て
は
使
わ
な
く
な
る
が
、
有
機
体
に
つ
い
て
の
べ
る
時
に
は
尚
技
巧
と
い
う
語

　
　
が
変
わ
ら
ず
使
わ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
両
者
の
連
関
の
密
な
の
が
理
解
さ
れ
る
。

　
　
　
㈲
自
由
に
基
づ
く
意
志
の
構
造
が
機
械
的
自
然
に
対
し
て
全
く
異
な
る
秩
序
を
持
ち
、
し
か
も
何
物
よ
り
も
確
実
な
存
在
性
を
持
つ
と

　
　
い
う
確
信
、
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
哲
学
を
麦
え
る
大
き
な
柱
で
あ
っ
た
こ
と
は
余
り
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
意
志
は
一
種
特
別
の
原
因

　
　
性
と
し
て
機
械
的
無
因
性
か
ら
区
別
さ
れ
、
善
悪
を
全
て
の
述
語
と
す
る
実
践
界
は
意
志
の
自
由
に
お
い
て
始
め
て
可
能
に
な
る
。
こ
れ

　
　
は
格
率
を
立
て
る
能
力
で
あ
り
、
目
的
を
設
定
す
る
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
意
志
さ
れ
た
対
象
（
目
的
）
を
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
実
践

　
　
的
に
存
在
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
有
機
体
に
つ
い
て
、
そ
の
存
在
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
ま
ず
儲
的
の
概
念
が
先
行
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
の
と
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
又
異
な
る
意
志
の
具
体
的
内
容
を
表
わ
す
目
的
の
国
と
い
う
概
念
も
、

　
　
部
分
と
し
て
の
成
員
の
単
な
る
集
合
で
な
く
、
成
員
（
部
分
）
が
同
時
に
首
長
（
全
体
）
と
い
う
構
造
を
持
っ
た
国
（
世
界
）
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
実
践
的
世
界
が
惜
性
的
自
然
界
と
い
わ
ば
逆
の
秩
序
で
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
但
し
そ
れ
故
に
こ

　
　
の
契
機
が
直
接
に
働
い
て
カ
ン
ト
を
判
断
力
の
批
判
へ
と
か
り
た
て
た
と
は
考
え
に
く
い
。
つ
ま
り
第
三
批
判
付
録
に
顕
著
に
み
ら
れ
る

　
道
徳
的
鼠
的
論
に
よ
っ
て
全
て
を
総
括
し
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
は
、
判
断
力
の
考
察
の
過
程
の
中
で
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
・
り
と
カ
ン
ト
に

　
意
識
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
三
批
判
の
各
燐
で
語
ら
れ
る
美
と
善
と
の
関
係
に
は
一
貫
し
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
が
、
密
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
関
係
へ
の
推
移
は
認
め
ら
れ
る
。

　
　
所
で
こ
の
よ
う
な
新
し
い
原
理
と
そ
の
意
味
の
意
識
が
明
ら
か
に
な
る
に
従
っ
て
、
そ
の
原
理
の
能
力
で
あ
る
判
断
力
の
評
価
の
内
容

　
も
髄
鞘
っ
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
第
一
批
判
で
は
直
観
、
悟
性
、
理
性
等
の
概
念
は
主
観
の
能
力
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
客
観
の
実

　
在
性
を
も
覆
う
概
念
、
つ
ま
り
文
字
通
り
先
験
的
機
能
の
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
構
想
力
と
か
判
断
力
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
実
在
的

　
客
観
を
構
成
す
る
働
き
の
一
部
に
与
る
主
観
的
機
能
と
い
う
意
味
が
濃
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
構
想
力
と
か
判
断
力
の
働
き
が
同
時
に
経



　
　
験
的
実
在
そ
の
も
の
の
働
き
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
そ
し
て
「
規
瑚
の
下
に
包
摂
す
る
能
力
（
b
コ
嵩
目
）
し
と
し
て
、
常
に

　
　
規
則
の
能
力
で
あ
る
悟
性
に
対
し
て
従
属
す
る
位
置
に
立
つ
。
億
し
、
そ
れ
は
学
ば
れ
る
も
の
で
な
く
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
得

　
　
の
知
ζ
艮
叶
費
鼠
9
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
（
b
d
嵩
b
。
）
、
カ
ン
ト
の
関
心
が
未
だ
充
分
届
い
て
い
な
い
こ
と
、
解
朋
の
光
の
及
ん

　
　
で
い
な
い
こ
と
、
従
っ
て
醐
発
の
可
能
を
秘
め
て
い
る
事
は
理
解
さ
れ
る
。
所
が
第
三
批
判
序
論
に
お
い
て
は
、
判
断
力
の
批
判
と
い
う

　
　
特
別
の
仕
事
を
基
礎
付
け
る
必
要
も
あ
っ
て
可
成
り
積
極
的
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ω
判
断
力
は
理
性
や
悟
性
の
よ
う
に

　
　
先
天
的
原
理
に
よ
る
客
観
的
立
法
領
域
○
⑦
ぼ
象
は
持
た
な
い
、
㈲
し
か
し
先
天
的
原
理
は
持
ち
、
主
観
的
で
は
あ
る
が
地
盤
し
d
（
）
窪
窪

　
　
を
持
つ
、
従
っ
て
こ
の
地
盤
と
は
自
然
に
関
し
て
反
省
す
る
自
己
の
能
力
で
あ
る
。
客
観
に
は
関
わ
ら
な
い
。
紛
だ
か
ら
こ
の
立
法
は
自

　
　
律
》
暮
§
o
ヨ
δ
で
な
く
反
省
的
自
律
出
版
¢
8
8
こ
口
で
あ
る
（
｝
（
■
（
倒
¢
．
ω
．
×
く
同
●
h
■
o
つ
■
×
×
×
＜
自
．
）
。
第
～
批
判
の
立
場
か
ら
み
れ

　
　
ば
こ
の
う
ち
ω
に
重
点
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
又
反
省
的
自
律
を
積
極
的
に
解
す
れ
ば
、
即
ち
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
第
～
批
判

　
　
を
「
純
粋
悟
性
の
批
判
」
と
改
称
し
、
全
体
と
し
て
の
自
己
批
判
を
「
純
粋
理
性
の
自
己
批
判
ω
①
一
げ
ω
爵
藤
下
鳥
興
お
ぎ
2
＜
①
窪
§
津
」

　
　
と
し
、
そ
こ
で
は
批
判
す
る
も
の
と
批
判
さ
れ
る
も
の
、
思
惟
の
主
観
と
客
観
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
立
場
を
考
え
よ
う
と
す
る

　
　
な
ら
（
罰
寄
。
濤
罫
。
℃
．
興
ω
「
§
O
｛
）
、
㈲
が
中
心
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
序
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
立
場
は
②
が
中
心
と
な
る
。

　
　
つ
ま
り
第
一
批
判
の
立
場
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
先
天
的
認
識
能
力
と
し
て
は
認
諾
・
理
性
と
同
格
の
地
位
を
与
え
る
。
し
か
し
原
理
の
働

　
　
く
場
所
は
客
観
に
対
置
さ
れ
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
原
理
は
従
っ
て
統
制
的
意
味
し
か
持
た
な
い
。
だ
が
後
に
本
文
に
て
美
を
と
お

　
　
し
て
超
感
性
的
基
体
に
ふ
れ
て
く
る
点
、
又
道
徳
的
合
霞
的
性
で
総
括
し
よ
う
と
す
る
点
等
か
ら
み
て
も
、
単
に
ω
㈲
の
立
場
に
止
ま
れ

　
　
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
㈲
を
積
極
的
に
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
判
断
力
一
般
に
つ
い
て
明
確
な
規
定
が
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
究
極
的
な
判
断
力
の
原
理
の
内
容
規
定
は
み
ら
れ
な
い
、
個
々
の
合
装
的
性
の
探
究

　
　
が
夫
々
の
面
か
ら
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
差
し
当
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
論
理
的
合
臼
的
性
を
め

　
　
ぐ
る
カ
ン
ト
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
判
断
力
の
原
理
に
関
し
て
何
が
明
ら
か
に
な
る
か
と
い
う
仕
方
で
問
う
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

414　
　
　
　
　
　
折
口
尚
ず
椰
耕
究
［
　
第
閣
百
九
十
－
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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カ
ン
ト
の
丁
丁
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

　
自
然
目
的
と
し
て
の
有
機
体
を
扱
っ
た
後
に
、
或
い
は
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
、
人
問
藩
性
の
特
質
を
述
べ
て
い
る
第
三
批
判
の
第
七
十

七
節
、
七
十
八
節
は
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
論
理
的
合
擦
的
性
の
特
質
を
ほ
ぼ
決
定
的
に
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
要
点
は

以
下
の
照
点
で
あ
る
。
ω
わ
れ
わ
れ
の
橋
性
の
含
む
偶
然
性
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
（
そ
れ
は
慰
的
の
媒
介
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
）
全
く
秩
序
の
異
な
っ
た
悟
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
形
像
を
必
要
と
す
る
悟
性
（
推
論
悟
性
）
ぎ
8
濠
。
貯
ω
Φ
o
蔓
℃
塁

に
対
す
る
原
型
的
悟
性
（
直
観
悟
性
）
ぎ
邑
δ
。
貯
。
。
鶏
警
象
団
窟
。
。
で
あ
り
、
蔚
者
が
分
析
的
普
遜
か
ら
特
殊
に
進
む
に
対
し
、
後
者
は

綜
合
的
普
遍
（
全
体
そ
の
も
の
の
直
観
）
か
ら
特
殊
へ
進
む
も
の
で
あ
る
。
転
所
で
「
全
体
が
部
分
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う
形
は
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
認
識
能
力
に
お
い
て
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
　
「
全
体
の
表
象
が
翻
分
を
可
能
に
す
る
篇
と
い
う
形
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
全
体

は
「
そ
の
表
象
が
そ
の
も
の
の
可
能
の
原
瞬
と
み
な
さ
れ
る
結
果
偏
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
原
因
の
規
定
根
拠
が
そ
れ
の
結
果

の
表
象
に
す
ぎ
な
い
時
は
、
か
か
る
原
因
の
生
産
物
は
湿
的
と
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
叢
説
の
定
義
に
当
て
は
ま
る
。
従
っ
て
穏
的
原
因
性

と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
㈲
こ
の
穆
的
原
因
性
と
機
械
性
の
兇
か
け
上
の
幽
思
背
反
は
、
前
者
が
反
省
的
判
断
力
の
格
率

で
あ
り
、
後
者
が
規
定
的
判
断
力
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
が
（
鷲
O
－
謡
）
、
そ
の
具
体
的
な
結
び
付
き
ば
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
両
者
は
対
立
概
念
で
な
く
従
属
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
機
械
的
関
係
を
意
図
的
技
巧
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
従
属
関
係
は
屠
面
一
手
段
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
世
界
理
念
を
厨
的
と
し
、
機
械
性

を
手
段
と
し
た
、
有
機
体
と
全
く
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
世
界
像
が
こ
こ
に
成
立
す
る
。
宇
宙
論
的
二
律
背
反
を
克
服
し
た
体
系
と
し
て
の
凱
然
、

つ
ま
り
直
観
悟
性
に
麦
え
ら
れ
た
推
論
悟
姓
が
形
成
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
ま
た
全
体
が
郡
頸
輪
で
あ
る
膚
機
体
と
ア
ナ
ロ
ガ
ス
な
も

の
と
し
て
、
意
図
に
従
っ
て
創
り
畠
さ
れ
た
一
偲
の
生
産
物
と
も
み
ら
れ
う
る
。
㈹
し
か
し
こ
の
二
つ
の
異
質
的
原
理
に
し
た
が
っ
て
可

能
で
あ
る
由
仁
産
物
の
可
能
の
判
明
な
、
規
定
的
な
演
繹
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
つ
の
演
繹
に
共
通
な
原
理
は
、
現
象
と
し
て
の
自
然
の

根
底
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
超
感
性
的
な
も
の
⊆
）
①
邑
窪
ぽ
冨
∬
○
傷
自
げ
興
。
。
ぎ
臣
搾
ぴ
費
○
毎
霞
昏
鉾
ぴ
興
。
・
醒
巳
ぽ
ン
霧
ω
億
げ
。
。
霞
簿
で
あ

る
。



　
　
　
以
上
の
諸
点
の
う
ち
具
体
的
に
は
偶
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
れ
以
上
こ
の
点
に
は
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
。
と

　
　
に
か
く
根
本
的
な
問
題
は
鶴
に
あ
る
。
目
的
原
理
の
判
明
な
、
範
疇
の
そ
れ
の
よ
う
な
演
繹
は
出
来
な
い
。
し
か
し
㈲
ま
で
の
諸
性
質
が

　
　
虚
構
で
な
い
な
ら
矢
張
り
或
る
種
の
演
繹
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
超
感
性
的
基
体
と
関
わ
る
こ
と
な
し
に
は
果
さ
れ
な

　
　
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
こ
の
試
み
を
論
理
的
合
目
的
性
と
い
う
形
に
お
い
て
企
て
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
⑳
鵡
胃
お
で
カ
ン
ト
は
属

　
　
的
論
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
四
つ
の
試
み
i
合
屠
的
性
を
結
局
は
偶
然
に
化
し
て
し
ま
う
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
エ
ピ
ク
ー
ル
主
義
、
非

　
　
意
図
的
宿
命
論
に
陥
入
る
ス
ピ
ノ
チ
ス
ム
ス
、
結
局
は
循
環
論
法
に
堕
す
る
物
活
論
、
根
源
的
存
在
者
を
独
断
的
に
立
て
る
こ
と
に
な
る

　
　
有
神
論
i
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
噌
献
i
『
①
に
か
け
て
述
べ
ら
れ
る
カ
ン
ト
自
身
の
立
場
は
次
の
三
点
に
つ
き
る
。

　
　
つ
ま
り
ω
こ
の
よ
う
な
世
界
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
意
図
的
に
働
く
最
高
の
世
界
原
因
を
考
え
る
に
生
ま
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
概
念

　
　
を
形
成
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
㈲
従
っ
て
こ
れ
は
統
制
的
原
理
で
あ
り
、
紛
そ
の
限
り
に
お
い
て
人
間
の
判
断
力
に
対
し
て
は
必
然
的
に

　
　
妥
当
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
は
第
一
批
判
付
録
の
立
場
と
結
局
変
わ
る
所
な
い
も
の
に
み
え
る
。
し
か
し
同
じ
よ
う
に
統
制
的
と
い
っ
て

　
　
も
、
先
の
場
舎
と
今
の
場
合
と
で
は
統
湖
の
原
理
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
分
析
的
論
理
的
原
理
が
そ
の
ま
ま
存
在
を

　
　
統
制
し
よ
う
と
す
る
時
は
、
そ
れ
は
存
在
が
外
延
的
完
結
を
持
ち
、
質
的
差
異
を
含
ま
ぬ
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
求

　
　
の
向
け
ら
れ
る
存
在
の
自
体
が
物
自
体
、
又
は
可
想
体
2
0
毎
⇒
露
ρ
と
呼
ば
れ
る
。
今
の
場
合
種
苗
は
存
在
が
綜
合
的
全
体
を
な
す
こ
と
、

　
　
又
こ
の
全
体
は
即
個
体
と
し
て
の
個
的
限
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
存
在
が
先
験
的
に
内
包
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の

　
　
場
合
の
存
在
の
霞
体
は
物
自
体
と
呼
ば
れ
ず
、
超
感
性
酌
基
体
と
名
付
け
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
が
第
三
批
判
で
物
蔭
体
と
い
う
藷
を
使
わ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
超
感
性
者
等
の
謡
を
使
う
蒔
．
に
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
充
分
意
識
し
て
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
統
卜
す
る
権
瀦
に
つ
い
て
は
、
前
着
は
範

　
　
疇
の
演
繹
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
悟
性
の
分
析
的
働
き
く
。
焦
鑓
町
①
⇔
の
延
長
上
に
あ
る
に
対
し
、
後
巻
は
そ
の
よ
う
な
ア
ル
タ
，
メ
デ
ス

　
　
の
一
点
を
持
た
な
い
。
有
機
体
の
よ
う
な
客
観
に
、
学
の
事
実
に
相
当
す
る
事
実
性
を
認
め
な
い
の
は
、
そ
う
す
れ
ば
機
械
性
と
目
的
性

　
　
と
の
二
律
背
反
が
不
可
避
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
有
機
体
を
判
定
す
る
原
理
は
超
感
性
的
な
も
の
へ
関
わ
り
（
溶
（
｛
．

434　
　
　
　
　
　
哲
脚
ず
研
究
　
　
第
四
菖
九
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



444

カ
ン
ト
の
器
的
論

六
四

Q
■
ψ
ω
竃
）
、
そ
れ
は
機
械
的
及
び
闘
的
論
的
演
繹
諺
玄
①
ぎ
私
謁
の
共
通
の
原
理
（
囚
●
穿
q
ω
．
・
。
α
。
。
）
と
し
て
、
主
観
の
全
ゆ
る
能
力

く
葛
籠
α
⑳
窪
の
超
感
性
的
基
体
（
｛
（
「
　
能
．
　
ζ
●
　
ω
◆
　
笛
厚
謝
D
）
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
恐
ら
く
入
聞
性
の
超
感
性
的
基
体
戯
霧
讐
費
。
。
毫
毛
畠
。

ω
償
ぴ
G
・
霞
簿
篇
霞
ζ
Φ
濤
魯
げ
①
搾
（
甲
ハ
．
へ
［
■
¢
曾
　
O
Q
．
　
b
⊃
G
Q
刈
）
で
あ
ろ
う
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
深
い
事
実
に
根
ざ
す
も
の
と
み
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
の
眼
は
単
な
る
客
観
の
事
実
を
離
れ
て
、
そ
れ
ら
主
客
を
包
ん
だ
主
観
の
事
実
に
向
か
お
う
と
す
る
。

　
（
1
）
　
カ
ン
ト
自
身
、
合
縁
的
性
の
原
理
つ
ま
り
自
然
の
主
観
的
合
目
的
憶
と
い
う
判
断
力
一
般
の
先
験
的
原
理
は
、
第
【
批
鞠
の
理
愈
の
統
剃
的
使

　
　
罵
を
述
べ
た
所
で
確
立
し
て
い
る
と
考
え
、
第
三
批
判
が
扱
う
個
々
の
問
題
は
そ
の
変
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
カ
ン
ト

　
　
　
の
思
考
に
お
い
て
は
一
つ
の
事
実
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
序
論
の
不
明
瞭
き
を
説
明
し
切
れ
な
い
颪
も
あ
る
。
し
か
し
そ

　
　
れ
を
全
て
に
及
ぼ
せ
ば
シ
ュ
タ
ー
ド
ラ
i
的
な
解
釈
へ
の
道
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
（
2
）
　
第
一
序
論
手
稿
の
余
白
に
あ
っ
た
と
い
う
次
の
文
は
、
カ
ン
ト
が
質
的
側
に
ど
れ
ほ
ど
顧
慮
を
払
っ
て
い
た
か
を
あ
か
ら
さ
ま
に
示
し
て
い
る
。

　
　
　
「
テ
ィ
マ
エ
オ
ス
は
…
1
花
醐
石
と
い
う
一
個
の
石
を
み
た
時
、
こ
の
石
が
そ
の
内
的
性
質
の
上
か
ら
は
、
岡
じ
よ
う
に
み
え
る
他
の
凡
て
の
石
と

　
　
異
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
彼
テ
ィ
マ
エ
オ
ス
は
、
常
に
た
だ
個
溺
的
な
Φ
ぎ
N
o
ぎ
、
い
わ
ば
悟
性
に
対
し
て
無
縁
な
も

　
　
の
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
類
…
種
の
概
念
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
事
物
の
ク
ラ
ス
に
関
わ
ろ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と

　
　
に
配
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
時
彼
は
そ
も
そ
も
自
然
の
体
系
ω
鴇
ω
8
目
伍
醇
宏
讐
母
を
設
計
し
よ
う
と
墾
み
え
た
で
あ
ろ
う

　
　
か
（
駁
陰
篇
「
¢
●
図
同
。
α
け
Φ
国
団
出
一
●
ω
．
H
¢
①
“
》
溢
ヨ
◆
）
し

　
（
3
）
　
一
般
的
に
い
う
な
ら
、
カ
ン
ト
は
善
を
特
定
概
念
（
理
性
概
念
）
を
前
提
す
る
判
断
、
美
を
そ
の
よ
う
な
概
念
な
き
韓
断
と
し
て
区
別
す
る
。

　
　
し
か
し
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
「
美
的
判
断
力
批
輝
」
の
中
に
次
の
四
つ
の
異
な
っ
た
考
え
方
が
あ
る
（
崇
高
は
別
と
し
て
）
。
口
」
対
象
概
念
を
薗
提

　
　
し
な
い
自
由
美
に
対
し
て
、
　
あ
る
概
念
に
依
存
す
る
付
属
美
は
趣
味
判
断
と
い
え
な
い
（
置
●
斜
¢
．
費
⑦
）
。
道
徳
的
理
念
と
結
び
付
い
た
美
の
理

　
　
想
に
依
る
判
定
は
純
粋
に
美
的
で
は
な
い
（
㎜
困
刈
）
。
鋤
芸
術
の
美
で
な
く
密
然
の
美
に
つ
い
て
反
省
し
う
る
入
は
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
道
徳
的
善

　
　
　
へ
の
関
心
を
所
有
し
て
い
る
入
で
あ
る
。
両
者
の
満
足
に
は
類
縁
関
係
が
あ
る
か
ら
（
ゆ
お
）
。
圖
美
的
芸
術
…
も
、
そ
れ
の
み
が
自
立
的
満
足
を
伴
う

　
　
と
こ
ろ
の
道
徳
的
理
念
と
結
び
付
い
て
始
め
て
真
の
満
足
を
も
た
ら
す
。
さ
も
な
く
ば
享
楽
が
そ
の
目
的
と
も
な
り
、
省
己
嫌
悪
を
引
起
す
（
伽
認
）
。

　
　
國
美
は
道
徳
の
象
徴
で
あ
る
。
結
局
趣
味
と
は
感
蛍
的
に
表
わ
さ
れ
た
道
徳
的
理
念
を
判
定
す
る
能
力
で
あ
る
（
伽
α
ρ
①
O
）
。

　
（
4
）
A
・
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
第
三
批
判
の
「
超
感
性
的
」
と
い
う
語
の
使
用
例
を
検
討
し
、
第
一
批
判
の
「
現
象
界
…
叡
知
界
（
可
想
界
、
物
自
体
）
」

　
　
と
い
う
無
菌
で
考
え
ら
れ
る
叡
知
的
な
も
の
を
指
す
時
も
、
カ
ン
ト
は
第
蕊
批
覇
で
は
超
感
牲
的
と
い
う
語
を
使
い
（
N
．
切
．
閑
．
傷
φ
陰
ω
．
謹
ら
。
。
ω
・



　
卜
⊃
窃
Q
◎
）
、
し
か
も
こ
の
語
に
そ
れ
以
上
の
内
容
を
含
め
て
い
る
こ
と
を
詣
乏
し
、
結
局
第
一
批
判
の
「
現
象
界
－
叡
知
界
」
の
対
立
に
対
し
、
第
一
二
批

　
判
の
「
感
性
的
…
超
感
性
的
」
の
対
立
は
被
制
約
性
…
絶
対
性
、
不
完
全
性
一
完
全
性
と
い
う
対
立
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
対
立
麗

　
係
の
下
に
問
題
に
な
る
も
の
の
相
違
、
深
化
に
瀧
降
し
、
第
三
批
判
の
刺
継
は
「
人
間
竃
9
ω
筈
r
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
カ
ン
ト
は
自
覚
的
に
そ

　
れ
を
遂
行
し
な
い
、
殊
に
美
的
判
断
力
批
判
で
そ
う
だ
と
い
っ
て
い
る
。
（
》
“
ω
。
げ
≦
①
ぐ
Φ
ポ
∪
冨
菊
¢
｝
笹
9
碧
｝
巳
○
ω
o
唱
窯
Φ
凶
鋤
昌
け
、
。
・
ω
』
日
㌣
卜
。
一
①
）

（
5
）
　
第
三
批
判
で
は
主
観
的
と
い
う
語
が
か
な
り
曖
昧
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
序
論
に
お
い
て
も
、
自
然
の
合
目
的
性
と

　
い
う
先
験
的
概
念
は
判
断
力
の
主
観
的
原
理
（
絡
率
）
で
あ
る
（
瞬
．
拝
d
．
ω
●
×
×
×
恥
く
）
と
い
う
時
と
、
潮
面
力
の
批
判
を
美
的
判
断
力
の
批
判

　
と
目
的
論
的
そ
れ
と
に
分
け
、
前
者
を
主
観
的
合
爵
的
性
、
後
者
を
客
観
的
含
昌
的
性
の
能
力
と
す
る
時
（
同
ハ
．
鐸
C
．
O
Q
．
じ
■
）
で
は
主
観
的
の
意

　
味
は
明
ら
か
に
違
う
。
後
の
場
合
を
経
験
的
と
い
う
な
ら
、
前
の
場
合
は
先
験
的
主
観
牲
と
で
も
い
う
も
の
を
表
わ
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
最
初
か

　
ら
自
明
の
も
の
の
様
に
使
っ
て
い
る
が
、
こ
の
語
の
意
義
は
論
理
的
合
目
的
性
と
い
う
事
柄
だ
け
の
考
察
か
ら
は
明
ら
か
に
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
覇
断
力
の
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
実
は
こ
の
語
の
意
義
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

三
　
美
的
合
欝
的
性
ω
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さ
て
、
論
理
的
合
自
的
性
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
説
明
が
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
判
断
力
一
般
の
原
理
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
更
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
ら
か
。
そ
の
意
味
で
第
三
批
判
序
言
の
カ
ン
ト
の
発
言
は
重
要
で
あ

る
。
序
言
で
カ
ン
ト
は
、
判
断
力
特
有
の
原
理
を
見
出
す
こ
と
の
困
難
を
歎
き
、
そ
の
困
難
は
殆
ん
ど
美
的
判
定
ぎ
号
路
山
塞
σ
q
Φ
切
し
d
？

¢
詳
①
出
駕
嵩
α
q
o
戸
集
Φ
ヨ
き
密
件
冨
募
。
ぴ
器
口
鼓
”
と
い
う
事
柄
の
中
に
あ
る
、
従
っ
て
判
断
力
批
判
の
最
も
重
要
な
部
分
は
こ
の
判
定
の
研
究

に
あ
り
、
快
・
不
快
の
感
情
と
直
接
関
係
を
持
た
ぬ
論
理
的
判
定
は
哲
学
の
理
論
的
部
門
の
付
録
と
し
て
扱
わ
れ
て
も
よ
い
と
い
っ
て
い

る
（
H
〈
．
儀
．
¢
●
＜
O
同
判
Φ
〔
剛
O
ω
．
＜
戸
口
ゑ
）
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
判
断
力
特
有
の
原
理
は
未
だ
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は
論
理
的
判
定
と
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

的
判
定
の
研
究
の
中
か
ら
、
特
に
後
者
の
そ
れ
を
と
お
し
て
探
究
さ
れ
、
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
立
場
と
い
え
る
。

　
所
で
先
に
述
べ
た
論
理
的
合
目
的
性
は
た
だ
序
論
の
中
で
の
み
扱
わ
れ
、
本
論
は
美
的
合
嗣
的
性
と
客
観
的
実
在
的
合
自
的
性
か
ら
成

哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
九
暦

六
五



　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
顕
的
払
照
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4
　
っ
て
い
る
第
三
批
判
の
構
成
の
上
か
ら
み
る
と
、
論
理
的
合
騒
的
性
が
一
般
的
原
理
で
あ
り
、
そ
の
特
殊
化
、
内
容
化
と
し
て
二
つ
の
部

　
　
門
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
シ
ュ
タ
…
ド
ラ
…
も
美
は
別
閥
題
と
し
て
、
論
理
的
合
鰭
的
性
と
客
観
的
実
在
的
合
霞
的
性
の

　
　
関
係
を
、
後
者
を
「
由
N
然
の
籠
二
の
特
殊
化
銭
①
Φ
湊
8
ω
℃
禽
慾
蒼
諜
○
漏
鳥
賃
宏
雲
霞
」
（
｝
鱒
鼠
囹
。
凪
。
ワ
。
鍔
ω
■
誌
A
）
と
み
な
し
て
い
る
。

　
　
又
コ
ー
ヘ
ン
も
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
美
的
合
隠
的
性
は
合
霞
的
性
一
般
の
原
理
の
変
種
浮
募
溝
で
あ
り
、
「
自
然
は
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
に

　
　
全
く
一
致
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
合
醸
酌
性
一
般
の
原
理
は
、
思
い
切
っ
た
仮
説
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
あ

　
　
ら
ゆ
る
屠
的
考
察
を
行
う
の
だ
と
い
っ
て
い
る
（
鎖
■
O
o
ぎ
鈍
麟
§
欝
切
①
σ
q
a
障
伽
§
ぴ
q
（
♂
擁
心
配
警
①
艶
幽
ω
．
H
Φ
の
）
。
又
シ
．
一
ヴ
ァ
イ
ツ

　
　
ァ
ー
も
カ
ン
ト
の
い
う
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
諸
原
理
の
統
一
」
、
「
あ
た
か
も
あ
る
悟
性
が
経
験
的
自
然
法
則
の
多
様
の
統
一
の
根
拠
を
含

　
　
む
か
の
よ
う
に
」
、
「
か
か
る
統
｝
に
従
っ
て
黄
雲
を
考
察
す
る
」
こ
と
が
、
判
断
力
の
先
天
的
原
理
で
あ
る
舎
鼠
的
性
の
概
念
で
あ
る
と

　
　
み
な
す
（
｝
ω
。
｝
ヨ
①
ぎ
巽
8
◎
。
評
．
ω
◎
鎮
刈
）
。
こ
れ
ら
は
非
常
に
一
般
的
な
意
味
に
と
れ
ば
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
や
や

　
　
立
入
っ
て
そ
の
内
容
を
み
よ
う
と
す
る
と
夫
々
に
大
き
な
相
違
を
現
わ
し
て
く
る
。
シ
．
一
タ
ー
ド
ラ
ー
は
結
局
、
第
三
の
理
念
、
付
録
、

　
　
第
三
批
判
序
論
に
一
貫
し
て
そ
れ
が
あ
る
と
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
、
二
で
考
察
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
何

　
　
よ
り
も
そ
の
結
果
「
美
」
の
問
題
を
排
除
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
コ
ー
ヘ
ン
も
後
に
書
及
す
る
よ
う
に
改
め
て
自
己
の

　
　
立
場
か
ら
、
表
象
諸
能
力
を
広
く
と
っ
て
、
意
識
と
そ
の
内
容
生
産
の
諸
方
向
空
。
腎
§
σ
q
窪
（
勿
論
道
徳
意
識
も
含
ま
れ
る
）
の
共
働

　
　
の
場
所
に
合
目
的
性
の
問
題
を
み
て
行
こ
う
と
す
る
が
（
譲
・
O
O
｝
μ
窪
．
。
ワ
簿
’
ω
●
H
『
鼠
）
、
こ
れ
は
積
極
的
に
解
さ
れ
た
カ
ン
ト
で
あ
り
、

　
　
判
断
力
一
般
の
原
理
に
外
す
る
カ
ン
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
つ
い
て
理
解
を
与
え
て
く
れ
な
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
【
，
一
に
し
て
も
合

　
　
属
的
性
と
い
う
判
断
力
一
般
の
原
理
は
統
一
の
原
理
で
あ
り
（
｝
ω
島
亡
八
器
ご
○
ワ
良
’
ω
幽
卜
。
ド
。
。
）
、
そ
れ
は
結
局
究
極
藩
的
の
概
念
の
中
で

　
完
成
さ
れ
（
。
ワ
簿
。
ψ
卜
。
“
無
）
、
自
然
が
そ
の
ま
ま
芸
術
と
な
り
、
自
由
も
ま
た
芸
術
と
そ
の
ま
ま
相
覆
う
世
界
表
象
が
成
就
す
る
（
○
ワ

　
。
鍔
¢
器
望
鱒
ω
O
）
と
い
う
線
で
考
え
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
又
結
局
カ
ン
ト
の
美
的
判
断
力
批
判
の
殆
ん
ど
を
捨
て
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
｝
）

　
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
又
そ
れ
に
総
立
し
て
出
さ
れ
て
い
る
彼
の
芸
術
概
念
も
精
緻
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ



　
　
よ
わ
れ
わ
れ
は
判
断
力
一
般
の
原
理
は
確
立
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
進
む
わ
け
に
行
か
な
い
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
「
あ
ら
か
じ
め
か

　
　
の
先
験
的
原
理
が
三
陸
と
い
う
概
念
を
（
少
く
と
も
形
式
に
関
し
て
）
悟
性
に
準
備
し
た
く
・
ひ
2
象
簿
ぴ
心
後
に
は
…
…
（
澱
．
堅
¢
「
ω
．

　
　
瓢
）
」
有
機
体
に
合
藏
的
性
の
先
験
的
～
原
理
を
適
漏
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
第
～
批
判
付
録
で
も
、
序

　
　
論
で
も
玉
楼
科
学
の
要
請
が
そ
の
ま
ま
演
繹
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
内
容
も
分
析
的
悟
性
の
延
長
上
に
あ
る

　
　
も
の
と
な
る
。
又
理
論
的
認
識
の
場
で
い
わ
れ
た
こ
と
が
他
の
領
域
に
そ
の
ま
ま
及
ぶ
と
す
る
に
は
、
コ
…
ヘ
ン
の
よ
う
な
人
間
能
力
一

　
　
般
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
引
用
し
た
序
言
の
立
場
が
、
判
断
力
一
般
の
原
理
の
意
味
内
容
に
対
す
る
カ
ン

　
　
ト
の
本
心
だ
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
又
カ
ン
ト
が
一
度
書
い
た
判
断
力
批
判
の
序
論
を
書
き
改
め
た
理
由
を
考
え
て
み
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
測
娼
来
る
。
そ
し
て
今
こ
の
二
つ
の
序
論
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
理
的
合
飼
的
性
と
美
的
合
渇
的
性

　
　
の
性
格
も
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
第
一
序
論
に
お
い
て
特
に
群
立
つ
の
は
、
ω
体
系
ω
遂
8
B
と
い
う
語
が
集
合
》
σ
q
饗
①
α
q
舞
に
対
比
し
て
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

　
　
㈲
「
虜
然
の
技
巧
」
と
い
う
概
念
が
一
貫
し
て
判
断
力
一
般
の
原
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
㈲
「
そ
れ
に
よ
っ
て
宮
然
が
経
験

　
　
的
諸
法
期
に
従
う
と
考
え
ら
れ
る
所
の
反
省
的
判
断
力
の
原
理
は
、
し
か
し
判
断
力
の
論
理
的
使
用
の
た
め
の
原
理
で
あ
る
（
国
韓
．
さ
5
巨
．

　
　
ω
．
這
O
）
」
、
ま
た
「
自
然
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
の
は
論
理
的
合
目
的
性
に
ほ
か
な
ら
ぬ
…
…
（
◎
噂
。
　
o
一
鉾
　
ω
．
　
H
り
刈
）
」
と
い
い
、
さ
ら
に
各
所

　
　
に
論
理
的
体
系
と
い
う
語
が
み
ら
れ
る
（
O
℃
専
　
O
に
》
　
m
W
’
　
H
O
⊆
η
●
　
①
◎
　
刈
Φ
け
O
）
よ
う
に
、
臼
【
然
の
技
巧
と
い
う
概
念
と
集
舎
体
と
の
差
異
が
論
理

　
　
的
と
い
う
観
点
か
ら
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
二
序
論
で
全
く
新
し
く
週
に
つ
く
の
は
、
ω
論
理
的
合
爆
的
性
と

　
　
美
及
び
有
機
体
の
舎
§
的
性
の
叙
述
の
間
に
、
快
の
感
情
と
の
結
合
を
述
べ
る
　
章
が
新
た
に
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
体
系
及
び
技

　
　
巧
と
い
う
語
は
全
く
影
を
ひ
そ
め
、
後
者
は
有
機
体
を
述
べ
る
所
で
一
度
使
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
一
尤
も
目
的
論
的

　
　
判
断
力
批
判
の
本
文
中
で
は
何
度
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
㈲
論
理
的
一
へ
）
ぴ
q
置
。
プ
と
い
う
語
は
第
一
序
論
の
よ
う
に
判
断
力
一
般
の
原
理
に

　
　
冠
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
有
機
体
に
つ
い
て
述
べ
る
章
が
「
自
然
の
合
露
営
性
の
論
理
的
袈
象
に
つ
い
て
（
ω
■
屡
く
露
）
」
と
題
さ
れ
て
い

卿　
　
　
　
　
　
哲
愚
ず
研
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カ
ン
ト
の
目
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

る
よ
う
に
、
技
巧
、
論
理
的
と
い
う
語
は
有
機
体
の
場
合
に
範
囲
を
狭
め
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
序
論
に
お
い
て
技
巧
と
論
理
的
が
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
点
か
ら
み
る
と
、
カ
ン
ト
は
技
巧
と
い
う
語
を
何
か
論
理

的
特
徴
を
示
す
語
と
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
第
二
序
論
に
残
さ
れ
て
い
る
場
所
か
ら
考
え
て
、
特
に
有
機
体
に
顕
著
に

み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
序
論
の
有
機
体
に
つ
い
て
の
章
で
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
全
体
が
部
分
の
可
能
性
の

原
因
で
あ
る
こ
と
は
物
理
的
機
械
的
原
因
の
本
性
に
全
く
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
全
体
の
可
能
が
部
分
か
ら
理
解
さ
れ
る
た
め
に
は
却
っ

て
部
分
が
前
以
っ
て
与
え
ら
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
更
に
、
部
分
の
可
能
に
先
行
す
る
全
体
と
い
う
特
別
な
表
象
は
単
に
理
念
で
あ
り
、

こ
の
理
念
は
、
そ
れ
が
原
因
性
下
翼
ω
玄
武
簗
の
根
拠
○
毎
渇
儀
と
み
ら
れ
る
時
に
は
屠
的
N
≦
Φ
o
搾
と
呼
ば
れ
る
の
だ
か
ら
…
…
（
め
諺
戸

冠
巨
．
ω
■
舘
①
）
」
と
全
体
が
部
分
に
先
行
す
る
原
理
を
機
械
的
原
因
と
対
立
さ
せ
て
い
る
。
又
体
系
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ

が
部
分
を
こ
の
よ
う
な
可
能
な
全
体
に
関
し
て
既
に
完
全
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
る
な
ら
、
分
類
は
機
械
的
に
、
単
な
る
比
較
に
従
っ

て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
全
体
魯
ω
○
き
器
は
集
合
体
》
σ
q
α
q
屋
α
q
客
と
な
る
…
…
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
全
体
の
理
念
を
早
る

原
理
に
従
っ
て
部
分
の
規
定
に
先
立
っ
て
前
提
し
う
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
分
類
は
科
学
的
ω
臥
窪
瓜
翻
。
げ
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
全
体
は
体
系
ω
蜜
ω
8
ヨ
と
な
る
の
で
あ
る
（
。
ワ
。
搾
ω
聴
b
。
卜
。
刈
）
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
及

び
そ
の
他
各
所
で
普
遍
と
特
殊
魯
ω
》
＝
α
Q
①
ヨ
魚
ゆ
ρ
鎚
器
ゆ
①
ω
o
昌
山
Φ
N
①
と
い
う
語
に
よ
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
点
を
み
る
と
、
こ
の
第
】

序
論
で
は
、
主
観
の
心
理
能
力
及
び
そ
の
先
験
的
考
察
を
と
お
し
て
超
感
性
的
な
も
の
に
関
わ
っ
て
行
く
美
的
感
性
的
器
注
Φ
鉱
ω
窪
な
面

よ
り
も
、
論
理
的
な
ざ
臨
ω
o
財
客
観
的
な
側
面
か
ら
合
目
的
性
を
特
徴
付
け
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合

の
カ
ン
ト
は
自
然
の
技
巧
と
い
う
｛
般
的
な
原
理
が
か
な
り
ス
ム
ー
ス
に
美
的
合
霞
的
性
、
客
観
的
（
有
機
的
）
合
潔
的
性
に
当
て
は
ま
っ

て
行
く
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
間
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
客
体
の
形
式
が
、
摺
性
と
構
想
力
が
整
合
一
致

し
て
互
に
そ
の
働
き
を
促
進
す
る
よ
う
形
成
さ
れ
て
い
る
時
、
そ
の
対
象
は
判
断
力
に
よ
っ
て
合
閉
的
々
と
知
覚
さ
れ
、
こ
の
合
目
的
性

は
形
相
的
合
碍
的
性
節
σ
q
費
】
8
げ
Φ
N
≦
①
o
押
ヨ
似
盛
α
Q
押
①
蹄
で
あ
り
、
そ
れ
に
働
い
て
い
る
自
然
の
技
巧
は
重
根
的
技
巧
3
。
ゲ
識
8
碧
Φ
9
8
鑓



　
　
で
あ
る
。
こ
れ
に
紺
し
有
機
体
等
事
物
の
可
能
性
の
底
に
先
の
体
系
可
能
の
原
理
を
前
提
す
る
合
鍵
的
性
に
つ
い
て
の
自
然
の
技
巧
は
造

　
　
形
的
鳳
器
密
。
び
で
あ
る
（
国
吋
。
り
陣
①
　
綴
圃
5
一
．
　
ω
・
　
邸
日
脚
）
一
勿
論
細
か
い
点
に
ま
で
一
義
的
に
は
い
え
な
い
が
。
こ
の
こ
と
は
又
こ
の
序
論
第

　
　
四
節
が
体
系
（
Φ
3
ω
遂
お
導
）
に
つ
い
て
の
べ
、
第
六
節
が
多
く
の
特
殊
な
体
系
ω
o
蕊
色
ぴ
霧
○
昌
創
①
器
ω
楼
。
・
ひ
①
ヨ
①
に
つ
い
て
の
べ
て
い

　
　
る
点
と
も
対
応
す
る
。
結
局
自
然
の
技
巧
と
い
う
概
念
で
判
断
力
の
原
理
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
時
の
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
わ
れ
わ
れ

　
　
が
最
初
に
第
一
豊
潤
の
二
律
背
反
を
考
察
し
た
時
、
定
立
と
反
定
立
が
「
全
体
毒
部
分
」
、
「
部
分
↓
全
体
」
と
い
う
論
理
的
特
徴
を
示
す

　
　
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
丁
度
そ
の
点
を
強
調
す
る
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
合
目
的
性
は
単
な
る
論
理
的
原
理
で
な
く
先
験
的
原
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
と
し
て
存
在
に
関
わ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
物
を
生
産
し
存
在
さ
す
人
間
技
術
獣
§
珍
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
で
技
巧
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
序
論
に
特
に
多
く
み
ら
れ
る
言
葉
遣
い
（
全
体
、
普
遍
、
特
殊
、
体
系
、
技
巧
、
論
理
的
等
）
が
ど
の
よ

　
　
う
な
観
点
に
由
来
す
る
か
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
さ
て
そ
こ
で
序
言
で
美
的
判
定
の
原
理
が
第
三
批
判
で
最
も
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
い
い
（
緊
ウ
（
轡
¢
●
ω
．
く
一
一
隔
）
、
現
行
第
二
序
論
で
自

　
　
然
の
合
目
的
性
と
快
の
結
び
付
き
に
殊
更
に
雷
及
し
た
カ
ン
ト
の
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
合
擾
的
性
の
美
的
表
象
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

　
　
両
序
論
の
考
え
に
特
に
顕
著
な
相
違
は
な
い
。
し
か
し
第
二
序
論
で
は
、
窪
然
の
技
巧
に
あ
た
る
自
然
の
合
鍵
的
性
は
「
自
然
の
形
式
的

　
　
藍
鼠
的
性
は
判
断
力
の
先
験
的
原
理
で
あ
る
（
同
ハ
「
（
野
C
■
ω
費
×
）
（
一
×
）
」
と
い
う
よ
う
に
特
に
形
式
的
8
巴
ヨ
鉱
と
い
う
語
を
付
加
し
て
表
わ

　
　
さ
れ
、
そ
れ
と
呼
応
し
て
美
の
品
題
が
拾
頭
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
先
に
第
一
批
判
二
律
背
反
の
も
う
一
つ
の
観

　
　
点
と
し
て
示
し
た
「
形
式
と
質
料
〕
の
質
料
的
問
題
、
「
全
体
一
部
分
し
の
よ
う
に
論
理
的
形
式
的
側
面
か
ら
み
る
の
で
な
く
、
形
而
上
学

　
　
的
、
存
在
論
的
意
味
へ
の
考
察
を
美
の
闘
題
を
と
お
し
て
行
お
う
と
し
た
の
で
な
い
か
と
推
測
出
来
る
。
第
一
序
論
の
立
場
か
ら
だ
と
合

　
　
目
的
性
は
極
端
に
い
え
ば
論
理
的
要
請
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
合
鑓
的
性
が
主
観
の
主
観
に
対
す
る
立
法
瓢
窪
呉
。
旨
2
鼠
①
だ
と
し
た
ら
、

　
　
そ
れ
は
外
へ
の
投
影
と
し
て
で
な
く
主
観
に
内
在
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
自
身
至
論
（
感
性
論
）
》
。
。
昏
Φ
瓜
犀

　
　
に
は
次
の
二
つ
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
と
い
う
。
即
ち
ω
第
一
批
判
の
直
観
形
式
の
考
察
が
感
性
論
と
呼
ば
れ
て
い
た
意
味
、
つ
ま
り
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カ
ン
ト
の
碧
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

504　
　
理
論
的
認
識
能
力
の
》
ω
讐
ω
叶
岸
と
、
㈲
表
象
の
認
識
能
力
へ
の
関
係
で
な
く
、
快
、
不
快
の
感
情
へ
の
闘
係
、
つ
ま
り
感
惜
の
》
。
。
夢
象
斧

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
「
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
雪
葉
を
題
言
に
つ
い
て
で
な
く
、
又
さ
ら
に
悟
性
の
表
象
に
つ
い
て
で
も
な
く
、
た
だ
判
断
力
の

　
　
働
き
に
つ
い
て
の
み
使
用
す
る
な
ら
、
こ
の
二
義
性
は
高
め
ら
れ
て
除
か
れ
る
σ
q
Φ
び
。
げ
撃
（
国
酒
¢
鉾
謹
巨
・
ω
■
も
。
O
障
）
」
。
感
姓
的
薩
観
に
つ

　
　
い
て
の
み
扱
っ
た
第
一
批
判
の
感
性
論
は
、
そ
れ
を
時
間
形
式
・
空
間
形
式
と
し
て
と
り
・
議
し
、
膚
然
認
識
一
般
（
悟
性
認
識
）
と
の
関

　
　
係
の
み
で
演
繹
し
た
か
ら
、
形
式
と
質
料
と
の
開
わ
り
に
は
言
及
繊
来
ず
、
そ
の
認
識
世
界
全
体
が
可
想
的
偶
然
性
を
示
す
も
の
と
し
て

　
　
問
題
を
残
し
た
。
つ
ま
り
》
ω
夢
魚
心
の
問
顧
…
は
時
空
の
形
式
よ
り
い
わ
ば
下
へ
は
進
め
な
か
っ
た
。
今
》
ω
費
①
議
（
は
そ
の
面
を
繊
…
想

　
　
力
（
直
観
の
能
力
、
把
握
》
象
銭
§
騎
の
籠
力
）
と
悟
性
（
規
則
、
概
念
の
能
力
、
連
関
付
け
N
器
械
ヨ
導
㊦
蕊
銭
§
ぴ
q
の
能
力
）
の
認

　
　
識
能
力
と
し
て
の
働
き
合
い
を
そ
の
ま
ま
に
反
省
す
る
判
断
力
、
し
か
も
自
然
の
超
感
性
的
基
体
（
わ
れ
わ
れ
の
内
並
び
に
外
な
る
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
関
わ
る
判
断
力
（
溶
（
州
¢
．
Q
っ
：
ピ
く
ご
の
立
場
か
ら
聞
題
に
し
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
美
を
問
題
に
す
る
カ
ン
ト
に
は
種
々
の
動

　
　
機
が
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
判
断
力
の
原
理
の
意
味
内
容
を
求
め
て
来
た
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
美
の
問
題
の
含
む
意
義
は
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔓
）

　
　
の
よ
う
に
な
る
。
又
わ
れ
わ
れ
が
重
視
し
た
序
言
の
言
葉
も
そ
う
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
こ
こ
の
カ
ン
ト
の
言
葉
と
醐
侵
し
て
興
味
あ
る
の
は
、
　
「
判
断
力
批
覇
」
の
中
に
お
け
る
発
屡
に
関
す
る
メ
レ
デ
ィ
ス
の
指
摘
で
あ
る
。
彼
は

　
一
七
八
七
年
置
ラ
イ
ン
ホ
ル
ト
へ
の
手
紙
（
次
の
イ
ー
ス
タ
…
ま
で
に
完
成
す
る
と
い
っ
て
い
る
）
か
ら
実
際
の
出
版
（
一
七
九
〇
年
イ
ー
ス
タ
ー
）

　
ま
で
の
期
間
に
カ
ン
ト
が
最
後
的
に
手
を
入
れ
た
の
は
「
美
的
判
断
力
の
分
析
論
」
で
あ
る
と
い
い
、
四
つ
（
細
か
く
は
十
）
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

　
そ
の
要
点
は
一
、
㈲
範
購
表
に
従
っ
て
四
分
し
た
の
は
後
か
ら
で
あ
る
一
二
律
背
反
が
劉
つ
な
い
、
最
初
質
と
量
を
美
と
崇
高
に
わ
り
あ
て
て

　
い
る
、
美
の
特
質
の
第
二
契
機
（
普
遍
性
）
と
第
三
契
機
（
必
然
性
）
は
繰
返
し
（
特
に
演
繹
論
で
）
現
わ
れ
る
か
ら
。
偶
従
っ
て
最
初
に
カ
ン
ト
が

　
美
の
分
析
論
と
し
て
予
定
し
て
い
た
の
は
境
在
の
第
三
契
機
、
つ
ま
り
臼
的
な
き
合
隈
的
性
の
論
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
付
加
さ
れ
た
の
は
密
》
灘
ヨ
隙

惚
ゐ
G
。
．
轡
G
。
幽
・
。
碁
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
G
（
日
ρ
銀
巽
。
無
F
隈
き
け
、
。
。
9
㌫
ぬ
器
亀
》
象
ぎ
蓉
窟
亀
σ
q
ヨ
9
叶
」
潔
け
や
旨
ム
誤
）
落
し
・
’
あ

　
事
解
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
の
暗
の
カ
ン
ト
の
関
心
は
合
陰
的
姓
と
い
う
形
式
で
な
く
、
そ
の
普
遍
牲
と
必
然
性
（
主
観
的
）
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

（
2
）
　
結
局
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
が
序
論
六
籔
で
の
べ
る
「
な
る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
理
解
し
易
さ
に
つ
い
て
、
又
宙
然
の
、
諮
々
の

　
類
と
種
へ
の
分
類
の
統
一
性
…
…
に
つ
い
て
も
う
署
し
い
快
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
る
、
し
か
し
確
か
に
か
か
る
快
は
か
っ
て
は
存
在
し
た
の
で
あ



　
る
、
…
…
そ
れ
は
単
な
る
知
識
と
徐
々
に
混
じ
り
合
い
最
短
と
く
に
そ
れ
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
激
●
9
d
ド
ω
．
×
い
）
砿
と
い
う
考
え

　
を
驚
く
べ
き
思
想
と
呼
び
、
こ
の
線
を
発
成
し
た
所
に
美
的
把
握
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
覇
断
力
が
環
象
を
統
一
原
理
に
従
っ
て

　
把
撰
し
た
時
、
雇
常
的
経
験
が
改
め
て
新
鮮
な
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
点
に
美
の
成
立
を
み
よ
う
と
し
て
い
る
（
〉
■
も
o
o
ゲ
妻
鉱
欝
Φ
が
。
唱
．
鉱
［
．
ω
●

　
込
⊃
H
G
O
｛
）
。
こ
の
考
え
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
批
評
繍
来
な
い
が
、
　
カ
ン
ト
は
統
一
と
快
と
を
「
あ
ら
ゆ
る
意
麟
の
成
就
は
快
の
感
情
と
結
合
し
て
い

　
る
（
導
電
9
¢
．
ω
．
×
×
×
H
×
）
」
と
い
う
点
で
結
會
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
考
え
方
を
進
め
る
と
、
意
翻
と
い
う
点
で
蟻
然
遵
徳
と
関
わ

　
り
、
美
を
そ
れ
に
従
属
さ
せ
る
か
、
若
し
く
は
銀
鶏
の
区
脳
と
い
う
点
で
困
難
な
闘
題
に
出
あ
う
筈
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
捨
て
た
部
分

　
は
カ
ン
ト
が
美
を
善
か
ら
区
醸
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
点
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
美
観
が
逓
俗
的
と
い
っ
て
無
視
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
3
）
　
勿
論
第
一
序
論
が
単
に
客
観
的
、
第
二
序
論
が
空
観
的
と
い
う
の
で
は
な
い
。
箭
壽
で
は
臨
然
の
技
巧
が
覇
断
力
の
技
巧
と
結
び
付
き
、
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
は
快
の
根
拠
は
対
象
の
形
式
に
お
か
れ
る
と
い
う
よ
う
に
常
に
主
観
客
観
の
鵬
関
を
離
れ
て
い
な
い
。
今
は
た
だ
ア
ク
セ
ン
ト
の
廉
き
所
の
差
異

　
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
…
客
の
相
関
に
つ
い
て
は
次
鷺
・
が
問
題
に
す
る
。

（
4
）
　
こ
の
章
の
二
つ
の
序
論
の
相
違
点
の
振
掛
に
つ
い
て
は
大
西
党
礼
氏
「
カ
ン
ト
判
断
ヵ
批
覇
の
研
究
」
（
三
九
九
頁
以
下
）
　
の
示
唆
に
負
う
所

　
が
多
い
。

美
的
合
目
的
性
②

451

　
舎
倒
的
性
に
関
す
る
論
述
の
中
で
殊
更
に
「
演
繹
」
と
い
う
章
を
持
っ
て
い
る
の
は
美
的
合
爵
的
性
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
演
繹
そ
の

も
の
に
は
一
頁
足
ら
ず
し
か
費
や
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
に
「
い
と
た
や
す
い
ω
○
莚
。
ぽ
（
囚
．
拝
G
●
G
D
●
H
欝
）
」

こ
と
だ
っ
た
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
「
た
や
す
い
」
と
し
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
却
っ
て
演
繹
の
章
は
実

に
理
解
し
に
く
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
所
で
演
繹
の
要
旨
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
対
象
の
形
式
が
主
観
の
能
力
で
あ
る
構
想
力
と
悟
性
の
働
き
に
合
す
る
晴
、
つ
ま
り
合
目
的

性
を
示
す
蒋
、
そ
の
調
和
は
快
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
能
力
は
認
識
一
般
醐
鋳
。
づ
三
鼠
の
¢
ぴ
①
鋳
蒙
℃
脅
に
属
す
る
も
の
と

し
て
全
て
の
人
間
に
前
提
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
か
の
快
（
美
意
識
）
は
普
遍
性
を
持
つ
。
　
　
こ
の
場
合
対
象
の
形
式
が
二
能

哲
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究
　
第
四
百
九
十
九
号

七
一



　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
目
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
工

戴　
　
力
の
働
き
に
合
致
し
て
く
る
点
で
合
演
的
性
が
い
わ
れ
る
が
、
更
に
こ
の
無
能
力
は
認
識
一
般
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
合
致
す

　
　
る
忌
事
を
、
合
致
し
な
い
時
不
快
を
惹
起
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
美
の
根
拠
は
対
象
の
形
式
が
認
識
一
般
に
合
醤
的
々
で
あ
る

　
　
こ
と
に
あ
り
、
快
は
そ
の
心
理
的
結
果
で
あ
る
と
い
え
る
（
開
．
9
¢
．
㈱
り
）
。
又
々
を
目
的
な
き
合
葬
的
性
と
い
う
の
は
、
認
識
一
般
が

　
　
概
念
で
規
定
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
対
象
形
式
と
認
識
一
般
と
の
舎
致
の
客
観
的
必
然
性
は
認
識
不
可
能
な
こ
と
と
し
て
偶
然

　
　
性
を
含
む
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
今
美
は
認
識
一
般
の
枠
内
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
田
野
的
主
張
は
権
利
を
持
つ
と
い
う
。
こ
の
認
識

　
　
～
般
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
カ
ン
ト
が
普
通
断
ら
ず
に
認
識
と
い
え
ば
経
験
認
識
、
つ
ま
り
悟
性
概
念
の
構
成
と
し
て
の
自
然
認
識
で
あ
る
。
従
っ
て
認
識
一
般
と

　
　
い
う
時
に
は
、
個
々
の
悟
性
概
念
及
び
薩
観
形
式
の
何
た
る
か
を
問
わ
ず
、
両
者
の
能
力
（
悟
性
と
樽
想
力
）
の
間
に
成
立
す
る
包
摂
関

　
　
係
そ
の
も
の
を
指
す
と
い
え
る
。
⑳
G
。
α
に
い
う
所
か
ら
考
え
て
も
、
自
然
認
識
か
ら
概
念
と
直
観
（
時
・
空
）
を
除
去
し
て
更
に
形
式
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
た

　
　
さ
れ
た
、
純
粋
に
二
能
力
の
作
絹
と
作
用
、
即
ち
包
摂
作
用
ω
再
訂
環
諺
瓜
。
⇒
が
こ
の
場
合
の
認
識
の
一
般
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
所
で
こ
の
よ
う
な
認
識
一
般
と
そ
れ
に
与
る
能
力
は
既
に
第
一
批
判
で
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
実
美
が
か
か
る
認

　
　
識
作
用
の
純
粋
自
覚
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
れ
ば
、
美
の
演
繹
は
確
か
に
「
い
と
た
や
す
い
」
も
の
と
も
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
と
同
時

　
　
に
美
そ
の
も
の
は
認
識
に
従
属
す
る
も
の
、
認
識
作
用
に
随
伴
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
感
覚
と
い
う
意
味
し
か
持
た
ぬ
も
の
と
な
る
。
つ
ま

　
　
り
対
象
が
結
局
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
に
か
な
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
満
足
感
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
認
識
は
悟
性
の
行

　
　
う
分
析
的
秩
序
に
則
る
も
の
、
又
判
断
力
は
規
定
的
判
断
力
と
し
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
対
象
の
形
式
も
結
局
時
間
、
空

　
　
間
と
解
釈
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
が
従
来
幾
多
の
批
判
を
浴
び
て
来
た
点
で
あ
る
（
N
◆
じ
ご
●
多
年
8
Φ
♪
。
ワ
葺
●
ω
．
b
。
①
G
。
）
。
カ
ン

　
　
ト
が
序
論
に
お
い
て
判
断
力
に
立
法
領
域
を
認
め
な
か
っ
た
点
か
ら
み
て
も
、
そ
の
原
理
の
演
繹
を
企
て
る
段
に
な
る
と
、
自
然
認
識
か

　
　
実
践
的
認
識
か
ど
ち
ら
か
へ
帰
着
さ
せ
て
権
利
保
証
を
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
る
経
路
で
は
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は

　
　
も
と
も
と
自
然
認
識
の
含
む
可
想
的
偶
然
性
か
ら
即
発
し
て
判
断
力
の
原
理
を
求
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
今
自
然
認
識



　
　
に
戻
っ
て
基
礎
付
け
る
と
し
た
ら
一
種
の
詐
取
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
所
で
認
識
一
般
を
上
の
様
に
狭
く
と
る
と
、
美
を
純
粋
な
作
用
の
意
識
と
考
え
て
も
、
そ
れ
は
作
用
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
次
元
で

　
　
は
な
く
て
、
却
っ
て
そ
れ
の
規
定
さ
れ
た
一
つ
の
ケ
ー
ス
を
み
る
に
止
ま
る
。
認
識
一
般
の
も
っ
と
広
汎
な
解
釈
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
そ
の
箭
に
何
故
カ
ン
ト
が
美
を
認
識
に
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
考
え
た
か
を
み
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
手
懸
り
も
え

　
　
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
演
繹
の
論
旨
を
逆
に
み
て
み
る
と
、
ま
ず
カ
ン
ト
が
権
利
付
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
快
が
生
ず
る
と
い
う
こ

　
　
と
そ
の
こ
と
で
な
く
、
快
の
普
遍
的
伝
達
可
能
性
で
あ
る
（
伽
ミ
）
。
そ
れ
を
い
う
た
め
に
は
、
ω
快
が
客
体
の
実
在
的
性
質
で
な
い
こ
と
、

　
　
従
っ
て
主
観
の
鰯
に
帰
さ
れ
、
㈲
そ
の
主
観
の
能
力
及
び
働
き
方
（
概
念
的
で
な
い
）
が
全
て
の
重
罰
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
事
の
二
点

　
　
が
い
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
快
が
合
理
主
義
岩
の
い
う
よ
う
に
客
体
の
混
乱
し
た
不
判
明
な
認
識
な
の
で
な
い
こ
と
、
バ
ウ
ム
ガ
ル

　
　
テ
ン
一
派
の
よ
う
に
、
完
全
性
の
概
念
等
を
基
準
に
し
た
認
識
判
断
で
な
い
こ
と
は
美
の
分
析
論
の
特
に
強
調
し
た
所
で
あ
る
。
所
が
崇

　
　
高
と
並
べ
て
演
繹
を
行
う
段
に
な
っ
て
カ
ン
ト
は
、
崇
高
と
異
な
り
自
然
美
に
つ
い
て
は
客
体
の
存
在
が
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
を
指

　
　
養
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
演
繹
は
自
然
の
美
に
対
す
る
判
断
に
は
必
要
で
あ
る
、
し
か
し
崇
高
に
つ
い
て
は
不
要
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
は
前
者
は
客
体
の
形
式
舅
○
溢
⇒
胤
窃
○
玄
。
ζ
ω
　
に
関
す
る
満
足
、
不
満
足
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
り
、
そ
の
合
目
的
性
は
こ
の
客
体
と

　
　
そ
の
形
態
○
Φ
寮
旨
に
根
拠
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
崇
高
に
お
い
て
は
、
隠
然
は
単
に
判
断
の
契
機
に
す
ぎ
ず
、

　
　
そ
の
真
の
内
容
は
唐
的
能
力
た
る
意
志
の
基
礎
に
存
す
る
理
念
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
様
式
O
窪
障
鑑
コ
頓
ω
節
溝
が
合
日
的
々
に
合

　
　
致
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
感
覚
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
主
観
の
範
面
内
の
問
題
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
（
凶
．
＾
♂
¢
■
密
O
）
。
崇
高
に
関

　
　
し
て
は
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
能
力
が
数
学
的
・
力
学
的
に
広
大
な
理
念
を
立
て
う
る
こ
と
、
一
方
構
想
力
が
そ
れ
に
応
ず
る
提
示

　
　
O
鍵
無
亀
銀
嚥
の
能
力
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
の
叙
述
じ
噂
昌
。
ω
三
9
回
が
な
さ
れ
れ
ば
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
演
繹
U
①
警
ぼ
δ
⇔
と

　
　
も
な
る
。
所
で
自
然
美
に
つ
い
て
も
崇
高
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
つ
ま
り
対
象
（
客
体
）
の
形
式
な
る
も
の
が
客
体

　
　
的
意
味
を
消
虫
さ
れ
う
る
な
ら
、
又
は
何
ら
か
の
意
味
で
主
観
化
さ
れ
う
る
な
ら
、
そ
の
演
繹
は
た
や
す
い
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
⑳
ω
マ
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カ
ン
ト
の
自
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
照

54
4
　
奮
喧
は
論
理
的
判
断
と
の
比
較
を
と
お
し
て
美
的
判
断
の
主
観
性
を
強
調
す
る
方
向
に
向
か
う
。

　
　
　
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
先
の
註
で
引
用
し
た
メ
レ
デ
ィ
ス
は
興
味
あ
る
指
摘
を
し
て
い
る
。
彼
は
分
析
論
の
第
二
、
第
四
契
機
（
普
遍

　
　
性
、
必
然
性
）
は
後
に
な
っ
て
演
繹
論
か
ら
と
っ
て
来
た
も
の
、
従
っ
て
演
繹
論
の
全
論
述
奮
H
ゐ
ω
○
。
は
単
な
る
繰
返
し
で
あ
り
、
又

　
　
そ
の
こ
と
と
共
に
カ
ン
ト
は
演
繹
論
を
重
視
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
そ
の
直
接
の
証
拠
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
出
版
の
間
際
に
な
っ
て
演

　
　
繹
論
の
題
演
の
削
除
を
申
し
入
れ
た
事
実
を
挙
げ
て
い
る
（
8
・
○
窯
角
抵
三
回
”
◎
ワ
。
搾
ワ
響
く
舞
）
。
草
稿
の
誤
記
昏
剛
舞
魯
誤
ぴ
。
。
o
一
葺
㎞
欝
（
剛
無

　
　
密
ひ
①
二
。
・
o
ゲ
。
⇒
d
慰
書
。
。
一
（
養
津
を
キ
…
ゼ
ヴ
ェ
ッ
タ
ー
が
指
摘
し
、
そ
れ
を
ご
嵩
山
霧
切
琴
｝
ピ
O
o
（
『
障
一
δ
箒
鳥
角
箒
ひ
㊦
二
。
。
o
｝
お
p
¢
再
①
二
¢

　
　
と
改
め
た
と
報
告
し
た
の
に
忘
し
て
、
カ
ン
ト
は
む
し
ろ
そ
の
削
除
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
（
囚
．
〔
凶
．
q
ψ
器
ピ
頴
①
三
舞
。
・
σ
q
。
び
。
塗
≧
§
■
。
）
。

　
　
こ
れ
は
些
細
な
こ
と
の
様
で
あ
る
が
、
美
的
判
断
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
思
考
方
向
、
又
闘
題
の
所
在
を
極
め
て
明
ら
か
に
示
し
て
く
れ
る

　
　
出
来
事
で
あ
る
。
メ
レ
デ
ィ
ス
は
其
他
の
理
由
か
ら
推
測
し
て
、
カ
ン
ト
の
最
初
の
分
析
論
の
内
容
は
、
現
在
の
第
三
契
機
と
考
え
て
い

　
　
た
（
三
里
ω
）
。
つ
ま
り
「
趣
味
判
断
が
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
対
象
の
（
又
は
対
象
の
表
象
様
式
の
）
形
式
に
外
な
ら
な
い
（
緊
．

　
　
F
¢
．
G
Q
●
ω
似
）
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
考
え
が
正
し
い
と
す
る
と
、
演
繹
は
「
対
象
の
…
…
形
式
」
と
い
う
点
で
崇
高
に
な
い
困
難
を

　
　
含
む
と
考
え
た
と
い
え
る
（
伽
ω
O
）
。
従
っ
て
カ
ン
ト
の
努
力
は
美
を
主
観
的
に
の
み
成
立
さ
せ
る
点
へ
と
い
さ
さ
か
性
急
に
進
ん
だ
、
そ

　
　
れ
が
⑳
。
。
H
i
⑳
ω
刈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
崇
高
と
類
比
的
に
演
繹
出
来
た
と
考
え
、
そ
の
内
容
を
後
に
な
っ
て
第
二
、
第
四
契
機

　
　
と
し
て
分
析
論
へ
置
い
た
と
し
た
ら
、
演
繹
は
特
別
の
章
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
分
析
論
の
説
開
国
昌
O
c
・
露
。
置
だ
け
で
果
さ
れ
て

　
　
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
第
二
契
機
の
説
鴫
中
豊
は
当
に
演
繹
論
の
内
容
そ
の
ま
ま
、
否
更
に
主
観
化
を
徹
底
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
　
例
え
ば
「
わ
れ
わ
れ
が
美
し
い
と
呼
ぶ
対
象
の
表
象
に
結
び
つ
け
る
満
足
の
、
こ
の
普
遍
的
な
、
主
観
的
妥
墨
性
は
、
た
だ
対
象
判
定
の

　
　
主
観
的
諸
制
約
の
普
．
逓
性
に
の
み
基
づ
い
て
い
る
（
同
《
■
〔
副
●
¢
・
⑳
O
●
　
ω
．
卜
○
¢
）
」
更
に
こ
の
主
観
的
綱
約
（
構
想
力
と
悟
性
）
が
、
不
定
で
は

　
　
あ
る
が
調
和
的
な
濡
動
に
関
し
て
生
気
を
与
え
ら
れ
る
（
快
）
に
際
し
て
、
対
象
の
表
象
の
果
す
役
割
は
、
第
三
契
機
の
叙
述
中
で
は
「
規

　
　
定
根
拠
切
霧
載
量
ヨ
に
づ
一
景
毒
霞
鎚
（
圏
く
．
　
儒
’
　
φ
陰
　
⑳
昇
同
。
　
O
Q
．
　
G
◎
O
）
」
と
い
わ
れ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
第
二
契
機
中
で
は
崇
高
の
野
離
に
「
機



　
　
会
く
①
握
巳
器
ω
信
口
ひ
q
（
H
（
■
　
へ
剛
．
　
α
塵
　
ω
「
　
H
し
◎
ω
）
」
と
い
わ
れ
た
の
と
同
じ
く
「
与
え
ら
れ
た
表
象
と
い
う
機
縁
を
介
し
て
く
の
コ
乱
簿
鼠
。
。
叶
鮎
①
。
。

　
　
諺
巳
⇔
湊
霧
山
回
鵬
Φ
α
q
o
ぴ
窪
①
軽
く
○
謎
富
瓢
霞
ご
σ
費
（
剛
（
．
　
（
野
　
ご
■
　
も
Q
帥
　
ω
陣
）
扁
、
と
い
う
よ
う
に
第
二
次
的
位
概
に
後
退
し
て
い
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
が
蔓
の
特
性
を
特
に
第
三
契
機
に
み
る
こ
と
か
ら
、
第
二
、
第
瞬
契
機
へ
と
視
点
を
変
え
た
時
、
前
廉
へ
の
顧
慮
が
失
わ
れ
て

　
　
行
っ
た
所
に
、
単
に
認
識
能
力
と
し
て
の
主
観
的
能
力
の
存
在
だ
け
で
美
的
判
断
の
演
繹
を
桑
た
そ
う
と
す
る
傾
向
が
畠
た
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。
凡
そ
カ
ン
ト
が
美
の
分
析
論
で
あ
げ
た
購
契
機
の
う
ち
、
美
の
精
質
を
い
う
の
は
第
一
と
第
三
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
第
一
（
無
関
心
性
）

　
　
は
心
理
的
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
中
心
は
や
は
り
関
係
の
範
購
に
割
当
て
ら
れ
た
第
三
契
機
（
自
的
な
き
合
蒔
的
性
）
で
あ
る
。
第
二
．
、
第

　
　
四
の
契
機
は
こ
れ
と
並
立
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
却
っ
て
カ
ン
ト
自
身
も
い
う
如
く
そ
の
論
理
的
特
質
δ
α
Q
冨
。
『
o
蛍
α
q
o
⇒
錘
津
冨
。
げ
黙
思
富
昌

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
美
的
判
断
の
考
察
の
中
心
は
、
　
「
対
象
の
形
式
と
主
観
の
能
力
と
の
合
藏
的
々
調
和
」
の
内
実
、
今
の
場
合
特
に
そ
の

　
　
客
体
的
側
面
の
行
方
を
見
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
対
象
の
形
式
、
客
体
の
形
式
と
い
わ
れ
る
時
の
形
式
の
意
味
内
容
は
何
で
あ
る
か
。
美
的
判
断
力
批
判
に
お
い
て
は
、
カ
ン

　
　
ト
自
身
こ
の
形
式
に
つ
い
て
積
極
的
規
定
を
与
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
却
っ
て
既
に
明
ら
か
な
こ
と
と
考
え
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

　
　
た
だ
崇
高
と
の
比
較
を
の
べ
る
に
際
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
　
「
自
立
的
自
然
美
は
、
自
然
を
諸
法
則
に
従
っ
た
一
つ
の
体
系
と
表
象
さ

　
　
せ
る
所
の
自
然
の
技
巧
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
る
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
原
理
は
、
わ
れ
わ
れ
の
全
悟
性
能
力
の
中
に
は
見
啓
せ
ぬ

　
　
も
の
な
の
で
あ
る
…
…
そ
れ
は
合
藏
的
性
の
原
理
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
窪
然
客
体
の
認
識
を
現
実
に
拡
張
す
る
も
の
で

　
　
は
な
い
が
、
し
か
し
単
な
る
メ
ヒ
瀞
、
ニ
ス
ム
ス
と
し
て
の
自
然
の
概
念
を
、
技
士
囚
q
霧
酔
と
し
て
の
問
じ
自
然
の
概
念
へ
と
拡
張
す
る
、

　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
か
か
る
形
式
舅
○
附
露
の
可
能
に
つ
い
て
の
深
い
探
究
へ
と
誘
う
の
で
あ
る
（
囚
　
血
胸
　
¢
帥
　
ω
。
刈
曵
）
。
」
つ
ま
り
美
の
関

　
　
わ
る
対
象
は
「
自
然
の
技
巧
」
に
基
づ
く
対
象
で
あ
り
、
美
の
考
察
は
か
か
る
形
式
の
考
察
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
。
所
で
こ
の
よ

　
　
う
な
形
式
に
つ
い
て
は
、
第
一
序
論
が
既
に
積
極
的
に
語
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
序
論
は
「
慮
然
の
技
巧
」
と
い
う
ご
毅
的
原
理
を

　
　
た
て
、
そ
れ
の
特
殊
化
と
し
て
、
懲
然
の
形
式
約
技
巧
①
ぎ
①
｛
o
噌
白
巴
①
8
禽
ぴ
一
回
濠
餌
賃
Z
p
。
件
霞
の
名
の
下
に
、
直
観
に
お
け
る
自
然
の

554　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
圏
菖
九
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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カ
ン
ト
の
囲
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

合
図
的
性
を
、
実
在
的
技
巧
の
名
の
下
に
、
概
念
に
従
う
自
然
の
合
藏
的
性
を
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
前
者
は
判
断
力
に
合
目
的
々
形
態

即
ち
形
式
N
≦
①
舞
ヨ
餌
禦
σ
q
①
○
霧
酔
巴
8
昌
■
郵
一
．
象
⑦
句
o
H
ヨ
（
5
⇒
門
。
。
8
国
Σ
．
ω
■
鱒
這
）
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
自
然
形
態
（
式
）
の

美
的
判
定
虫
①
蓼
夢
窪
。
。
。
び
Φ
切
の
鶏
8
一
窪
謎
〔
げ
穏
Z
簿
霧
h
o
村
ヨ
。
⇔
と
は
、
判
断
力
の
主
観
的
条
件
へ
の
関
係
に
お
い
て
、
膚
然
の
現
前

す
る
諸
対
象
を
合
日
的
々
と
見
出
す
こ
と
な
の
で
あ
る
（
瓢
）
卿
島
■
ω
・
　
房
戸
し
9
）
。
第
一
序
論
は
反
省
の
世
界
の
客
観
面
を
記
述
し
、
そ
こ
に
働
く

原
理
を
「
轟
然
の
技
巧
」
と
し
て
先
天
的
に
確
立
し
た
も
の
と
み
て
、
そ
こ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
産
物
に
お
い
て
自
然
の
技
巧
を
単

に
反
省
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
、
だ
か
ら
反
省
の
能
力
た
る
判
断
力
は
本
来
技
巧
的
な
の
で
あ
る
（
臨
）
｝
〔
｛
．
　
ω
．
　
b
⊇
O
O
）
」
と
主
観
の
方
へ
進
み
、

結
局
「
自
然
の
技
巧
の
理
念
の
根
拠
と
し
て
の
判
断
力
の
技
巧
（
坤
び
一
山
．
ω
’
H
¢
り
）
」
に
行
き
つ
こ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
美
に
つ
い
て
も
、
自
然

の
技
巧
と
い
う
一
般
的
原
理
が
確
立
し
て
お
れ
ば
、
後
は
そ
こ
に
働
く
諸
能
力
の
記
述
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
た
と

え
美
的
判
断
そ
の
も
の
が
先
天
的
に
不
可
能
だ
と
し
て
も
、
尚
体
系
と
し
て
の
経
験
と
い
う
必
然
的
理
念
の
申
に
先
天
的
原
理
は
与
え
ら

れ
て
お
り
…
…
そ
こ
か
ら
、
先
天
的
原
理
に
基
づ
く
美
的
反
省
判
断
の
可
能
性
そ
の
も
切
も
先
天
的
に
明
ら
か
に
な
る
（
二
）
卿
瓢
．
ω
“
卜
3
ド
b
⊃
出
）
」

と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
、
美
的
判
断
そ
の
も
の
か
ら
み
て
ゆ
く
立
場
の
意
義
に
つ
い
て
は
前
に
も
触
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
、
第
一
序
論
も
「
か
く
し
て
美
的
判
断
は
、
そ
れ
が
解
明
さ
れ
れ
ば
、
客
体
の
、
形
式
的
で
は
あ
る
が
主
観
的
な
合
舞
的
性
と
い
う
、

先
天
的
原
理
に
依
拠
す
る
概
念
を
萌
示
す
る
で
あ
ろ
う
（
謹
（
　
胸
¢
“
。
＄
）
」
と
予
優
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
の
立
場
が
、
反
省
的

判
断
に
関
し
て
、
そ
の
客
観
的
側
面
の
考
察
か
ら
主
観
へ
及
ぶ
方
向
を
と
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
美
的
判
断
か
ら
み
る
立
場
は
、
主

観
的
側
面
の
考
察
か
ら
客
観
に
及
ぶ
方
向
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
対
象
の
形
式
は
、
単
に
直
観
形
式
で
な
く
、
文
概
念
的

規
定
で
な
く
、
自
然
の
技
巧
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
反
省
の
対
象
、
い
う
な
れ
ば
臣
的
形
式
N
毛
。
。
匡
（
）
同
氏
窪
（
顕
○
。
7
①
♪
。
ワ
。
罫
○
っ
「

卜。

ﾖ
麟
）
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
述
べ
た
こ
と
よ
り
し
て
、
美
の
演
繹
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
う
る
な
ら
、
そ
れ
は
美
を
心
理
的
意
味
の
主
観
に
引
き
つ
け
る

仕
方
で
な
し
に
、
同
時
に
技
巧
的
自
然
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
仕
方
で
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
認
識
一
般
は
先
と
は
異
な
つ



　
　
た
意
味
に
解
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
所
で
カ
ン
ト
は
、
演
繹
の
章
に
続
い
て
、
創
造
さ
れ
た
対
象
の
美
と
し
て
の
芸
術
美
、
そ
の
能
力
と
し

　
　
て
の
天
才
に
つ
い
て
述
べ
、
つ
い
で
二
律
背
反
を
論
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
二
律
背
反
を
解
消
し
う
る
立
揚
に
立
っ
て
、
も
う
一
度
こ
れ
ま

　
　
で
の
問
題
点
に
新
し
い
言
葉
で
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
問
題
点
と
は
ω
美
的
凋
断
は
概
念
に
基
づ
か
ぬ
普
遍
盤
を
持
つ
、

　
　
偶
美
的
判
断
の
唯
一
の
根
底
は
、
対
象
の
（
又
は
そ
の
表
象
様
式
の
）
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
る
、
倒
そ
の
必
然
性
、
従
っ
て
普
遍
的
伝

　
　
達
可
能
性
は
、
そ
こ
に
働
く
主
観
能
力
の
活
動
が
認
識
一
般
に
属
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
、
こ
の
三
点
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
認

　
　
識
一
般
と
対
象
の
形
式
と
い
う
概
念
を
慎
重
に
考
え
な
い
と
、
美
は
単
に
心
理
的
主
観
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
来
た
。
所
が

　
　
弁
証
論
は
こ
の
三
点
に
つ
い
て
、
ω
美
的
判
断
は
未
規
定
的
な
概
念
（
即
ち
現
象
の
超
感
性
的
基
体
の
概
念
）
に
基
づ
く
、
働
美
的
判
断

　
　
を
規
定
す
る
根
拠
は
（
判
断
力
に
対
す
る
自
然
の
主
観
的
合
目
性
の
根
拠
一
般
、
つ
ま
り
人
聞
性
の
超
感
性
的
基
体
と
い
う
）
概
念
に
あ

　
　
る
、
㈲
こ
の
判
断
の
普
遍
的
妥
二
月
も
ま
た
こ
の
同
じ
概
念
を
と
お
し
て
え
ら
れ
る
、
と
述
べ
る
（
囚
’
餌
◎
q
’
伽
α
刈
）
。

　
　
　
カ
ン
ト
が
美
を
考
え
る
時
、
そ
の
判
断
を
形
成
す
る
諸
契
機
と
し
て
、
主
観
の
側
、
客
観
の
側
に
次
の
五
つ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ

　
　
れ
ら
の
組
合
せ
が
彼
の
美
論
を
複
雑
に
し
て
来
て
い
る
。
つ
ま
り
主
観
の
側
に
、
ω
美
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
快
の
感
情
が
立
て
ら
れ
、

　
　
そ
れ
を
独
立
の
心
情
能
力
と
し
て
他
か
ら
は
っ
き
り
区
別
し
て
行
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
序
論
で
快
・
不
快
の
感
情
を
心
情

　
　
能
力
と
し
て
立
て
る
点
に
み
ら
れ
、
ま
た
理
想
的
規
範
と
し
て
共
通
感
宮
○
①
田
①
ぎ
ω
ぎ
P
ω
⑦
霧
霧
8
ヨ
諺
二
二
ω
を
考
え
る
の
も
そ
の
延

　
　
長
上
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
（
M
（
。
　
窪
「
　
q
●
　
伽
邸
H
．
　
b
O
邸
・
　
蒔
O
‘
）
。
そ
し
て
こ
の
美
の
独
自
性
と
い
う
観
点
は
ど
こ
ま
で
も
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
②
し
か
し
心
理
学
的
立
場
に
止
ま
る
の
で
な
い
限
り
、
快
は
所
詮
何
か
の
結
果
で
あ
る
。
⑳
Φ
は
そ
の
こ
と
を
明
確
に
し
た
－
対
象
の

　
　
判
定
が
快
の
感
情
に
先
行
す
る
。
こ
の
場
合
結
果
と
し
て
の
感
情
の
先
天
性
と
い
う
点
だ
け
を
み
て
ゆ
け
ば
、
こ
の
結
果
を
生
ず
る
楽
の

　
　
働
き
は
、
認
識
活
動
と
も
又
意
志
の
働
き
と
も
い
え
る
。
し
か
し
美
の
独
自
性
が
失
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
規
定
的
概
念
に

　
　
基
づ
か
ぬ
と
い
う
点
で
美
を
付
帯
的
位
置
か
ら
守
ろ
う
と
し
た
。
就
中
後
者
（
意
志
）
は
事
実
的
に
尊
敬
の
感
情
を
結
果
す
る
か
ら
混
乱

57

@
は
な
い
が
、
前
者
（
認
識
）
に
お
い
て
は
曖
鎌
さ
が
残
り
結
局
こ
れ
が
中
心
と
な
る
立
場
が
見
ら
れ
る
。
㈲
そ
れ
は
第
三
の
能
力
と
し
て
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カ
ン
ト
の
匿
的
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

の
判
断
力
の
位
麗
づ
け
に
関
わ
っ
て
く
る
。
認
識
に
下
属
さ
せ
る
と
、
判
断
力
を
美
的
判
断
の
能
力
と
し
て
立
て
て
も
、
事
実
上
勧
の
立

場
で
あ
る
。
そ
こ
で
認
識
を
包
ん
だ
意
味
で
の
判
断
力
を
た
て
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
し
か
し
次
の
客
観
薗
の
考
え
方
と
相
関
し
て
く
る
。

客
観
の
側
に
は
、
㈲
悟
性
概
念
に
基
づ
く
機
械
的
秩
序
と
し
て
の
自
然
、
㈲
こ
の
自
然
の
騒
々
的
偶
然
性
を
充
足
さ
せ
る
意
味
で
の
技
巧

的
自
然
、
が
あ
る
。
後
者
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
の
べ
て
来
た
よ
う
に
、
事
柄
の
本
性
上
か
ら
も
か
な
り
不
閣
確
で
あ
っ

た
し
、
従
っ
て
前
者
と
の
関
係
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
論
理
的
合
澤
的
性
の
考
察
に
よ
っ
て
㈲
と
㈲
の
関
係
を
腿
ら
か
に
し

ょ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
の
存
在
性
格
は
未
だ
確
定
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
主
観
の
方
か
ら
の
考
察
を
介
し
て
決

め
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
、
美
の
考
察
の
い
わ
ば
形
而
上
的
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
考
察
範
囲
内
で
は
、
こ
れ
ら
の
五
つ

の
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
に
も
つ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
が
、
緊
緊
の
演
繹
を
中
心
に
し
て
み
る
と
、
演
繹
の
手
続
き
上
（
崇
高
と
比
較
し
て
）

主
観
性
を
強
調
す
る
結
果
が
、
㈲
を
捨
て
、
従
っ
て
そ
れ
と
絹
関
す
る
㈹
の
立
場
が
弱
め
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
「
構
想
力
と
悟
性
の
調
和
扁

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
自
由
さ
に
の
み
解
釈
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
も
、
O
P
の
立
場
が
働
い
て
、
認
識
の
作
用
と
作
用
の
感
覚
に
美
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
演
繹
の
章
の
表
面
は
ω
㈲
㈲
の
諸
契
機
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
今
弁
証
論
の
記
述
は
、
美
の
問
題
を
超
感

性
的
基
体
の
概
念
と
い
う
｛
点
に
集
約
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
㈲
と
㈲
の
問
題
と
な
り
、
そ
れ
は
「
明
ら
か
に
趣
味
判
断
に
は
客

体
の
（
隅
蒔
に
ま
た
主
観
の
）
表
象
の
拡
張
さ
れ
た
関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
（
図
．
（
｛
’
¢
■
○
っ
’
卜
。
し
。
窃
ご
か
ら
な
の
で
あ
る
。

「
客
体
の
表
象
の
拡
張
さ
れ
た
関
係
魯
峯
巽
≦
①
置
霧
ε
じ
d
愛
甲
一
ズ
三
鵠
〔
ざ
塊
く
。
誘
δ
瓢
襲
ρ
臓
（
ぴ
笛
（
一
）
三
①
｝
奮
（
薫
＾
じ
」
と
は
、
　
＝
カ
に
は

階
。
空
の
直
観
か
ら
理
念
的
直
観
へ
（
美
的
理
念
）
、
他
方
に
は
概
念
か
ら
理
性
理
念
へ
の
両
方
向
を
持
つ
。
　
そ
し
て
・
夫
々
自
己
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

だ
け
で
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
美
的
理
念
は
認
識
と
な
り
え
な
い
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
適
合
す
る
概
念
が
見
嵐
さ
れ
え
ぬ
（
構

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

想
力
の
）
直
観
で
あ
る
か
ら
。
理
性
理
念
は
決
し
て
認
識
た
り
え
な
い
、
何
故
な
ら
そ
れ
は
、
適
黙
す
る
直
観
が
決
し
て
与
え
ら
れ
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

い
（
超
感
性
者
の
）
概
念
で
あ
る
か
ら
（
零
（
轡
¢
’
ω
．
b
。
き
）
。
」
そ
し
て
両
者
は
共
に
同
じ
超
感
性
者
に
つ
い
て
の
理
念
な
の
で
あ
る
（
函
．

F
¢
輪
ω
．
b
。
覇
）
。
同
じ
超
感
性
者
の
、
前
者
を
質
料
…
理
念
、
後
者
を
形
式
…
理
念
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。



　
ま
た
こ
の
超
感
性
者
は
、
単
に
外
な
る
自
【
然
の
基
体
に
止
ま
ら
ぬ
、
ま
た
単
に
内
な
る
そ
れ
で
も
な
い
。
　
「
客
体
の
（
同
時
に
ま
た
主

観
の
）
表
象
の
拡
張
さ
れ
た
関
係
〕
で
あ
り
、
「
対
象
の
（
ま
た
判
断
す
る
主
観
の
）
…
…
根
極
に
存
す
る
超
感
性
者
（
適
．
F
¢
◆
ω
．
8
①
）
」

で
あ
り
、
「
（
わ
れ
わ
れ
の
内
な
ら
び
に
外
な
る
）
欝
然
の
超
感
性
的
基
体
（
函
．
＾
周
．
¢
■
ω
．
い
≦
）
」
で
あ
る
。
客
観
の
根
子
と
主
観
の
根

砥
は
互
い
に
一
致
し
合
う
。
快
は
「
反
省
馬
事
断
力
に
関
し
て
、
客
観
の
合
霊
的
性
を
示
す
の
み
で
な
く
…
…
対
象
に
関
し
て
、
主
観
の

合
目
的
性
を
も
承
す
（
頻
．
匙
．
¢
「
ω
．
×
囲
く
温
）
」
。
前
者
を
客
観
－
理
念
、
蒼
蝿
を
主
観
－
理
念
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
理
念
的
な
形
式
と
質
料
、
主
観
と
客
観
の
調
和
一
致
、
そ
れ
が
綜
合
的
普
遜
的
に
解
さ
れ
た
認
識
一
般
で
あ
る
。
分
析
的

に
解
さ
れ
た
認
識
一
般
の
結
合
点
は
「
わ
れ
思
う
」
と
い
う
統
覚
意
識
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
前
者
は
美
感
と
い
う
先
験
的
事
実
を

結
合
点
と
し
て
持
つ
と
い
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
物
に
恕
し
て
、
そ
こ
に
調
和
的
合
濁
的
々
全
体
を
そ
の
つ
ど
に
感
得
す
る
。
し
か
も
こ

の
合
属
的
々
全
体
は
、
　
「
主
・
客
が
結
合
し
、
そ
の
対
立
が
批
判
的
観
点
に
お
い
て
融
解
す
る
如
き
深
き
意
味
に
お
い
て
（
瓢
．
O
O
冨
P

。
℃
。
鍔
ω
．
H
霧
）
」
で
は
あ
る
が
、
尚
主
観
的
形
式
的
た
る
を
免
れ
ぬ
。
常
に
薩
観
悟
性
と
し
て
の
神
の
限
を
意
識
し
た
批
判
の
哲
学
者
に

と
っ
て
は
、
入
は
た
だ
優
れ
て
主
観
約
な
意
味
で
の
創
造
者
（
観
照
者
）
た
り
う
る
の
み
、
そ
れ
が
観
照
図
○
艮
①
ヨ
覧
⇔
甑
。
嵩
の
本
義

で
あ
る
。
快
・
不
快
は
説
明
さ
れ
ぬ
、
た
だ
感
じ
ら
れ
る
鷺
霞
窪
の
み
、
わ
れ
わ
れ
に
は
た
だ
乏
し
き
説
明
山
費
h
鋤
σ
q
①
鱒
㌶
話
⇔
の
み

が
許
さ
れ
る
（
図
肘
Q
際
幹
　
国
陣
昌
圏
■
　
ω
■
鳴
圃
邸
）
。
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　　Authoritative　distinctions　between　two　logics　have　been　propounded　by

Engels　and　Lenin．　Engels　says　that　dialectical　logic　is　a　deductive　system

but　formal　logic　is　not．　This　distinction，　however，　applies　only　to　traditional

logic．　Todaゾs　formal　logic　is　a　deductive　system．

　　］Lenln　says　that　dialectical　lo．cric　deals　with　the　law　of　development．　lt　is

sure　that　formal　logic　cloes　not　contain　any　law　of　this　ldncl．　But　this　does

not　mean　that　formal　logic　can　not　deal　with　the　law　of　development　at　all．

We　may　invent　a　new　formal　logic　which　enables　us　to　formalize　propositions

essentially　containing　temporal　element　or　dynamical　strueture　in　themselves．

Sequential　propositional　ca！culus　could　probably　be　regarded　as　one　such

logig・

　　3　Characteristics　of　modem　logic．　ln　the　theory　of　logic　we　find　two　types

ef　logic：　ancient　ancl　modem　logic．　Eucliclean　Geometry　ancl　Newtonian

Physics　would　be　typical　exainples　of　the　theories　which　were　built　uy　on

the　bases　of　these　two　types　of　logic　respectively．　Contemporary　systems　of

formal　logic，　however，　are　by　ancl　large　a　1〈incl　of　ancient　logic　which，　as

far　asi　its　formal　structure　is　concerned，　is　supposed　to　cover　only　the　tlmeless

or　static　aspect　of　our　objects．　lt　is　largely　the　task　of　future　formal　logic　to

formalize　the　modem　kind　of　logic．

　　The　leading　characteristics　of　moclern　logic　would　be　as　follows　：　（O　temporal

and　dynamic，　（2）　quantitative　（9ualities　are　reduced　to　the　difference　of

quantities．），　（3）　continuous　（Continuousness　of　quantity　frees　us　from　Zeno’s

paradox．），　antl　（4）　directional　（Vector　analysis　ig．　a　powerful　method　of

clynamics）　．

　　　　　　　　　Kants　Teleoiogie

Eine　Betrachtung　ikber　die　logische　LmCl

die　asthetiscke　Zweckm21Bigkeit

von　Teruo　Kurube．

　　K．ants　Untersuchungen　tiber　die　Teleologie　k6nnte　mac　n　etwa　in　die

folgenden　drei　Hauptstucke　einteilen：　（1）　die　Refiexion　Uber　die　logische

ZweckrnaSigkeit，　die　in　cler　Erkenntnis　der　Natur　wie　auch　des　Organismus

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



in　gewissem　Sinne　u鷺er1泌lich　wird，（2）die　Er1芸uterung　zur　listhetischen

Zweckm韻igkeit，　die　in　einer　Kontemplation菰ber　die　Natursch6nhe玉t照d　in

einem　k伽stlerischen　Schaf正en　hervorleuchtet，　und（3）die　Er6rteru鷺g　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　qthischen　Zweckm幽gkeit．　Was　aber　das　Asthetische　anbelangt，　so　zeigt　die

Natursch6曲eit　in　der　Kontemplation　eine　gewisse　Verwandtschaft　mit　der

logischen　Zweckm蒙Bigk：eit，　und　das　k廿nstlerische　Schaffen　mit　der　ethischen．

Deswegen　k6nnte　man　auch（玉ie　Kantische　Untersuchung　ifber　die　genann毛e

Sa6he　im　Ga脇en　in　die　zwei　Teile　gliedem：（a）Betrachtung蘭er　die　logische

Zweckm韻igkeit　mit　dem　Problem　der　Natursch6nheit，．（b）Besinnung　Uber

die　ethische　Zweckm琶Bigkeit　einschlieBlich　der　Frage　nach　der　schdnen　Kunst．

　　Aus　der　letztgenannten　Gliederung　kann　man　vielle玉cht　ersehen　und　sage亘，

da葛das　Glied（a）gleichsam　die　oblektive　Seite　einer　durch　die　Teleo玉ogie

gel〈ennzeichneten　Welt，　und　das　andere（b）die　subjektive　Seite　zeigt．　Jene

Betrachtung　betri妊t　also　die　Frage”Wie“der　genannten　Welt　und・diese

Besinnung　die　Frage。Wamm“derselben　Welt．

　　Die　Abs董cht　dieses　Aufsatzes　liegt　darin，　den　Inhalt　und　die　Bedeutung

der　Klan亡ischen　U』rteilskraft　von　der　obengenannten　objektiven　Seite　her

einigerrna島en　ans　Licht　zu　bringen．　Dabe三wird　unser　Versuch　von　den

zwei　Gesichtspunkten　geleitet：der　eine　ist　logisch　und　orientiert　ans　Problem

vo葺den　Ganzen　und　Teilen，　und　der　andere　metaphysisch　ans　Proble撮

vo職Form　und　Mater三e．

　　Obwohl　Kant　ein　organ玉sches　Naturbild　entwirft（K．　d．　U．§80），　in　der　das

Analytlsch－Allgemeine　als　Mittel　zum　Synthetisch－Allgemeinen　als　Zwecke

diene敷k6nnte，　ka簸n　er　doch三n　der　Sphtire　der　Naturerl〈enntn圭s　nur　sehr

wenige　Realit浸t　von　diesem　anerkenne11．　Wahrend　er　denΩuellgrund　lenes

Analytisch・A1圭gemeinen　in　der　Ei油eit　des，，lch　denke“，　d，　h。　der　transzen－

dentalen　Apperzeptio葺entdeckt　hat，　so　scheint　es　mir，　daB　er　einen　Zuga無g

zu　diese職Synthetisch－Allgemeinen　gerade　in　der　Sch6nheitsemp無dung　zu

飴den　versucht．　Hierin　best伽de　d重e　philosophische　Bedeutung　der　Kan毛三schen

Untersuchung　ttber　das　Schむne。

　　Es　w菰rde　ihm　aber　unm6glich　gewesen　sein，　die　Selbstandigkeit　des　Sch6nen

zu　bew銭hren　u無d　zwar　darin　einen　Mittelpunkt　der　ganzen　Welt　zu　finden，

ohne　da島er　die　Rea】ittit　von　der　Welt　der　Naturerkenntnis　geri鍛ggesc臨zt

3
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MeaRing　aRd　lntentienality

by　Jun一一ichi　Tsuchiya

　　In　discussing　the　problem　whether　or　not　that　sort　of　mental　discourse

which　involves　terms　like　‘thinl〈’，　’believe’，　is　translatahle　．into　the　language

of　purely　behavioral　description，　both　Wilfrid　Sellars　and　R．　M．　Chisholm

reject　behavioristic　recluctionism　and　stress　the　need　of　metalinguistic　cliscourse．

Chisholm，　however，　asserts　that　semantical　relations　are　to　be　analyzed　in

terms　of　the　intentionality　of　thoughts．　whereas　Sellars　emphasizes　that　the

semantical　statement　“p’　means　p’　can　be　analyzed　without　introducing　the

concept　of　intentionality　or　aboutness　of　thoughts，　though　Sellars　accepts　the

classical　view　that　a　statement　is　the　expression　of　a　thought　as　an　inner

episode．

　　In　principle　we　can　use　semantical　vocabulary　before　we　learn　mental　talk．

Semantical　talk　is　the　model　of　mental　talk，　and　in　this　sense，　thoughts　are

to　be　construed　as　inner　speech　；　we　can　use　theoretical　statements　about　the

mental　as　introspective　reports　after　we　have　leamed　them　as　the　statements

of　theoretical　explanation．　1£　we　can　posit　thoughts　as　theoretical　constructs，

we　can　also　identify　them　with　the　neuro－physiological　processes　in　their

descriptive　or　qualitative　aspect．
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