
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題

　
　
　
一
匿
的
論
と
歴
史

川
　
三

栄
　
助

序

　
　
　
「
理
性
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
有
限
な
存
在
者
に
と
っ
て
は
、
道
徳
的
完
全
性
の
よ
り
低
い
段
階
か
ら
よ
り
高
い
段
階
へ
の
無
限
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
歩
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
時
間
的
綱
約
を
絶
す
る
無
限
者
は
、
我
々
に
と
っ
て
果
て
し
な
い
こ
の
系
列
の
内
に
お
い
て
、
道
徳
的
法
則
と

　
　
適
合
す
る
全
体
を
見
る
」
（
H
〈
雛
　
血
’
　
℃
．
　
～
N
・
　
H
“
H
）
。
　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
人
間
の
意
志
が
道
徳
的
法
則
に
完
全
に
合

　
　
致
す
る
こ
と
は
神
聖
な
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
感
性
界
の
知
何
な
る
理
性
的
存
在
者
も
そ
の
有
限
な
生
存
の
問
に
お
い
て
達
す
る
こ
と

　
　
の
で
き
な
い
完
全
性
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
周
知
の
如
く
，
魂
の
不
死
が
要
請
さ
れ
る
。
さ
ら
に
道
徳
法
則
は
純
粋
意
志
の
唯
一
の
規
定
根

　
　
拠
で
あ
る
が
、
道
徳
性
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
な
お
乗
だ
完
全
な
全
体
的
善
で
は
な
く
、
そ
れ
と
幸
福
と
の
舎
致
で
あ
る
最

　
　
高
善
が
純
粋
意
志
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
道
徳
性
と
幸
福
と
の
完
全
な
合
致
の
根
拠
を
含
む
存
在
、
全
自
然
の
原
因
の
存

　
　
在
も
ま
た
要
請
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
自
然
の
最
上
の
原
因
は
、
そ
れ
が
最
高
善
に
対
し
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
に
お
い
て
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
悟
性
と
意
志
と
に
よ
っ
て
自
然
の
原
因
（
し
た
が
っ
て
自
然
の
創
造
者
）
で
あ
る
存
在
者
、
す
な
わ
ち
神
で
あ
る
」
（
滅
さ
塾
ワ
＜
．
H
盆
）

　
　
と
カ
ン
ト
は
雷
う
の
で
あ
る
。
自
然
…
－
世
界
は
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
信
仰
に
よ
っ
て
、
全
体
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

　
　
る
。

399
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
五
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哲
脚
ず
研
閉
究
　
　
柚
二
五
否
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
以
上
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
の
歴
史
観
の
方
向
を
指
示
し
て
い
る
。
人
聞
の
歴
史
は
自
然
の
状
態
か
ら
文
明
化
の
段
階
を
経
て
道

徳
化
の
段
階
へ
進
む
べ
き
で
あ
り
、
事
実
ま
た
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
我
々
は
未
だ
そ
の
中
途
に
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
進
み
行
き
の
過
程

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
道
徳
の
可
能
根
拠
で
あ
る
自
由
が
す
べ
て
の
人
間
の
外
的
な
行
為
に
お
い
て
許
さ
れ
る

た
め
に
は
、
法
的
国
家
、
さ
ら
に
世
界
市
民
的
社
会
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
類
の
歴
史
の
進
歩
は
、
心
術
に
お
け
る
道
徳
性

ζ
o
謎
郎
讐
に
で
は
な
く
、
義
務
に
撃
っ
た
行
為
に
お
け
る
適
法
性
ピ
⑦
α
q
巴
騨
簿
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
魯
ω
霞
①
劃
O
H
）
。

　
こ
の
よ
う
に
素
描
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
歴
史
観
は
、
従
来
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
実
践
的
性
格
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
が
「
自
然
の
弁
護
－
ま
た
は
よ
り
適
切
に
は
…
摂
理
の
弁
護
」
（
○
“
腔
芝
簿
び
貯
α
q
●

》
ぴ
。
。
．
榊
⑩
）
と
言
っ
て
歴
史
（
自
然
）
を
「
摂
理
」
と
し
て
み
る
と
き
、
か
つ
て
雲
霞
・
予
知
窟
○
〈
凱
角
Φ
と
予
備
的
配
慮
鷲
○
。
霞
鍵
Φ
、

或
い
は
計
画
と
実
行
と
い
う
二
つ
の
働
き
が
有
限
的
存
在
者
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
自
体
的
に
は
完
全
な
統
一
を
保
ち
一
i
と

い
う
よ
り
一
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
働
き
の
関
係
を
、
我
々
は
い
ま
歴
史
の
問
題
に
お
い
て
問
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
リ
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
理
論
的
な
も
の
と
実
践
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
合
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
根
底
に
お

い
て
全
面
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
な
く
、
単
に
実
践
的
側
面
の
み
を
解
明
し
よ
う
と
努
め
る
と
し
て
も
、
な
お
閥
題
は
残
さ
れ
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
。
例
え
ば
「
人
聞
の
意
志
の
膚
由
の
営
み
を
匿
視
的
に
観
る
ぴ
鯨
鎚
畠
8
ロ
と
、
歴
史
は
意
志
の
自
由
の
規
則
正
し
い
進
行
を
発
兇
で

き
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
う
い
う
仕
方
に
よ
る
と
、
個
々
の
主
体
に
つ
い
て
は
混
乱
し
無
規
則
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
で
も
、

全
人
類
に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
源
的
素
質
の
、
緩
慢
で
は
あ
る
が
間
断
な
き
前
進
的
発
展
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
と
い
う
こ
と
…
…
が
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

史
に
は
期
待
さ
れ
る
」
（
O
」
．
毒
ぎ
困
頓
．
諺
ぴ
。
・
9
α
）
と
カ
ン
ト
が
言
う
と
き
、
そ
れ
は
実
践
的
信
仰
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
単
に
道

徳
哲
学
に
収
ま
り
切
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
麗
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
へ
は
歴
史
の
聞
題
に
お
け
る
「
観
る
篇
と
い
う
こ
と
が
不
可
避
的

に
入
り
込
ん
で
来
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
肩
白
な
実
践
的
契
機
か
ら
出
発
し
た
歴
史
観
に
お
い
て
、
実
践
的
な
も
の
と
理
論
的
な
も
の
と

が
絡
み
合
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
圃
時
・
に
、
こ
の
理
論
的
な
も
の
に
お
い
て
は
、
　
『
批
判
』
と
の
関
係
に
お
い
て
、
認



識
、
直
観
的
悟
性
を
め
ぐ
り
、
い
わ
ば
有
限
者
と
無
限
老
と
が
絡
み
合
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
以
上
の
よ
う
に
理
論
的
な

も
の
と
実
践
的
な
も
の
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
が
絡
み
合
っ
て
働
く
と
こ
ろ
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
歴
史
哲
学
を
考
察
し
よ
う
と

思
う
。
し
か
し
理
論
的
側
面
に
も
注
意
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
歴
史
理
論
が
あ
っ
た
と
か
、
或
い
は
そ
れ
を

新
た
に
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
問
題
は
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
以
前
の
、
い
わ
ば
未
分
化
の
、
そ
れ
だ
け
に
一
層
深
い
関
わ
り

合
い
を
も
っ
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
理
論
的
側
面
の
考
察
を
主
と
し
、
実
践
的
な
も
の
に
つ
い

て
は
簡
単
に
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
註
）
　
カ
ン
ト
の
諸
著
作
の
引
用
頁
は
霊
詮
○
紛
◎
℃
露
玉
｝
ρ
o
じ
ご
…
ぴ
一
6
鰹
。
瞳
版
に
よ
る
。
た
だ
し
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
慣
例
に
従
っ
て
A
・
B
と
し
、

　
　
『
判
断
力
批
判
・
第
一
序
論
』
は
カ
ッ
シ
ラ
ー
版
第
五
冊
に
よ
る
。

　
略
記
号

　
　
○
し
●
≦
Φ
開
9
お
●
諺
び
ω
◆
“
囲
島
①
o
窪
①
ぎ
①
域
亀
蒔
①
ヨ
①
ぎ
窪
○
¢
。
。
o
翫
宣
旨
ヨ
芝
⑦
匿
漂
薦
。
饒
。
冨
吋
》
げ
訟
。
琴

　
　
ω
鐸
魚
ぼ
　
O
O
婦
ω
跨
①
謬
熊
O
巴
閃
¢
ド
鋲
蘇
8
P

　
　
殉
Φ
冨
α
q
ご
錆
○
δ
菊
。
｝
戯
δ
鐸
一
め
器
誉
鐵
ぴ
α
2
0
お
農
露
島
。
撤
げ
｝
o
⑳
象
く
。
葺
口
無
幹

　
　
閑
び
堅
5
＜
∴
　
囚
ユ
臨
障
匹
①
憎
嬬
①
ぎ
①
降
く
①
困
降
質
昌
｛
幹

　
　
緊
誉
9
や
く
∴
　
圏
葺
夢
号
目
℃
壇
⇔
ζ
δ
畠
2
＜
Φ
き
藍
猷
『

　
　
区
磐
山
●
¢
L
　
閑
詠
鈴
犀
瓢
Φ
憎
¢
溝
Φ
圃
『
犀
墜
坤
。

　
　
粥
霧
富
鉾
つ
ぎ
汀
　
翻
屋
8
国
ぎ
｝
息
ε
鋤
α
q
ぎ
象
Φ
開
導
陣
剛
（
鳥
。
聡
¢
糞
Φ
涜
ξ
鉱
嘗

　
　
O
毎
巳
ざ
α
q
霞
養
”
○
讐
二
一
終
毎
駁
N
舞
窯
。
＄
冨
鴇
…
一
（
（
ず
門
O
Q
ぽ
窪
．

941

カ
月
ト
の
歴
史
哲
学
に
お
け
る
理
論
的
側
面
が

　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題

一、

�
j
に
関
す
る
目
的
論
的
反
省
－
　

で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

る
。
し
か
し
こ
れ
を
実
践
的
な
も
の
と
単
に
対
置
す
る
と
か
、
或
い
は
両
者
を
外
か
ら
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
か
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な

く
、
そ
の
内
的
な
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
把
握
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
の
目
的
論
的
反
省
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
ど
の
よ
う
な

性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
周
知
の
如
く
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
普
遍
的
必
然
的
に
妥
当
す
る
先
芙
的
綜
合
判
断
が
可
能
で
あ
る

か
を
問
い
、
　
「
感
性
論
」
　
「
分
析
論
」
に
お
い
て
純
粋
数
学
、
純
粋
自
然
科
学
の
基
礎
づ
け
を
す
る
。
後
潜
に
関
し
て
い
え
ば
、
意
識
の

根
源
的
統
一
作
用
で
あ
る
超
越
論
的
統
覚
に
お
い
て
純
粋
悟
性
概
念
で
あ
る
範
疇
を
通
し
て
直
観
の
多
様
は
統
一
さ
れ
、
自
然
一
般
が
成

立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
構
成
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
自
由
の
領
域
に
お
け
る
実
践
的
認
識
と
と
も
に
、
人
閲
の
理
性
に
確
実
に
知

ら
れ
う
る
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
自
然
は
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
形
式
的
に
み
ら
れ
た
自
然
ロ
八
津
簿
｛
o
H
三
唱
簿
葭
ω
℃
①
o
陣
蝉
＄
で
あ
り
（
寄
・

P
響
く
。
じ
6
嵩
q
）
、
こ
の
よ
う
な
自
然
に
関
わ
る
学
は
純
粋
自
然
科
学
で
あ
る
（
o
剛
。
　
H
（
吋
・
　
島
’
　
圏
。
　
ノ
、
・
　
じ
d
　
鳴
O
）
。
そ
し
て
こ
こ
で
理
性
（
悟

性
）
は
、
自
由
の
領
域
に
お
け
る
（
実
践
）
理
性
と
同
じ
く
、
立
法
的
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
自
然
一
般
、
し
た
が
っ
て
経
験
一
般
は
与
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
全
体
的
な
学
と
し
て
の
体
系
的
連
関
を
構
成
は
し

な
い
。
し
か
し
理
性
は
本
来
慣
性
統
一
以
上
の
も
の
を
目
指
し
、
絶
対
的
全
体
と
し
て
自
己
を
完
結
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
こ
に
「
弁

証
論
」
の
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
原
理
の
能
力
と
し
て
の
理
性
は
理
念
に
よ
っ
て
理
性
統
一
を
成
立
さ
せ
る
。
し
か
し
理
性
は
直
接
に
経

験
ま
た
は
何
ら
か
の
対
象
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
悟
性
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
間
接
に
対
象
に
関
わ
り
、
悟
性
の
多
様

な
認
識
に
理
念
に
よ
る
先
天
的
統
一
を
与
え
る
。
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
全
体
的
統
一
へ
向
う
理
性
に
よ
る
推
進
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

理
念
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
構
成
的
原
理
に
で
は
な
く
統
制
的
原
理
に
よ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
が
混
同
さ

れ
、
本
来
統
制
的
で
あ
る
べ
き
も
の
が
理
論
的
・
構
成
的
に
働
く
と
き
思
弁
的
の
℃
①
爬
羅
象
ぞ
と
な
り
、
超
越
論
的
仮
象
聲
空
華
N
①
昌
鳥
Φ
守

壁
δ
同
ω
o
プ
①
ぎ
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
三
つ
の
理
念
、
魂
、
世
界
、
神
を
め
ぐ
っ
て
仮
象
は
展
開
し
、
過
去
の
形
而
上
学
の
虚
し
い
構
築

物
が
生
ま
れ
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
こ
れ
は
我
々
の
理
性
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
ぬ
幻
覚
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
我
々
は
そ
れ
に
欺
か



　
　
れ
ぬ
よ
う
批
判
し
う
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
本
来
実
践
的
に
解
決
さ
れ

　
　
る
べ
き
も
の
を
理
論
的
に
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
、
の
ち
に
実
践
理
性
に
よ
っ
て
正
当
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
形
而
上
学
に
関
す
る
三
つ
の
超
越
論
約
理
念
を
批
判
的
に
考
察
し
た
の
ち
、
カ
ン
ト
は
「
弁
証
論
附
録
」
に
お
い
て
、
理
性
の
仮
説
的

　
使
用
に
つ
い
て
補
足
的
な
論
述
を
続
け
る
。
ま
ず
理
性
は
普
遍
か
ら
特
殊
を
導
出
す
る
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
場
合
が
考
え
ら

　
　
れ
る
。
　
一
つ
は
、
普
遍
が
す
で
に
確
定
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
で
、
こ
こ
で
は
単
に
包
摂
の
た
め
の
判
断
力
に
よ
っ
て
特
殊
が
必
然

　
的
に
規
定
さ
れ
る
。
理
性
の
必
当
然
的
使
用
》
℃
o
象
夕
曇
象
2
Ω
Φ
ぴ
月
鉾
げ
で
あ
る
。
他
の
場
合
は
、
普
遍
が
単
に
問
題
的
に
嘆
。
甑
？

　
導
影
響
ω
o
び
想
定
さ
れ
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
特
殊
は
確
実
で
あ
る
が
、
こ
の
帰
結
に
対
す
る
規
翔
の
普
遍
性
は
未
だ
課
題
に
と
ど
ま

　
　
る
。
こ
の
と
き
可
能
な
特
殊
が
こ
の
規
則
に
由
来
す
る
か
が
吟
味
さ
れ
、
そ
う
み
ら
れ
る
な
ら
ば
そ
の
規
則
の
普
還
性
が
推
定
さ
れ
る
が
、

　
　
さ
ら
に
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
特
殊
さ
え
こ
の
規
鋼
か
ら
推
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
理
性
の
仮
説
的
使
用
誕
遷
。
浄
簿
冨
。
げ
Φ
円

　
○
①
げ
奏
¢
。
ゲ
と
呼
ば
れ
る
（
o
剛
．
　
H
〈
巴
■
　
（
一
．
　
思
’
　
ノ
＼
亀
　
b
づ
　
①
↓
心
｛
．
）
。
こ
こ
で
も
ま
た
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
理
性
の
仮
説
的
使
用
が
本
来
構
成

　
　
的
で
は
な
く
、
仮
説
と
し
て
想
定
さ
れ
た
普
遍
的
規
則
は
、
枚
挙
の
不
完
全
性
の
故
に
真
理
性
に
達
す
る
こ
と
は
な
く
、
か
え
っ
て
統
制

　
　
的
で
あ
り
、
可
能
な
限
り
特
殊
的
認
識
の
う
ち
へ
統
一
を
与
え
、
そ
の
規
則
を
普
遍
性
に
近
づ
け
る
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ

　
　
は
質
料
的
に
見
ら
れ
た
自
然
昌
二
。
貯
舜
ヨ
簿
Φ
臨
餌
郎
㊤
ω
℃
①
o
霞
邸
に
法
則
的
統
一
を
見
出
そ
う
と
し
、
理
性
認
識
の
体
系
的
統
一
を
網
羅

　
　
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
理
性
が
こ
の
統
一
を
、
理
性
の
原
理
に
則
っ
て
自
然
の
偶
然
的
な
性
質
か
ら
取
り
出
し
た
の

　
　
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
統
一
を
求
め
る
理
性
法
則
は
本
来
必
然
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
よ
う
な

　
　
自
然
に
お
け
る
法
則
を
除
い
て
理
性
は
考
え
ら
れ
ず
、
理
性
が
な
け
れ
ば
こ
れ
と
関
連
を
有
す
る
悟
性
使
用
は
な
く
、
さ
ら
に
我
々
は
経

　
　
験
的
真
理
の
十
分
な
表
徴
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
自
然
の
体
系
的
統
一
を
も
っ
て
客
観
的
に
妥
当

　
　
し
、
か
つ
必
然
的
で
あ
る
と
前
漏
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
o
｛
9
　
践
冠
．
　
（
野
　
H
．
　
＜
ワ
　
じ
ご
　
①
刈
O
）
。
ま
た
提
物
国
費
器
ぎ
窃
○
ぎ
α
q
、
種
｝
答
、

　
　
類
○
舞
§
σ
q
、
族
O
o
。
。
。
匡
。
。
窪
の
関
係
（
寄
「
〔
周
噛
磐
く
■
じ
ご
⑰
お
じ
は
体
系
的
統
一
の
た
め
の
論
理
的
原
理
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
カ

439　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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〇

449　
　
ン
ト
は
形
式
に
関
す
る
同
種
性
寓
。
ヨ
。
㈹
①
器
搾
簿
、
特
殊
性
ω
℃
o
N
二
曲
露
瓢
。
欝
、
連
続
性
囚
。
艮
ぎ
巳
浸
け
の
原
理
（
刷
く
門
■
鮎
．
円
「
ノ
＼
．
じ
ご
①
G
Q
①
）

　
　
を
自
然
に
お
い
て
前
提
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
原
理
は
理
性
の
仮
説
的
、
或
い
は
経
験
的
使
用
の
従
う
べ
き
単
な
る
理
念
を
含
む
に

　
　
す
ぎ
ず
、
理
性
は
そ
の
経
験
的
使
用
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
理
念
に
接
近
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に

　
　
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
先
天
的
綜
合
的
で
あ
り
、
規
定
す
る
の
で
は
な
い
が
客
観
的
妥
当
性
を
有
し
、

　
　
可
能
的
経
験
の
規
…
期
に
役
立
ち
、
ま
た
経
験
を
処
理
す
る
に
は
発
見
的
原
則
頴
Φ
∬
ユ
ω
臨
ω
o
び
①
○
崔
質
飢
ω
讐
N
①
と
し
て
極
め
て
有
利
に
使

　
　
用
さ
れ
る
（
o
h
■
　
隊
吋
．
　
餌
「
　
吋
「
　
ノ
＼
．
　
じ
d
①
Φ
H
）
。
つ
ま
り
客
観
を
構
成
す
る
原
則
で
は
な
い
が
、
理
性
の
関
心
か
ら
採
ら
れ
た
主
観
的
原
則
1
一

　
　
理
性
の
格
率
ζ
㊤
鉱
ヨ
①
と
は
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
理
性
は
以
上
の
よ
う
な
仮
説
的
・
経
験
的
使
用
に
尽
き
な
い
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
、
先
の
超
越
論
約
理
念
の
世
界
、
神
の
問
題

　
　
へ
、
以
上
の
経
験
的
使
用
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
、
継
続
的
に
移
り
行
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
　
（
O
噛
曾
　
困
（
村
■
　
（
州
　
吋
’
　
ノ
＼
●
　
H
W
　
①
り
刈
　
矯
甲
）
。

　
　
ま
ず
最
高
の
叡
智
は
、
我
々
の
理
性
の
経
験
的
使
用
に
お
い
て
最
大
の
体
系
的
統
一
を
う
る
た
め
に
役
立
つ
理
念
で
あ
り
、
最
高
の
理
性

　
　
統
一
を
闘
指
す
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
世
界
の
諸
事
物
は
、
そ
の
現
存
在
を
最
高
の
叡
智
か
ら
受
け
取
る
か
の
如
く
に
み
な
さ
れ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
理
念
は
、
如
何
に
対
象
が
溝
成
さ
れ
る
か
を
示
さ
な
い
が
、
如
何
に
し
て
経
験
一
般
の
対
象
の
性
質
、
お
よ
び
連

　
　
結
を
探
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
示
す
発
見
的
原
理
と
な
る
。
理
性
の
経
験
的
使
用
に
お
け
る
諸
規
則
は
、
理
念
の
こ
の
よ
う
な
対
象
を
前

　
　
嘉
し
て
の
み
体
系
的
統
一
を
獲
得
し
、
経
験
的
認
識
を
拡
張
し
、
し
か
も
経
験
的
認
識
に
背
馳
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
理

　
　
念
に
則
っ
て
処
理
す
る
こ
と
は
理
性
の
必
然
的
格
率
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
体
系
的
統
一
の
基
礎
で
あ
る
故
を
も
っ
て
、
最
高
の
叡
智
は

　
　
悟
性
概
念
と
ア
ナ
開
戸
i
的
な
性
質
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
或
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
私
は
猷
界
に
お
け

　
　
る
諸
実
在
、
諸
実
体
、
原
因
性
お
よ
び
必
然
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
こ
れ
ら
を
最
高
の
完
全
さ
に
お
い
て
所
有
す
る
一

　
　
つ
の
存
在
者
を
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
は
単
に
私
の
理
性
を
基
礎
と
す
る
故
に
、
私
は
最
大
の
調
和
お
よ
び
統
一
の
理
念
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
世
界
全
体
の
原
因
で
あ
る
こ
の
存
在
者
を
独
立
的
理
性
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
私
は
そ
の
理
念
を
調
黙
す
る
一
切



　
　
の
髄
約
を
排
除
す
る
。
単
に
か
か
る
根
源
体
の
保
護
に
よ
っ
て
世
界
全
体
に
お
け
る
多
様
の
体
系
的
統
一
を
可
能
に
し
、
そ
し
て
こ
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
に
よ
っ
て
最
大
の
経
験
的
理
性
使
用
を
可
能
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
は
あ
ら
ゆ
る
結
合
を
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
理
性
の
、
す
な
わ
ち
我
々
の
理
性
が
そ
れ
の
微
か
な
模
写
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
性
の
秩
序
で
あ
る
か
の
如
く
に
み
な
す
か
ら
で
あ
る
」

　
　
（
穴
慣
（
剛
，
触
●
＜
。
旧
W
刈
○
①
）
。
　
こ
の
よ
う
な
世
界
の
体
系
的
統
一
の
理
念
は
諸
事
物
の
合
目
的
的
統
一
を
意
味
す
る
。
ま
た
有
機
体
に
お
け

　
　
る
組
織
も
園
的
論
的
見
地
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
の
み
で
は
な
く
、
最
高
の
叡
智
の
理
念
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
に
よ
れ

　
　
ば
、
我
々
は
全
智
全
能
な
る
世
界
創
造
者
を
想
定
で
き
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
我
々
は

　
自
然
研
究
に
際
し
て
は
、
宇
宙
の
体
系
的
合
目
的
的
秩
序
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
れ
と
関
連
し
て
、
最
高
の
叡
智
的
存

　
　
在
者
を
想
定
す
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
れ
は
経
験
的
概
念
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
！
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
以
上
に
お
い
て
標
置
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
世
界
は
、
濁
る
種
の
調
和
、
合
禽
的
的
な
全
体
像
を
保
ち
、
種
々
の
理
性
使
用
に
お
い
て
も
互

　
　
い
に
円
滑
な
進
み
行
き
を
示
す
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
は
世
界
創
造
者
さ
え
世
界
に
内
在
し
、
創
造
者
に
対
す
る
人
間
の
緊
張
し
た
関

　
　
係
が
消
失
し
て
い
る
の
は
、
単
な
る
思
弁
的
理
性
が
神
に
つ
い
て
与
え
る
唯
一
の
超
越
論
的
概
・
怠
が
、
カ
ン
ト
自
［
身
の
述
べ
る
知
く
、
厳

　
　
密
な
意
味
に
お
い
て
理
神
論
的
で
あ
る
た
め
で
あ
る
（
o
物
　
自
門
●
　
焦
。
　
目
・
　
く
9
　
し
d
日
O
も
ウ
）
。
と
こ
ろ
で
先
天
的
綜
合
判
断
の
領
域
か
ら
統
制
的
な

　
　
理
念
の
領
野
へ
移
る
場
合
、
か
の
形
而
上
学
的
・
超
越
論
的
な
三
つ
の
理
念
の
方
向
と
、
仮
説
的
・
経
験
的
な
理
念
の
方
向
と
は
必
ず
し

　
　
も
同
一
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
婦
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
経
験
の
全
体
は
経
験
の
対
象
と
し
て
存
在
せ
ず
、

　
　
し
た
が
っ
て
構
成
的
で
な
く
単
に
統
制
的
理
念
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
ち
、
従
来
の
形
而
上
学
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
理
念
の
超
越

　
　
的
使
用
を
幻
想
と
し
て
棄
却
し
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
実
践
的
に
取
り
扱
わ
れ
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
結
論
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
　
し
た
が
っ
て
思
弁
的
理
性
は
、
そ
れ
ら
の
理
念
に
否
定
約
に
関
わ
る
以
外
、
何
ら
積
極
的
、
肯
定
的
に
関
わ
る
歴
象
を
も
た
な
い
の
で
あ

　
　
り
、
そ
の
関
わ
り
方
は
主
観
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
後
者
に
お
い
て
は
、
先
天
的
綜
合
診
断
に
よ
る
純
粋
脅
然
科
学
と
対
比
し
て
経
験
科

　
　
学
の
根
拠
と
性
格
が
問
わ
れ
、
概
念
を
介
し
て
の
構
成
と
対
比
し
て
理
念
を
介
し
て
の
統
糊
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
先
天
的
綜
合
判
断
か
ら

鰯　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
…
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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一
　

み
れ
ば
統
髄
的
、
仮
説
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
主
観
的
、
消
極
的
、
問
題
的
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
え
な
い
。
し
か
し
間
門
は
そ
れ
に
尽
き

な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
よ
う
な
性
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
性
は
理
念
の
対
象
を
前
提
し
て
経
験
認
識
を
進
め
、
体
系
的
統
一
へ
導
く
こ

と
を
指
示
す
る
。
そ
し
て
諸
法
則
の
理
性
的
統
一
が
可
能
な
た
め
に
は
超
越
論
的
原
理
が
前
提
さ
れ
、
理
念
に
対
応
す
る
も
の
が
自
然
の

申
に
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
体
系
的
統
一
が
客
観
そ
の
も
の
に
帰
属
す
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
我
々
は
、
そ
の
意
味
で
自
然
の
体
系
的
統
一
を
客
観
的
に
妥
当
す
る
も
の
と
箭
提
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
以
上
の
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
質
料
的
に
見
ら
れ
た
自
然
づ
餌
露
毒
誉
象
①
試
巴
留
鶏
ω
℃
②
o
雷
＄
に
お
い
て
理
念
が
演
繹
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
れ
ら
の
経
験
的
理
念
に
そ
の
権
利
を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
事
実
に
お
い
て
客
観
的
に
妥

嶺
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
既
述
の
如
く
、
形
而
上
学
的
理
念
は
理
論
的
に
問
題
と
さ
れ
て
も
、
実
践
的
に
解
決

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
経
験
的
理
念
は
理
論
的
に
止
ま
る
。
こ
れ
は
最
高
の
叡
智
に
つ
い
て
閥
う
場
合
さ
え
、
道
徳
的
、
宗
教
的

緊
張
の
な
い
単
な
る
理
神
論
的
見
地
に
立
つ
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
理
念
を
頂
点
に
、
圖
種
性
、
特
殊
性
、
連
続
性
の
理
念
、
さ
ら
に
例
え

ば
重
力
の
法
則
と
い
う
よ
う
な
個
々
の
法
則
も
理
念
に
属
す
る
よ
う
に
、
経
験
的
理
念
は
多
数
に
、
そ
し
て
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
る

が
、
形
而
上
学
的
理
念
は
e
主
観
に
肥
す
る
関
係
、
⇔
客
観
に
対
す
る
関
係
、
㈲
す
べ
て
の
物
一
般
に
対
す
る
関
係
（
寄
「
（
圃
．
μ
＜
噸
b
ご

ω
鎗
）
が
示
す
よ
う
に
整
っ
た
形
で
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
三
種
に
限
っ
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
o
h
．
　
際
頃
．
　
低
降
　
目
．
　
ノ
N
噸
　
¢
噂
G
O
O
q
　
》
昌
ヨ
「
）
。
す

で
に
経
験
的
理
性
使
用
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
理
念
が
帰
納
法
を
成
立
さ
せ
る
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
理
性

は
悟
性
を
通
し
て
の
み
対
象
に
関
わ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
も
両
者
に
お
い
て
事
情
は
多
少
異
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
前
者
の
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
制
約
の
絶
対
的
な
綜
合
統
一
を
求
め
て
悟
性
を
統
制
す
る
と
い
う
働
き
が
強
い
の
に
潔
し
、
後
者
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

合
は
、
純
粋
概
念
に
よ
っ
て
構
成
す
る
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
…
に
従
い
、
理
性
は
理
念
に
よ
っ
て
統
制
す
る
一
い
わ
ば
経
験
概
念
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
質
料
的
に
み
ら
れ
た
自
然
を
、
法
則
に
関
し
、
仮
説
的
に
構
成
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
的
理
性
使
用
と
経
験

的
理
性
使
用
に
つ
い
て
語
る
場
含
、
両
者
の
性
格
の
差
異
を
殊
更
に
論
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
理
由
は
、
理
性
が
普
．
遍
か
ら
特
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殊
を
導
出
す
る
働
き
、
普
遍
－
特
殊
の
推
理
の
能
力
で
あ
り
、
与
え
ら
れ
た
急
迫
が
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
よ
う
な
普
遍
を
推
論
す

る
こ
と
と
、
特
殊
な
現
象
か
ら
そ
の
経
験
的
法
則
を
求
め
る
こ
と
と
が
、
と
も
に
確
実
な
特
殊
か
ら
蓋
然
的
普
遍
へ
進
む
理
性
の
働
き
と

し
て
、
形
而
上
学
的
と
否
と
を
問
わ
ず
、
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
た
点
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
こ
と
は
、
両
者
が
先
天
的
綜

含
判
断
へ
の
関
係
に
お
い
て
異
っ
た
仕
方
を
取
る
こ
と
、
そ
し
て
経
験
的
理
念
が
形
而
上
学
的
理
念
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
主
観
的
、
統

制
的
と
は
も
は
や
言
え
ず
、
む
し
ろ
薫
る
意
味
で
は
積
極
的
に
そ
の
客
観
性
を
前
提
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
か
も
さ
ら
に
一
歩
押
し

進
め
れ
ば
、
こ
の
理
念
は
直
ち
に
先
天
的
綜
合
判
断
と
矛
盾
す
る
に
至
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
さ
え
示
す
で
あ
ろ
う
。

　
全
智
全
能
の
世
界
創
造
者
に
つ
い
て
は
今
は
簡
略
に
扱
い
た
く
思
う
。
既
述
の
如
く
そ
れ
は
最
高
世
界
統
一
の
統
制
的
理
念
に
す
ぎ

ず
、
そ
の
限
り
思
弁
的
理
性
の
立
場
か
ら
理
論
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
合
理
的
神
学
を
否
定
し
、
神
の
理
念
は
実
践
理
性
の
要

講
と
し
、
道
徳
的
に
の
み
意
味
を
も
つ
こ
と
を
論
述
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
理
論
の
領
域
に
移
し
た
場
合
、
単
に
消
極
的
、
主
観
的

な
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
最
高
叡
智
の
理
念
が
、
な
お
統
制
的
、
聞
題
的
で
は
あ
る
が
既
に
何
ら
か
の
意
味
で
積
極
的
、
客

観
的
と
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
質
料
的
経
験
的
自
然
の
中
へ
持
ち
込
ま
れ
、
自
然
認
識
の
た
め
の
諸
理
念
の
頂
点
に
立
つ
と
い
う
と
き
、

事
情
は
さ
ら
に
異
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
経
験
的
特
殊
か
ら
そ
の
普
遍
、
さ
ら
に
そ
の
普
遍
を
求
め

て
上
昇
し
、
そ
れ
が
最
高
の
統
一
の
理
念
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
の
見
地
か
ら
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う

に
自
然
探
究
の
た
め
の
よ
り
高
い
理
念
を
求
め
て
、
考
え
ら
れ
る
最
高
の
理
念
が
、
本
来
実
践
的
に
の
み
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
神
ぞ
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
必
ず
し
も
自
明
的
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
は
（
『
純
粋

理
性
批
判
、
弁
証
論
附
録
』
で
は
）
自
然
一
世
界
と
神
に
つ
い
て
、
不
当
に
混
乱
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
調
和
的
に
さ
え

語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
濁
し
て
お
き
た
く
思
う
。

二

カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題

六
三
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以
上
の
饅
的
論
的
考
察
は
『
判
断
力
批
判
』
に
受
け
継
が
れ
て
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
複
雑
な
聞
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に

な
る
。
　
「
趣
味
批
判
篇
と
い
う
意
図
か
ら
露
発
し
、
そ
れ
に
若
い
こ
ろ
か
ら
カ
ン
ト
に
お
い
て
機
械
論
の
限
界
と
考
え
ら
れ
た
有
機
体
の

問
題
が
舶
わ
っ
て
二
大
部
門
を
な
す
が
、
そ
の
他
、
慮
然
神
学
、
道
徳
、
神
の
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
の
前
段
階
で
、
　
『
第

一
批
判
』
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
形
式
的
合
鼠
的
性
の
画
題
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
（
反
省
的
）
判
断
力
が
そ
の
能
力
と
さ
れ
る
。
し
か
も

こ
の
判
断
力
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
悟
性
の
自
然
の
領
域
と
純
粋
（
実
践
）
理
性
の
自
由
の
領
域
と
を
媒
介
す
る
役
目
さ
え
負
わ

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
目
的
論
を
考
察
す
る
場
合
、
個
々
の
欝
的
論
と
同
時
に
そ
の
各
々
の
連
闘
、
全
体
的
統
一
も
ま
た
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
我
々
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
当
面
の
問
題
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み
考
察
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
判
断
力
は
、
悟
性
お
よ
び
（
実
践
）
理
性
の
如
き
固
有
の
立
法
を
も
た
な
い
に
し
て
も
、
な
お
予
期
が
そ
れ
に

よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
固
有
の
先
天
的
原
理
を
、
た
と
え
そ
れ
が
主
観
的
で
あ
れ
、
含
む
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
我
々
は
類
比
に
よ
っ
て

（一

i
牲
．
　
傷
．
　
¢
甲
　
H
b
σ
）
推
測
す
る
理
由
を
も
つ
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
概
念
は
対
象
に
関
わ
る
限
り
、
対
象
の
認
識
が
可
能
で
あ
る
か
否
か

を
聞
わ
ず
、
そ
の
領
野
男
Φ
箆
を
も
ち
、
そ
の
領
野
は
、
た
だ
概
念
の
客
体
が
認
識
能
力
一
般
に
対
し
て
も
つ
関
係
に
従
っ
て
規
定
さ
れ

る
。
i
こ
の
領
野
の
う
ち
、
我
々
に
対
し
て
認
識
の
可
能
な
部
分
が
、
　
こ
れ
ら
の
概
念
と
そ
の
概
念
に
必
要
な
認
識
能
力
と
の
地
盤

じ
d
o
鎚
魯
（
轡
①
罵
同
μ
轡
O
同
一
鍛
糞
）
で
あ
る
。
そ
の
概
念
と
認
識
能
力
が
立
法
的
で
あ
る
地
盤
の
部
分
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
と
概
念
に
属
す
る
認
識

能
力
の
領
域
○
①
謀
露
（
無
鋤
。
）
で
あ
る
。
」
（
踏
段
9
¢
．
O
）
と
定
義
す
る
が
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
判
断
力
は
そ
の
対
象
の
領
域
は
も
た

な
い
が
地
盤
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
判
断
力
と
は
一
般
に
特
殊
を
普
遍
に
含
ま
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
能

力
で
あ
る
。
普
遍
（
規
剣
、
原
理
、
法
則
）
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
特
殊
を
そ
の
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
判
断
力
は
規
定
的
び
①
ω
瓜
弓

露
Φ
潟
儀
で
あ
り
、
特
殊
の
み
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
特
殊
に
向
っ
て
判
断
力
が
普
遍
を
求
め
る
場
合
に
は
単
に
反
省
的
お
箆
①
犀
鉱
①
H
①
口
篇

で
あ
る
（
囲
（
目
●
　
鳥
．
¢
“
　
H
⊆
矯
）
。
規
定
的
判
断
力
に
対
し
て
は
法
則
は
悟
性
に
よ
っ
て
予
め
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
判
断
力
は
特
殊
を
普
遜
の

も
と
に
包
摂
す
る
た
め
に
自
己
霞
身
の
法
期
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
る
に
自
然
に
お
い
て
特
殊
か
ら
普
遍
へ
向
う
反
省
的
判
断
力
は
、



949

経
験
か
ら
は
借
り
え
な
い
超
越
論
的
原
理
を
必
要
と
す
る
が
、
ま
た
こ
れ
を
、
規
定
的
判
断
力
の
如
く
、
他
か
ら
借
り
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
し
て
悟
性
が
自
然
一
般
に
指
令
す
る
普
遍
的
な
自
然
法
則
は
、
そ
の
根
拠
を
我
々
の
悟
樵
の
う
ち
に
も
つ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
特

殊
な
経
験
法
則
は
、
普
遍
的
な
自
然
法
則
を
通
し
て
な
お
そ
の
申
に
未
規
定
の
ま
ま
残
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
あ
た
か
も
縛
る
悟
性

が
（
我
々
の
で
な
い
に
し
て
も
）
特
殊
的
自
然
法
劉
に
従
う
経
験
の
体
系
を
可
能
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
特
殊
な
経
験
法
鰯
を
我
々
の

認
識
能
力
の
た
め
に
与
え
た
の
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
統
一
に
従
っ
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
（
〆
昌
猶
d
・
H
①
）
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
以
上
の
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
悟
性
が
現
実
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
溜
出
隣
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
理
念
が
原
理
と
し
て

有
効
な
の
は
反
省
的
判
断
力
の
反
省
の
た
め
に
の
み
で
あ
り
、
か
え
っ
て
こ
の
判
断
力
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
翻
然
…
に
（
ア
ウ
ト
ノ
ミ
！

と
し
て
）
で
は
な
く
、
単
に
自
然
に
了
す
る
反
省
に
お
い
て
自
己
肖
身
へ
（
ヘ
ア
ウ
ト
ノ
ミ
ー
と
し
て
）
一
つ
の
法
則
を
与
え
る
（
。
h
麟
磐

餌
．
d
．
鵠
）
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
シ
ュ
タ
ト
ラ
ー
と
岡
じ
く
（
鑑
ω
㌶
幽
。
が
諺
二
讐
。
。
汀
囚
ρ
質
勢
門
0
8
。
δ
α
q
冨
¢
づ
焦

騨
お
。
舞
窪
艮
蝕
ω
畢
Φ
9
Φ
瀞
。
7
0
b
d
民
Φ
無
§
騎
¢
戯
。
。
）
、
こ
の
反
省
的
判
断
力
は
先
の
「
仮
説
的
使
用
に
お
け
る
理
性
」
に
あ
た
る
と
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
既
述
の
如
く
、
反
省
的
判
断
力
と
い
う
名
の
も
と
に
、
先
の
仮
説
的
使
用
に
お
け
る
理
性
で
は
荷
い

切
れ
ぬ
ほ
ど
の
広
い
範
囲
ま
で
そ
の
働
き
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
推
論
の
能
力
（
理
性
）
か
ら
包
摂
の
能
力
（
判
断
力
）
へ
の
推

移
は
、
こ
の
よ
う
な
拡
張
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
　
「
或
る
客
体
の
概
念
は
、
そ
の
概
念
が
同
暗
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

客
体
の
現
実
性
の
根
拠
を
含
む
限
り
に
お
い
て
目
的
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
削
る
事
物
が
、
た
だ
目
的
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

諸
事
物
の
性
質
と
合
致
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
物
の
形
柑
の
舎
目
的
性
と
呼
ば
れ
る
」
（
圏
伽
藍
．
　
へ
圃
．
　
d
．
　
H
『
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
経
験

的
諸
法
劉
の
も
と
に
お
け
る
自
然
の
事
物
の
画
聖
に
関
し
て
み
れ
ば
、
判
断
力
の
原
理
が
そ
の
多
様
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
自
然
の
合

目
的
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
霞
然
は
こ
の
合
目
的
性
の
理
念
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
或
る
単
性
が
そ
の
経
験
的
諸
法
翔
の
多
様

を
統
一
す
る
根
拠
を
含
・
む
か
の
よ
う
に
判
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
墾
ら
か
な
よ
う
に
、
呂
然
の
合
冒
的
性
は
単
に
反
省
的
判
断
力
の
う
ち
に
の
み
そ
の
根
拠
を
も
つ
統
捌
的
な
、
し
か

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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9
　
し
超
越
論
的
な
理
念
で
あ
る
。
我
々
は
自
然
の
産
物
に
つ
い
て
は
、
目
的
を
自
然
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
経
験
的
諸
法
則
に
従
う
自

　
　
然
に
お
い
て
、
諸
現
象
の
連
結
を
反
省
す
る
た
め
に
の
み
、
紳
士
的
性
の
理
念
を
使
用
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
反
省
的
判
断
力
が
恣

　
　
意
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
理
念
の
超
越
論
的
性
格
が
示
す
。
構
成
的
な
悟
性
と
こ
こ
で
の
我
々
の
で

　
　
な
い
（
特
殊
な
経
験
法
則
を
与
え
る
）
懸
る
悟
性
と
の
間
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
、
慢
性
と
反
省
的
判
断
力
の
間
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
と
対
応
す
る
。

　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
学
派
が
類
を
質
料
と
、
種
差
を
形
相
と
呼
ん
だ
（
O
｛
。
　
φ
弓
税
q
∩
け
①
　
国
…
⇔
一
’
　
H
り
①
）
の
に
な
ら
い
、
カ
ン
ト
も
、
類
は
論
理
的
に

　
　
み
る
と
い
わ
ば
質
料
ま
た
は
生
ま
の
基
体
で
あ
り
、
自
然
は
そ
れ
に
少
な
か
ら
ぬ
規
定
で
も
っ
て
働
き
か
け
特
種
と
亜
種
に
な
す
（
鉢

　
　
騨
。
・
8
国
巨
．
お
0
）
、
と
言
う
。
こ
れ
は
包
摂
の
作
用
で
あ
り
、
こ
の
と
き
の
法
則
の
能
力
で
あ
る
悟
性
も
と
も
に
働
く
で
あ
ろ
う
。
反
省

　
　
的
判
断
力
が
働
く
場
合
は
こ
の
よ
う
な
普
逓
が
予
め
与
え
ら
れ
て
い
な
い
で
特
殊
か
ら
未
知
の
普
遍
へ
向
う
。
し
た
が
っ
て
作
用
の
方
向

　
　
は
反
対
に
な
る
。
こ
の
と
き
仮
説
的
に
定
立
さ
れ
た
普
遍
に
特
殊
を
包
摂
し
て
、
そ
れ
が
一
般
に
妥
超
す
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を

　
　
反
省
す
る
。
し
か
し
仮
説
的
に
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
普
遍
は
ど
の
よ
う
に
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
普
遍
は
経
験
的
に
は
与
え

　
　
ら
れ
な
い
。
故
に
理
論
的
な
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
悟
性
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
仮
説
的
な

　
　
普
遍
を
求
め
る
仕
方
も
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
独
自
の
領
域
に
お
い
て
立
法
を
な
す
の
で
な
い
反
省
的

　
　
判
断
力
は
、
論
理
的
に
み
れ
ば
、
他
の
能
力
（
こ
の
場
合
悟
性
）
か
ら
直
接
そ
の
法
則
を
借
り
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
以
上
の
考
察

　
　
が
示
す
如
く
、
そ
う
い
う
能
力
と
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
反
省
的
判
断
力
は
、
与
え
ら
れ
た
現
象
を
、
規
定
さ
れ

　
　
た
自
然
事
物
の
経
験
的
概
念
の
も
と
へ
も
た
ら
す
た
め
に
、
そ
の
現
象
に
図
式
的
に
ω
o
び
Φ
ヨ
鎮
一
ω
畠
に
で
は
な
く
技
巧
的
に
8
0
ゲ
臨
ω
o
ゲ
、

　
　
い
わ
ば
、
悟
性
と
感
能
に
導
か
れ
る
道
具
の
よ
う
に
単
に
機
械
的
に
旨
①
o
ぴ
9
昆
ω
o
甥
で
は
な
く
、
芸
術
…
的
に
搾
自
郎
ω
注
6
ぴ
作
用
す
る
。
い

　
　
わ
ば
我
々
の
判
断
力
に
好
都
合
に
、
自
然
の
特
殊
法
則
（
そ
れ
に
つ
い
て
は
暫
性
は
何
も
蕎
わ
ぬ
）
が
体
系
と
し
て
の
経
験
を
可
能
に

　
　
す
る
の
に
適
わ
し
く
、
体
系
に
お
け
る
自
然
の
合
薦
的
的
秩
序
の
普
遍
的
で
は
あ
る
が
同
時
に
未
規
定
の
原
理
に
従
っ
て
作
用
す
る
」

　
　
（
局
バ
已
◎
汁
Φ
　
朔
一
⇔
一
●
　
切
り
藤
）
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
反
省
的
判
断
力
自
身
が
先
天
的
に
自
然
の
技
巧
を
そ
の
反
省
の
超
越
論
的
原
理
と
す
る
。
そ
し



　
　
て
自
然
は
判
断
力
の
作
用
に
適
合
し
．
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
に
優
然
の
判
定
と
探
究
の
た
め
の
原
理
を
与
え
る
。
　
「
自
然
の
形
式
的

　
　
合
目
的
性
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
に
続
い
て
カ
ン
ト
は
、
長
い
間
の
問
題
で
あ
っ
た
趣
味
判
断
に
つ
い
て
論
ず
る
。
判
断
力
は
包
摂
の
能
力
と
し
て
想
像
力
と
悟
性

　
　
に
関
係
し
、
想
像
力
の
表
象
す
る
特
殊
で
も
っ
て
暫
性
概
念
に
対
応
す
る
対
象
を
表
現
す
る
。
し
か
る
に
反
省
的
判
断
力
に
お
い
て
は
、

　
　
そ
の
よ
う
な
普
遍
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
我
々
は
特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
に
際
し
て
、
悟
性
と
ア
ナ
ロ
ギ
ー
的
関
係
に
あ
っ

　
　
た
。
美
的
趣
味
判
断
の
場
合
に
は
如
何
な
ぎ
概
念
も
関
係
し
な
い
が
、
想
像
力
と
悟
性
の
間
に
或
る
種
の
調
恥
が
成
立
す
る
。
し
か
る
に

　
　
「
如
何
な
る
意
図
の
達
成
も
快
の
感
情
と
結
ば
れ
て
い
る
篇
（
鑓
同
．
　
繕
ゆ
　
¢
．
　
彫
心
）
故
に
、
そ
こ
に
快
の
感
情
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

　
　
こ
の
よ
う
な
想
像
力
お
よ
び
悟
性
は
先
天
的
な
認
識
能
力
で
あ
る
故
に
、
そ
の
調
和
と
そ
れ
に
基
づ
く
快
感
は
、
主
観
的
に
は
普
遍
性
を

　
　
も
っ
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
調
和
的
表
象
は
反
省
的
判
断
力
に
戯
し
て
合
目
的
的
で
あ
り
、
美
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
美

　
　
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
単
に
感
性
的
で
は
な
く
、
反
省
的
判
断
力
に
属
す
る
。
そ
し
て
概
念
的
な
包
摂
関
係
で
は
な
い
が
、
我
々
は
想

　
　
像
力
と
悟
性
と
の
調
和
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
先
天
的
綜
合
判
断
に
お
け
る
包
摂
と
の
類
比
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
美
が
形
式
的
・
主
観
的
含
目
的
性
を
表
わ
す
の
に
対
し
、
有
機
体
は
、
単
に
そ
の
形
式
の
う
ち
に
自
然
の
合
目
的
性
が
考
え
ら
れ
る
ば

　
　
か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
自
然
の
産
物
が
自
然
金
的
2
簿
貝
N
≦
①
o
犀
（
｝
〈
磐
瓢
亀
¢
“
ら
Q
O
）
と
し
て
、
す
な
わ
ち
実
在
的
・
客
観
的
な
合
罎

　
　
的
性
を
表
す
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
わ
る
曇
勝
論
的
判
断
力
は
概
念
に
従
う
反
省
的
判
断
力
で
あ
り
、
理
論

　
　
的
領
野
に
属
す
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
の
言
葉
に
従
う
と
、
　
「
目
的
論
的
判
定
は
、
少
く
と
も
問
題
的
に
は
、
正
当
に
商
道
探
究
へ
導
入
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
自
然
を
、
目
的
の
う
え
か
ら
の
因
果
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
従
っ
て
、
観
察
と
探
究
の
原
理
の
も
と
へ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
ら
す
た
め
に
す
ぎ
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
を
説
明
窪
籠
警
①
⇒
し
ょ
う
と
儲
称
す
る
も
の
で
は
な
い
」
（
M
（
目
・
　
瓢
●
　
q
●
さ
り
b
り
ω
）
。

　
　
点
る
特
殊
な
種
類
の
因
果
性
す
な
わ
ち
陵
的
因
的
結
合
器
首
ω
顕
津
騨
の
助
け
を
借
り
る
こ
と
な
く
、
自
然
の
単
な
る
作
動
因
的
結
合

　
　
直
言
器
⑩
鵠
①
。
鉱
く
¢
ω
（
困
（
目
・
　
儀
●
　
頓
．
　
い
こ
ひ
σ
b
σ
）
に
よ
っ
て
み
て
は
極
め
て
偶
然
的
で
あ
る
良
工
物
に
関
し
て
目
的
論
的
根
拠
は
持
ち
出
さ
れ
る
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の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
客
体
の
概
念
へ
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
然
の
う
ち
に
（
我
々
の
う
ち
に
で
な
く
）
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
或

　
　
る
客
体
に
関
す
る
因
果
性
を
帰
属
さ
せ
る
場
含
、
或
い
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
因
果
性
（
我
々
の
う
ち
に
見
嵐
さ
れ
る
よ
う
な
）
と
の

　
　
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
の
可
能
性
を
表
象
す
る
駕
篭
、
す
な
わ
ち
自
然
を
固
有
な
能
力
に
よ
っ
て
技
巧
的
で
あ
る
と
考
え
る
場

　
　
合
」
（
堅
丁
目
耀
　
鳥
・
　
¢
．
卜
3
N
卜
○
）
で
あ
る
。
作
動
因
的
結
合
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
原
因
と
結
果
と
の
系
列
を
下
向
き
に
ゆ
げ
毛
時
錺
し
か
進
み

　
　
え
な
い
が
、
臼
的
因
的
結
合
は
、
下
向
き
と
頭
隠
に
上
向
き
に
効
珠
≦
時
窃
（
困
（
肖
■
　
氏
・
　
d
。
　
b
3
G
Q
O
）
　
も
進
む
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し
た
が

　
　
っ
て
こ
の
系
列
で
は
、
ひ
と
た
び
結
果
と
呼
ば
れ
た
事
物
も
、
上
に
向
っ
て
は
こ
れ
を
結
果
と
し
て
い
る
事
物
の
原
因
と
呼
・
ぷ
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
カ
ン
ト
は
作
動
因
と
目
的
因
の
二
つ
の
因
果
性
の
み
が
存
在
す
る
と
言
い
、
箭
者
を
実
在
的
原
因
の
連
結
く
Φ
蒔
浮
鶴
篤
二
づ
σ
q
島
霞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
器
翁
ρ
｝
Φ
口
¢
誘
鋤
。
プ
①
昌
、
後
奏
を
観
念
的
原
因
の
連
結
く
・
傷
．
践
Φ
蹴
Φ
昌
q
と
呼
ぶ
（
囲
【
民
．
　
へ
｛
．
　
¢
幽
　
笛
G
O
α
）
。
そ
し
て
自
然
産
物
と
し
て
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
れ
る
事
物
が
、
し
か
も
同
時
に
目
的
と
し
て
、
自
己
自
身
の
原
因
で
あ
る
と
と
も
に
結
果
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
自
然

　
　
旨
的
と
し
て
あ
る
が
（
o
h
●
　
H
（
附
。
　
山
●
　
¢
●
　
b
⇒
も
◎
ω
）
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
e
類
の
見
地
か
ら
、
⇔
個
体
の
成
長
の
う
え
か
ら
、
㈲
一
個
体
の

　
　
部
分
が
互
い
に
生
み
合
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
冤
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
隊
■
猟
群
昏
φ
。
b
。
。
。
G
。
ご
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
然
函
的
、
す

　
　
な
わ
ち
内
的
な
禽
醤
的
性
を
も
つ
と
判
定
さ
れ
る
事
物
に
は
次
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
e
そ
の
諸
部
分
が
、
存
在
の
形
・
態
に
つ
い
て
、

　
　
全
体
に
対
す
る
関
わ
り
合
い
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
何
故
な
ら
そ
の
事
物
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
臼
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の

　
　
事
物
に
含
ま
れ
る
べ
き
一
切
の
も
の
を
先
天
的
に
規
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
概
念
、
或
い
は
観
念
に
包
括
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
◎
そ
の
事
物
の
外
に
あ
る
理
性
的
存
在
者
の
理
念
と
い
う
も
の
を
離
れ
、
単
に
自
然
倒
的
と
し
て
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
諸
部
分
は

　
　
交
互
に
原
因
で
あ
る
と
同
時
に
結
果
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
全
体
、
体
系
的
統
一
を
な
す
よ
う
に
結
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
全
体
の
観
念
が
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
形
式
と
結
合
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
部
分
は

　
　
他
の
諸
部
分
を
産
出
す
る
器
官
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
自
然
臼
的
は
、
有
機
的
に
組
織
さ
れ
、
ま
た
海
量
自
身
を

　
　
有
機
的
に
組
織
す
る
存
在
で
あ
る
（
。
剛
・
只
罫
9
q
8
①
h
）
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
例
え
ば
人
聞
の
芸
術
と
の
ア
ナ
ロ
趣
旨
に
よ
っ
て



　
　
は
説
明
し
尽
さ
れ
な
い
。
有
機
体
を
「
芸
術
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
」
（
H
（
N
陰
　
臨
．
　
¢
．
　
ト
こ
G
Q
刈
）
と
呼
べ
ば
、
そ
こ
に
そ
の
芸
術
家
と
し
て
の
理
性
的

　
　
存
在
者
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
有
機
体
に
は
適
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
命
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
と
呼
べ
ば
、
単
な
る
物
質
に
、

　
　
そ
の
本
質
と
矛
盾
す
る
性
質
を
与
え
て
物
活
論
類
鳳
o
N
9
ω
醤
に
な
る
か
、
ま
た
は
、
物
質
に
は
異
質
的
で
あ
り
、
か
つ
結
合
し
て
い
る

　
　
原
理
一
型
を
添
髪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
膚
機
的
物
質
が
な
お
自
然
産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

　
　
そ
れ
は
魂
の
道
具
と
な
る
か
、
或
い
は
魂
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
て
我
々
は
有
機
体
を
物
体
的

　
　
自
然
か
ら
離
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
有
機
体
は
少
し
も
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
厳
密
に
　
　
抗
え

　
　
ば
、
自
然
の
有
機
的
組
織
は
、
我
々
が
知
る
如
粥
な
る
因
果
性
と
も
何
ら
の
ア
ナ
ロ
ギ
…
的
な
も
の
を
も
持
た
な
い
」
（
閑
び
＾
圃
．
9
b
。
ω
G
。
）

　
　
と
カ
ン
ト
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
全
面
的
な
ア
ナ
ロ
ギ
…
の
否
定
は
、
隠
蟹
的
組
織
の
も
つ
独
特
な
性
格
を
強
調
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ

　
　
る
。
す
な
わ
ち
有
機
的
組
織
の
表
象
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
「
我
々
が
知
る
因
渠
性
」
を
前
提
し
、
そ
れ
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
有

　
　
機
体
の
性
格
を
考
え
た
後
に
、
　
「
厳
密
に
言
え
ば
」
そ
れ
ら
の
他
の
如
何
な
る
因
果
性
と
も
ア
ナ
ロ
ギ
ー
的
で
は
な
い
と
言
う
。
事
実
カ

　
　
ン
ト
は
有
機
的
組
織
に
つ
い
て
、
他
の
因
果
性
と
の
ア
ナ
幽
翠
…
に
よ
っ
て
語
る
。
し
か
し
こ
の
「
我
々
が
知
る
因
果
性
」
と
は
何
で
あ

　
　
る
か
。
既
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
因
果
性
に
つ
い
て
作
動
因
的
結
合
と
爵
的
因
襲
結
合
の
二
つ
の
み
を
認
め
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
二
つ
の

　
　
進
行
の
方
向
か
ら
み
て
も
、
後
者
が
前
者
を
前
提
と
し
て
成
立
し
、
こ
こ
で
詰
る
種
の
ア
ナ
跡
槍
！
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
有
機
体
に
お
け
る
欝
的
論
的
因
果
性
と
機
械
論
酌
因
果
性
（
先
天
的
綜
合
判
断
の
み
な
ら
ず
経
験
的
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
お
け
る
）
と
の
間
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
を
こ
こ
で
主
要
な
問
題
と
す
る
の
で
は
な
い
。
既
述
の
事
柄
、
さ
ら
に
直
ち
に
続
い
て
「
自
然
臼
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
む
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
し
て
の
み
可
能
な
、
そ
れ
ゆ
え
有
機
体
と
呼
ば
れ
る
事
物
が
も
つ
内
的
な
奮
然
の
完
全
性
は
、
我
々
に
知
ら
れ
て
い
る
如
何
な
る
物
上

　
　
能
力
す
な
わ
ち
自
然
能
力
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
我
々
自
身
が
最
も
広
い
意
味
で
の
自
然
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人

　
　
間
的
技
術
ヨ
窪
。
・
o
窯
凶
。
ゲ
①
閣
駕
昌
鴇
に
正
確
に
適
合
し
た
ア
ナ
野
糞
ー
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
決
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
説
明
さ
れ
る

鰯　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
二
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

こ
と
も
で
き
な
い
」
（
囲
（
民
■
鳥
．
ご
．
国
も
Q
Q
Q
）
と
カ
ン
ト
が
述
べ
る
と
き
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
自
然
岡
的
の
機
械
論
的
因
果
性
に
対
す
る
関
係

に
あ
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
感
じ
を
受
け
る
。
膚
機
体
に
お
い
て
、
一
方
で
は
機
械
論
的
因
果
性
は
無
限
に
結
果
を
求
め
て
下
降
し
、
或

い
は
そ
の
原
因
を
求
め
て
上
昇
し
、
遂
に
は
そ
の
個
体
を
超
え
出
て
さ
え
進
行
を
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
、
そ
の
有
機
的
「
個

体
」
は
突
き
破
ら
れ
る
こ
と
な
く
と
ど
ま
る
。
結
果
が
完
結
し
、
そ
の
最
終
の
項
が
第
一
の
原
因
、
原
理
に
よ
っ
て
予
想
さ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
さ
ら
に
機
械
論
的
に
は
最
終
の
結
果
が
騒
的
論
的
に
は
第
一
の
原
因
に
な
る
と
き
、
目
的
論
的
因
果
性
は
成
立
す
る
。
総
て

の
項
は
そ
の
第
一
に
し
て
且
つ
最
終
の
項
に
向
っ
て
い
わ
ば
秩
序
づ
け
ら
れ
、
全
系
列
は
完
結
し
、
こ
こ
に
す
べ
て
の
部
分
は
そ
れ
に
向

っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
べ
き
厨
的
、
全
体
に
よ
っ
て
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
有
機
体
は
、
因
果
の
系
列
の
中
に
下
降

と
上
昇
の
二
つ
の
進
行
方
向
を
も
ち
、
い
ず
れ
も
一
つ
ず
つ
そ
の
項
を
辿
る
こ
と
に
お
い
て
、
目
的
論
的
因
果
性
は
機
械
論
的
因
果
性
と

ア
ナ
ロ
陸
墨
的
で
あ
る
と
肥
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
系
列
が
、
如
何
な
る
仕
方
に
せ
よ
、
最
終
の
項
を
も
つ
こ
と
に
お
い
て
は
、
芸

術
∴
技
術
と
ア
ナ
心
立
ー
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
最
終
項
を
自
己
の
中
に
も
つ
こ
と
、
内
的
に
完
全
に
秩
序
づ
け
ら
れ

た
一
つ
の
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
機
械
論
的
因
果
性
か
ら
み
れ
ば
無
限
に
遠
い
第
一
原
因
と
最
終
結
果
と
が
、
い
わ
ば
飛
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
到
達
さ
れ
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
が
他
な
ら
ぬ
自
己
自
身
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
有
機
体
は
内
的
合
羅

的
性
を
も
つ
の
で
あ
り
、
　
「
我
々
が
知
る
如
何
な
る
因
果
性
」
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
…
を
も
持
た
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
有
機
体
に
お
い
て
、
如
何
に
し
て
隣
接
す
る
二
つ
の
項
、
漂
因
一
結
果
を
逆
に
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
。

カ
ン
ト
は
「
判
断
力
の
二
律
背
反
」
に
関
し
て
一
対
の
命
題
を
提
出
す
る
。
す
な
わ
ち
「
質
料
的
諸
事
物
の
す
べ
て
の
墨
銀
は
単
に
機
械

論
的
法
翔
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
、
「
質
料
鳶
職
事
物
の
或
る
産
出
は
単
に
機
械
論
的
法
則
に
従
っ
て
は
可
能
で
な
い
」
（
離
散
（
剛
・

9
蹟
回
）
と
い
う
の
で
あ
り
、
反
対
命
題
は
、
機
械
論
的
法
期
と
は
全
く
異
る
因
果
性
、
つ
ま
り
目
的
論
的
因
果
性
を
必
要
と
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
、
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
正
命
題
は
規
定
的
判
断
力
の
格
率
で
あ
り
、
反
対
命
題
は
反
省
的
判
断
力
の
格
率
で
あ
る
と
い



　
　
う
こ
と
で
、
互
い
に
矛
盾
し
な
い
と
し
て
解
決
さ
れ
る
。
そ
れ
で
「
私
が
、
質
料
的
自
然
に
お
け
る
す
べ
て
の
出
来
事
を
、
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ま
た
質
料
約
膚
然
の
生
産
物
と
し
て
の
す
べ
て
の
形
相
を
、
そ
の
可
能
性
の
う
え
か
ら
、
単
に
機
械
論
的
法
則
に
従
っ
て
判
定
せ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
ぬ
、
と
言
う
と
き
、
私
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
機
械
論
的
法
劉
に
従
っ
て
の
み
（
他
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
因
果
性
を
閉
め

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
出
す
仕
方
で
）
可
能
で
あ
る
と
言
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
示
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
私
は
常
に
こ
の
よ
う
な
も
の
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
自
然
の
単
な
る
機
械
論
的
構
造
ζ
Φ
。
｝
郵
凱
ω
日
の
原
理
に
従
っ
て
反
省
す
べ
き
で
あ
る
、
何
故
な
ら
自
然
の
機
構
が
探
究
の
根
無
に
お
か

　
　
れ
な
く
て
は
本
来
の
自
然
認
識
は
存
存
し
え
ぬ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
閑
日
辱
　
〔
ド
　
¢
◆
　
b
O
α
目
）
と
述
べ
る
と
き
、
カ
ン
ト
は
、

　
　
自
然
の
探
究
は
自
然
の
機
械
論
的
構
造
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
団
的
論
的
原
理
に
従
っ
て
反
省
す
る
こ
と
が
可
能

　
　
な
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
物
理
的
・
機
械
論
的
説
明
の
格
率
と
、
技
術
的
・
目
的
論
的
な
そ
れ
と
の
間
に
二
律
背
反
が
存
す
る
よ
う
に
考

　
　
え
ら
れ
る
の
は
、
反
省
的
判
断
力
の
自
律
性
を
、
悟
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
法
則
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
規
定
的
判
断
力
の
他
律
性
と
混

　
　
濡
す
る
こ
と
に
基
づ
く
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
な
お
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
有
機
体
の
機
械
論
的
構
造
ζ
Φ
o
び
餌
巳
ω
ヨ
を
探
究
す
る
と
い
う
場
合
、
そ

　
　
れ
は
す
で
に
先
天
的
綜
合
判
断
、
純
粋
自
然
科
学
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
然
の
論
理
的
・
形
式
的
合
鼠
置
鼓
を
前
提
と
し
て
の
反

　
　
省
的
判
断
力
の
対
象
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
い
ま
内
的
合
目
的
性
と
し
て
の
有
機
体
を
対
象
と
す
る
反
省
的
判
断
力
が
、
目
的
論
的
因

　
　
果
性
を
持
ち
込
む
と
い
っ
て
も
、
先
天
的
綜
合
判
断
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
両
者
と
も
に
同
的
論
的
反
省
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
有
機

　
　
体
の
な
か
で
矛
盾
が
起
る
か
否
か
と
い
う
と
き
も
、
有
機
的
舎
認
的
性
を
純
粋
慮
然
科
学
の
機
械
論
的
因
果
性
と
突
き
舎
わ
す
場
合
と
は

　
　
違
っ
た
事
情
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
察
し
う
る
如
く
、
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
対
照
と
は
別
の
仕
方
を
と
る
。
す
な
わ
ち
彼
が
機
械

　
　
論
的
法
則
と
雷
う
と
き
、
悟
性
に
よ
る
普
遍
的
な
純
粋
自
然
科
学
の
法
則
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
直
接
に
ア
ナ
ロ
ギ
ー
的
な
特
殊
的
経
験

　
　
科
学
の
法
則
を
も
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
の
機
械
論
は
論
理
的
・
形
式
的
な
翼
的
論
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
有
機
体
の
内
的
・

　
　
質
料
的
合
尊
慮
性
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
構
成
的
自
然
法
期
に
対
し
て
形
式
的
下
国
的
姓
が
反
省
的
で
あ
る
よ
う
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9
　
に
、
内
的
合
藻
的
性
は
さ
ら
に
そ
の
形
式
横
合
騒
的
性
に
対
し
て
反
省
酌
で
あ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
反
省
は
内
的
合
爵
的
性

　
　
に
お
い
て
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
我
々
は
カ
ン
ト
か
ら
諸
訳
山
盛
性
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
、
立
ち
入
っ

　
　
た
論
理
的
説
明
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
只
ア
ナ
ロ
ギ
ー
と
い
う
欝
葉
だ
け
が
象
微
的
に
こ
の
よ
う
な
事
情
を
示
唆
す
る
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。

　
　
　
次
に
有
機
体
は
機
械
論
的
因
果
性
の
法
則
に
従
っ
て
探
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
内
的
合
圏
的
性
は
機
械
論
的
因
果
性
が

　
　
不
十
分
で
あ
る
の
を
補
う
た
め
に
、
発
見
的
統
網
的
原
理
と
し
て
使
絹
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
単
に
形
式
的
で
は
な
く
質

　
　
料
的
な
合
醸
的
性
で
あ
る
の
で
、
探
究
の
た
め
の
仮
説
的
な
も
の
と
し
て
暫
定
的
、
便
宜
的
に
定
立
さ
れ
た
後
で
、
こ
れ
さ
え
も
や
が
て

　
　
機
械
論
的
結
合
と
し
て
説
心
し
尽
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
機
械
論
的
原
理
で
統
一
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
前

　
　
述
の
「
実
在
酌
原
因
の
完
結
」
と
「
観
念
的
原
因
の
連
結
」
に
関
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
感
じ
を
与
え
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
こ

　
　
の
場
合
は
、
無
限
に
進
行
す
る
機
械
論
的
因
果
結
合
は
、
…
逐
に
飛
躍
的
に
最
終
の
結
果
に
辿
り
つ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
を
完
成
し
、

　
　
さ
ら
に
逆
の
方
向
を
と
っ
て
進
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
故
に
カ
ン
ト
の
思
惟
は
こ
の
よ
う
な
方
法
を
と
ら
ず
、
有
機
体

　
　
に
お
い
て
、
コ
カ
の
因
果
性
が
他
の
因
果
性
の
中
へ
棄
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
有
機
体
は
機
械
論
的
法
則
に
と
っ
て
は
、
有
機
体
を
し

　
　
て
有
機
体
た
ら
し
め
る
ま
さ
に
そ
の
根
拠
に
お
い
て
、
偶
然
的
な
も
の
に
留
ま
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
内
的
合
闘
的
性
は
理
念
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
単
な
る
発
見
的
統
制
的
原
理
に
留
ま
れ
ず
、
し
か
も
こ
の
合
欝
脳
性
が
単
に
形
式
的
で
は
な
く
質
料
的
で
あ
る

　
　
故
に
、
岡
一
自
然
物
に
お
い
て
因
果
の
系
列
の
上
に
さ
ら
に
逆
の
進
行
を
重
ね
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
そ
れ
が
、
或
る
意
味
で

　
　
は
完
全
に
矛
盾
す
る
二
つ
の
系
列
を
規
定
的
と
反
省
的
と
い
う
仕
方
で
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
解
決
さ
れ
る
か
、
闇
題
は
や

　
　
は
り
残
さ
れ
る
と
我
々
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
「
我
々
に
知
ら
れ
ぬ
自
然
そ
の
も
の
の
内
的
根
拠
に
お
い
て
、
同
一
事
物
に

　
　
お
け
る
物
理
的
・
機
械
論
的
結
合
と
が
一
つ
の
原
理
の
う
ち
に
関
連
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
未
決
定
に
残
さ
れ
る
。
た

　
　
だ
我
々
の
理
性
は
そ
れ
ら
を
こ
の
よ
う
な
原
理
の
う
ち
に
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
　
（
園
同
●
　
山
。
　
C
噛
　
卜
σ
㎝
ト
こ
）
と
言
う
の
で
あ
り
、
内
的



　
　
合
闘
的
性
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
し
か
し
我
々
の
理
性
に
よ
っ
て
は
確
言
で
き
ぬ
と
結
ぶ
の
で
あ
る
。
す
で
に
翼
ら
か
な
如
く
、
こ
こ

　
　
で
因
果
の
系
列
に
お
い
て
互
い
に
逆
行
す
る
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
両
者
は
同
質
的
な
も
の
で
は
な

　
　
く
、
一
方
は
実
在
的
な
も
の
と
異
る
観
念
的
・
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
が
単
に
外
部
か
ら
、
発
見
的
統
調
的
原
理
と

　
　
し
て
想
定
さ
れ
る
に
止
ま
ら
ず
内
在
的
な
も
の
と
し
て
働
き
、
実
在
的
な
も
の
と
観
念
的
な
も
の
と
が
一
欄
の
全
体
に
お
い
て
関
わ
り
合

　
　
う
と
さ
え
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
こ
の
理
念
は
論
理
的
反
省
と
し
て
の
内
在
的
使
用
を
超
え
る
。
す
な
わ
ち
「
自
然
目
的
の
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
、
も
は
や
内
在
的
冨
導
き
①
導
（
経
験
の
）
使
用
の
た
め
の
判
断
力
の
単
な
る
概
念
で
は
な
く
し
て
、
自
然
を
超
え
て
定
立
さ
れ
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
劇
的
に
働
く
猛
る
原
因
と
い
う
理
性
の
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
ひ
と
は
肯
定
的
ま
た
は
否
定
的
に
も
判
断

　
　
し
た
い
と
思
う
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
概
念
の
使
用
は
超
越
的
屋
⇔
器
港
自
切
①
募
で
あ
る
」
（
閃
H
o
σ
戸
①
　
国
…
質
ド
　
b
σ
H
刈
）
。
つ
ま
り
探
究
の
た
め
の
仮

　
　
説
と
し
て
は
な
お
残
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
問
題
を
、
カ
ン
ト
は
我
々
の
理
性
を
超
え
る
理
性
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
直
観
的

　
　
悟
性
囲
艮
巳
瓢
く
窪
く
。
湊
鐙
雛
伽
で
あ
る
。

　
　
　
人
間
の
認
識
能
力
は
そ
の
本
性
上
、
二
つ
の
全
く
異
質
的
な
要
素
、
す
な
わ
ち
概
念
に
面
す
る
悟
性
と
、
そ
の
概
念
に
対
応
す
る
感
性

　
　
的
薩
観
を
必
要
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
事
物
の
可
能
性
を
現
実
性
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
人
間
の
悟
性
に
と
っ
て
不
可
避
的
で
あ
る
。
我

　
　
我
の
悟
性
が
直
観
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
悟
性
は
現
実
的
な
も
の
の
ほ
か
に
対
象
を
も
つ
こ
と
は
な
く
、
概
念
と
感
性
的
直
観
は
と
も
に
消

　
　
え
玄
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
単
に
可
能
的
な
も
の
を
現
実
的
な
も
の
か
ら
す
べ
て
我
々
が
区
別
す
る
の
は
、
前
者
は
我
々
の
概
念
お
よ

　
　
び
思
惟
能
力
～
般
に
関
す
る
措
定
℃
◎
㏄
録
○
⇔
の
み
を
意
味
す
る
が
、
後
者
は
（
こ
の
概
念
の
外
に
）
物
自
体
そ
の
も
の
の
定
立
ω
③
ぎ
登
窯
σ
q

　
　
を
意
味
す
る
こ
と
に
基
づ
く
」
（
開
磐
穿
¢
．
』
。
①
こ
の
で
あ
る
。
故
に
こ
の
区
別
は
人
命
の
悟
性
に
と
っ
て
の
み
妥
当
す
る
。
そ
し
て
判

　
　
断
力
が
悟
性
概
念
の
普
遍
へ
包
摂
す
べ
き
騎
殊
の
な
か
に
は
偶
然
性
が
見
出
さ
れ
る
。
我
々
の
悟
性
の
普
遍
に
よ
っ
て
は
、
特
殊
は
質
料

　
　
的
に
規
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
重
ね
て
カ
ン
ト
に
従
う
と
「
我
々
の
悟
性
は
、
そ
の
認
識
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
逸
る
産
物
の
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
認
識
に
あ
た
っ
て
、
分
析
的
普
遍
（
概
念
）
か
ら
特
殊
（
与
え
ら
れ
た
経
験
的
直
観
）
へ
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
性
質
を
も
つ
。
故
に
悟

蜥　
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性
は
、
そ
の
場
合
に
特
殊
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
何
も
規
定
せ
ず
、
か
え
っ
て
経
験
的
楼
観
（
対
象
が
自
然
産
物
な
ら
ば
）
を
概
念
に
包

　
　
摂
す
る
判
断
力
に
こ
の
規
定
を
期
待
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
と
こ
ろ
で
我
々
の
悟
性
の
如
く
に
比
量
的
象
。
。
騨
二
湊
守
で
は
な
く
、
直
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
陣
三
巳
轡
ぞ
で
あ
る
故
に
、
綜
合
的
普
遍
（
全
体
そ
の
も
の
の
直
観
）
か
ら
特
殊
へ
進
む
悟
性
、
す
な
わ
ち
全
体
か
ら
部
分
へ
進
む
悟
性
を

　
　
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
こ
の
悟
性
と
全
体
に
つ
い
て
の
悟
性
の
表
象
は
、
全
体
に
つ
い
て
の
規
定
さ
れ
た
形
相
を
可
能
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
た
め
、
部
分
の
結
合
の
偶
然
性
を
自
己
の
中
に
含
ま
な
い
」
（
｝
（
巴
●
　
（
剛
。
　
¢
●
　
b
O
“
も
○
）
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
く
議
論
の
要
点
は
、

　
　
我
々
の
悟
性
に
従
え
ば
、
良
然
の
実
在
的
全
体
は
諸
部
分
の
働
き
合
う
力
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
今
、
比
量
的
悟
性
の
よ
う
に
金
体

　
　
の
可
能
性
が
部
分
に
依
存
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
直
観
的
悟
性
の
よ
う
に
部
分
の
可
能
が
全
体
に
依
存
す
る
、
と
い
う
考
え
方
を
我

　
　
我
の
悟
性
へ
持
ち
込
む
な
ら
ば
、
部
分
を
連
結
す
る
可
能
根
拠
が
全
体
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
（
そ
れ
で
は
比
量
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
識
に
矛
盾
す
る
か
ら
）
、
全
体
の
表
象
が
そ
の
全
体
の
形
相
の
可
能
と
、
そ
の
全
体
に
必
要
な
諸
部
分
の
連
結
の
可
能
根
拠
を
含
む
、
と

　
　
い
う
こ
と
に
な
る
（
寡
踏
冠
．
（
嗣
■
¢
■
ω
諺
ご
。
も
ち
ろ
ん
部
分
…
全
体
－
全
体
の
表
象
の
関
係
で
重
点
は
強
調
さ
れ
た
「
表
象
」
に
あ

　
　
り
、
こ
れ
が
反
省
的
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
カ
ン
ト
は
、
昌
的
論
的
因
果
性
と
自
然
法
則
の
因
果
性
と
の
関
係
を
述
べ
な
が
ら
も
、
既
述

　
　
の
如
く
、
前
者
を
後
者
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
前
者
を
自
然
に
内
在
す
る
と
認
め
た
う
え
で
、
後
者
と
矛
盾
し
な
い
性
質
を
与
え
る

　
　
こ
と
に
努
め
、
ま
た
宴
実
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
先
天
的
綜
合
判
断
と
有
機
体
に
関
す
る
目
的
論
的
判

　
　
定
と
の
距
離
が
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
我
々
は
、
自
然
目
的
と
し
て
の
世
界
の
事
物
に
関
し
、
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
…

　
　
に
従
っ
て
、
我
々
が
芸
〔
技
〕
術
作
晶
と
呼
ぶ
翻
る
産
物
の
形
桐
の
根
拠
と
し
て
根
源
的
存
在
者
の
原
因
性
を
考
え
る
こ
と
は
十
分
に
許

　
　
さ
れ
る
し
（
困
（
騰
．
　
（
酬
■
　
d
’
　
G
ゆ
G
O
O
Q
）
と
述
べ
る
と
き
、
比
量
的
悟
性
－
直
観
的
梧
性
、
模
型
的
知
性
ぎ
富
娼
Φ
o
讐
ω
Φ
o
蔓
℃
餌
。
。
i
原
型
心
知

　
　
性
瞥
世
貰
。
び
Φ
受
℃
蕊
（
｝
（
吋
．
　
臨
■
¢
．
卜
⊇
刈
鉢
）
の
問
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
は
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
比
量
的
か
ら
直
観
的
へ
の
方
向

　
　
と
は
逆
に
、
模
型
を
可
能
に
す
る
原
型
が
、
反
省
的
に
で
あ
れ
、
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
情
を
カ
ン
ト
は
以
下
の
如
く
述
べ
る
、

　
　
「
現
象
と
し
て
の
外
的
対
象
に
つ
い
て
は
、
飼
的
へ
関
係
す
る
十
分
な
根
拠
が
全
く
見
出
さ
れ
え
ず
、
た
と
え
こ
の
根
拠
が
自
然
の
う
ち



に
存
し
て
い
て
も
、
自
然
の
超
感
性
的
基
体
（
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
　
一
切
の
可
能
な
洞
察
が
我
々
に
は
遮
断
さ
れ
て
い
る
）
の
う

ち
に
の
み
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
醤
縁
結
含
に
対
す
る
説
明
根
拠
を
自
然
自
身
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
断

じ
て
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
最
高
の
根
拠
を
、
轍
界
原
因
と
し
て
の
馨
る
根
源
的
無
性
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と
は
、
人

閥
の
認
識
能
力
の
性
質
か
ら
必
然
的
で
あ
る
」
（
調
門
。
　
へ
州
　
O
■
　
O
刈
窃
）
。

三

　
　
有
機
的
合
冒
的
性
の
考
察
か
ら
直
観
的
悟
性
の
理
念
へ
進
ん
だ
カ
ン
ト
は
、
次
に
「
目
的
論
的
判
断
力
の
方
法
論
」
に
お
い
て
体
系
的

　
　
自
然
・
世
界
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
「
附
録
」
の
名
の
添
す
如
く
、
先
の
美
的
、
有
機
的
会
目
的
性
と
同
じ
意
味
で
翻
る
特
定
の

　
　
合
目
的
性
に
つ
い
て
論
ず
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
中
心
は
目
的
論
的
世
界
考
察
下
鮎
①
鼠
○
σ
q
『
。
『
Φ
＜
謬
開
ぴ
Φ
霞
節
。
窪
＝
路
α
q

　
　
（
囚
N
‘
　
議
。
　
α
・
　
い
刈
戯
）
　
に
あ
り
、
自
然
に
お
げ
る
最
高
の
叡
智
の
問
題
を
受
け
継
ぐ
。
す
な
わ
ち
前
の
諸
合
早
言
性
が
各
々
の
仕
方
で
承
唆

　
　
し
た
自
然
の
最
高
統
一
そ
の
も
の
を
扱
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
目
的
論
的
詩
界
考
察
と
前
記
三
つ
の
閉
的
論
と
の
関
係
は
明
ら
か

　
　
で
な
い
。
有
機
的
合
鼠
的
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
も
、
　
一
方
か
ら
他
方
へ
の
発
展
・
継
続
的
、
体
系
的
移
行
の
途
は
示
さ
れ
な
い
。

　
　
勿
論
こ
こ
で
も
、
前
述
の
如
く
、
体
系
と
し
て
の
自
然
の
舎
目
的
性
を
与
え
る
悟
性
は
、
我
々
の
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
表
象

　
　
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
原
型
的
知
性
、
模
型
的
知
性
と
い
う
場
合
も
、
本
来
人
間
に
よ
っ
て
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
事
態

　
　
を
、
対
象
自
体
の
側
か
ら
、
真
理
に
よ
っ
て
考
え
る
（
o
｛
9
　
剛
（
璽
’
　
島
・
　
φ
’
　
G
O
G
Q
①
）
な
ら
ば
、
と
い
う
の
で
あ
り
、
原
型
か
ら
模
型
を
規
定
す

　
　
る
と
い
う
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
有
機
体
に
あ
っ
て
は
機
械
論
的
因
果
性
と
目
的
論
的
因
果
性
と
が
超

　
　
感
性
的
原
理
の
う
ち
で
合
一
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
定
か
ら
、
さ
ら
に
目
的
論
的
体
系
と
し
て
の
自
然
へ
進
み
行
き
つ
つ
あ

　
　
る
。
し
か
し
同
時
に
絶
え
ず
出
発
点
、
す
な
わ
ち
確
実
に
真
理
性
に
達
し
え
た
か
の
先
天
的
綜
合
判
断
を
振
り
返
っ
て
は
、
益
々
我
々
が

　
　
不
確
実
性
へ
入
り
込
む
の
を
恐
れ
る
が
如
く
反
省
を
重
ね
て
い
く
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
故
に
敢
て
進
む
の
で
あ
る
か
。
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七
六

　
さ
て
、
理
性
に
よ
っ
て
属
的
の
概
念
を
構
成
し
、
自
然
の
事
物
の
外
的
な
貫
合
国
的
性
を
自
的
の
体
系
と
な
す
の
は
、
地
上
に
お
い
て

人
聞
の
み
で
あ
る
。
自
然
が
一
つ
の
欝
的
論
的
体
系
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
人
間
は
そ
の
本
分
か
ら
言
っ
て
、
自
然
の
最
後
の
目
的

鳥
巽
蘇
N
8
N
芝
①
o
犀
伽
2
2
鎮
郎
吋
で
あ
る
（
隊
吋
．
　
焦
’
　
¢
・
　
鵜
り
㊤
｛
’
）
。
し
か
る
に
「
任
意
の
掻
的
一
般
に
対
し
て
（
し
た
が
っ
て
そ
の
自
由

に
お
い
て
）
理
性
的
存
在
者
の
有
能
性
を
産
み
出
す
こ
と
が
文
化
で
あ
る
」
　
（
捧
・
穿
O
e
し
。
O
O
）
か
ら
、
文
化
の
み
が
宙
然
に
帰
す
る
こ

と
の
で
き
る
最
後
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
文
化
が
薩
ち
に
世
界
の
存
在
の
、
す
な
わ
ち
造
化
〔
創
造
〕
の
究
極
目

的
国
博
曾
≦
Φ
O
魏
伽
霧
U
霧
①
ぎ
。
。
①
汐
興
宅
①
一
計
匹
」
．
氏
霧
ω
O
ゲ
α
も
営
旨
α
q
（
H
（
嬬
。
　
餌
●
　
q
・
　
Q
Q
O
ω
）
と
は
言
わ
れ
え
な
い
。
入
間
は
自
然
存
在

で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
無
想
体
2
0
g
導
①
8
⇔
で
あ
り
、
そ
こ
に
超
感
性
能
力
（
自
由
）
と
そ
の
能
力
が
最
高
目
的
と
し
て
自
己
に
立

て
う
る
世
界
に
お
け
る
最
高
善
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
糊
，
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
入
間
（
そ
れ
故
ま
た
批
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
）
に
つ
い
て
は
、
何
の
た
め
に
（
租
①
ヨ
曽
塗
Φ
ヨ
）
彼
が
存
在
し
て
い
る
か
と
な
お
問
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
存

在
は
、
最
高
臼
的
そ
の
も
の
を
自
身
の
う
ち
に
も
ち
、
彼
は
で
き
る
限
り
全
自
然
を
そ
れ
に
従
わ
せ
う
る
の
で
あ
り
、
．
少
く
と
も
そ
の
最

高
属
的
に
背
い
て
虜
然
の
如
何
な
る
影
響
に
も
自
己
が
服
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
さ
て
世
界
の
諸
事
物
が
、
そ
の

実
存
在
の
う
え
か
ら
依
存
す
る
存
在
者
と
し
て
、
霊
的
に
従
っ
て
行
為
す
る
最
高
の
原
因
を
必
要
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
造
化
の
究
極

鼠
的
で
あ
る
」
（
H
（
圏
・
　
焦
．
　
¢
’
　
G
O
O
α
）
。
肖
然
は
、
人
山
が
究
極
目
的
で
あ
り
う
る
た
め
に
人
間
自
身
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
対
し
、
人

間
を
準
備
す
る
。
こ
れ
が
文
化
で
あ
り
、
こ
の
文
化
が
意
義
を
も
つ
の
は
も
は
や
自
然
に
お
い
て
で
は
な
く
、
入
間
の
自
由
に
よ
る
道
徳

を
通
し
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
「
自
然
し
は
、
脳
性
に
よ
る
機
械
論
的
な
も
の
以
来
、
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
た
。
各
々
の
鐵

的
論
に
従
っ
て
も
そ
れ
だ
け
の
「
諸
自
然
偏
が
あ
っ
た
と
さ
え
管
瞬
え
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
結
局
「
一
つ
の
自
然
」
に
統
一
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
。
或
い
は
各
々
の
諸
自
然
に
鳶
ま
る
の
で
あ
る
か
。
こ
の
問
い
は
直
ち
に
カ
ン
ト
に
お
け
る
哲
学
の
体
系
、
単
に
主
観
的
、
反
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
な
も
の
で
あ
れ
、
少
く
と
も
理
性
の
体
系
に
向
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
自
然
の
最
後
の
霞
碧
し
　
「
造
化
の
究
極
目
的
し
と

い
う
と
き
、
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
は
こ
れ
ら
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
う
の
で
あ
る
か
。
も
ち
ろ
ん
「
批
判
」
の
立
場
を
保
持



　
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
入
間
は
如
何
な
る
意
味
の
「
自
然
」
を
も
超
え
出
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
事
実
、
上
記
の
文
化
と
道
徳
と
の
区

　
別
は
外
な
ら
ぬ
こ
の
こ
と
を
播
示
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
自
然
篇
の
意
味
の
多
義
性
に
応
じ
、
カ
ン
ト
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
必
ず
し

　
　
も
露
明
的
と
言
え
な
い
よ
う
に
患
わ
れ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
人
間
が
慮
然
を
種
々
の
仕
方
で
使
用
し
利
用
す
る
能
力
が
交
化
で
あ
る
。
文
化
の
進
歩
と
と
も
に
下
酒
階
級
は
他

　
　
か
ら
の
麦
配
、
圧
迫
に
対
し
、
ま
た
上
層
…
階
級
は
内
か
ら
の
不
満
、
執
着
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
苦
悩
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
…
、
そ

　
　
の
輝
や
か
し
い
悲
惨
は
ま
さ
に
人
類
に
お
け
る
自
然
素
質
の
発
展
と
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
し
て
自
然
そ
の
も
の
の
目
的
は
、
た
と
え
そ
れ

　
　
が
我
々
の
唐
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
自
然
の
究
極
意
図
を
遂
行
し
う
る
唯
二
の
形
式
的

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
制
約
は
、
市
罠
社
会
と
呼
ば
れ
る
全
体
に
お
け
る
合
法
的
権
力
が
、
相
互
に
対
抗
す
る
自
由
を
濫
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
置
か
れ
る
場
合

　
　
の
、
人
間
相
互
の
関
係
に
お
け
る
綱
度
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
市
民
社
会
に
お
い
て
の
み
自
然
素
質
の
最
大
の
発
展
が
起
り
う
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
人
間
が
市
上
社
会
を
見
出
す
に
十
分
な
ほ
ど
怜
渕
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
強
制
に
す
す
ん
で
従
う
に
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
分
な
ほ
ど
賢
明
で
あ
る
と
し
て
も
、
市
民
社
会
の
た
め
に
な
お
世
界
市
民
的
全
体
、
す
な
わ
ち
互
い
に
不
利
に
働
く
危
険
に
あ
る
諸
国
家

　
　
の
す
べ
て
か
ら
な
る
体
系
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
囚
肖
畢
　
〔
憎
　
α
．
　
c
◎
O
ド
｛
．
）
。
こ
れ
が
な
い
限
り
戦
争
は
不
可
避
で
あ
る
。
戦
争
は
意
図

　
　
さ
れ
ぬ
企
て
で
あ
る
が
、
膨
面
に
そ
れ
は
最
高
の
知
恵
が
深
く
隠
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
も
つ
恐
ら
く
意
図
的
な
企
て
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

　
　
は
人
類
を
極
め
て
恐
し
い
困
窮
へ
追
い
込
む
が
、
茶
器
に
文
化
に
役
立
つ
す
べ
て
の
才
能
を
最
高
度
に
ま
で
発
展
さ
せ
る
動
機
と
も
な
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
は
、
法
的
社
会
の
実
現
を
熱
了
す
る
カ
ン
ト
が
他
面
で
倫
理
的
な
も
の
か
ら
、
　
一
応
離
れ
て
歴
史
を
扱
っ
た
場
合
の
彼
の
階
級
、

　
　
国
家
、
歴
史
観
で
あ
る
。
我
々
は
今
こ
の
内
容
を
問
題
に
は
せ
ず
、
こ
こ
で
憶
わ
れ
る
「
自
然
」
に
注
覆
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な

　
　
「
同
然
」
は
『
春
期
力
批
判
』
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
、
政
治
を
扱
っ
た
諸
論
文
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
如
何
に

　
　
し
て
「
批
判
」
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
か
一
我
々
は
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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す
で
に
見
た
如
く
、
自
然
の
諸
産
物
の
合
只
々
性
に
関
し
我
々
は
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
目
的
論
的
原
理
に

従
っ
て
自
然
の
探
究
は
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
自
然
は
機
械
論
的
な
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
自
然

科
学
的
な
霞
然
に
尽
き
な
い
。
そ
し
て
こ
の
探
究
は
や
が
て
、
経
験
的
に
し
か
知
ら
れ
ぬ
自
然
の
諸
目
的
か
ら
自
然
の
最
高
原
因
お
よ
び

そ
の
性
質
を
推
論
し
よ
う
と
い
う
試
み
、
自
然
神
学
へ
繋
が
る
（
目
（
目
。
　
魁
●
　
¢
。
　
G
ゆ
O
①
）
。
　
し
か
し
自
然
神
学
は
、
ど
れ
ほ
ど
探
究
が
進
め
ら

れ
た
と
し
て
も
造
化
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
は
何
ご
と
も
言
わ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
問
う
こ
と
さ
え
し
な
い
。
何
故
な
ら
「
造
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
創
造
）
ω
。
び
α
℃
臨
毎
薦
し
と
は
「
徴
界
あ
る
い
は
世
界
の
う
ち
の
諸
事
物
（
実
体
的
存
在
者
）
の
存
在
の
原
因
し
　
（
〆
び
鐸
¢
齢
。
。
8
）
で

あ
り
、
書
葉
そ
の
も
の
の
意
味
に
従
っ
て
嚢
。
o
ε
簿
δ
。
陰
日
び
ω
＄
⇔
島
㊤
Φ
o
ω
け
自
①
9
鳥
。
で
あ
る
な
ら
、
造
化
の
究
極
目
的
を
間
う
こ
と
は
世
界

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
様
網
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
の
存
在
そ
の
も
の
の
原
因
を
奪
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
・
世
界
の
存
在

そ
の
も
の
の
根
拠
を
問
う
と
き
、
そ
の
詠
い
は
自
然
・
旗
界
を
超
え
て
深
め
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
「
自
然
の
最
後
の
目
的
」
と
言
い

な
が
ら
、
　
「
自
然
の
究
極
目
的
」
と
雷
わ
ず
に
「
造
化
の
究
極
圏
的
」
と
言
う
と
き
意
味
さ
れ
る
も
の
は
こ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
は
「
自
然
の
一
思
極
圏
的
」
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
形
容
矛
盾
で
さ
え
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
自
然
神
学
は
神
学
を
基
礎
づ
け

よ
う
と
す
る
試
み
を
果
た
し
え
ず
、
単
に
自
然
目
的
論
℃
げ
遂
置
。
財
Φ
8
鉱
①
o
δ
σ
q
δ
（
H
（
巴
。
　
匙
亀
　
¢
噸
　
ω
O
刈
）
に
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ

し
自
然
の
存
在
の
目
的
は
自
然
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
自
然
神
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
目
的
関
係
は
霞

然
の
う
ち
に
捌
約
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
自
然
の
諸
雪
的
の
す
べ
て
を
一
体
系
と
す
る
よ
う
な
最
高
の
原
因
へ
は
達

す
る
こ
と
が
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
の
理
論
的
使
用
は
客
観
の
説
明
に
お
い
て
、
経
験
的
与
件
以
上
に
属
性
を
附
与
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
理
性
の
実
践
的
使
用
に
基
づ
く
最
高
存
在
者
の
理
念
が
、
先
天
的
に
我
々
の
根
砥
に
存
し

て
お
り
、
こ
れ
が
我
々
を
し
て
自
然
目
的
論
の
不
十
分
を
補
わ
せ
、
そ
れ
を
神
性
0
9
野
の
評
の
概
念
（
H
（
巴
’
魁
．
d
．
G
o
O
O
Q
）
へ
高
め
さ
せ
る
。

し
た
が
っ
て
道
徳
神
学
ζ
o
同
巴
騒
①
○
ぴ
σ
q
δ
（
倫
理
神
学
国
曄
陣
。
夢
①
o
ぴ
σ
q
δ
）
（
臨
監
焦
・
q
ω
O
①
）
　
の
み
が
究
極
目
的
を
与
え
る
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
の
究
極
目
的
の
み
が
自
然
の
目
的
論
的
体
系
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
「
人
間
な
し
に
は
全
造
化
は
単
な
る
荒



　
　
野
で
あ
り
、
無
益
で
あ
り
、
究
極
臼
的
を
欠
く
で
あ
ろ
う
」
（
㎏
（
同
●
　
鳥
■
　
C
・
　
ω
μ
卜
⊃
）
と
　
冨
う
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
、
自
然
の
目
的

　
　
論
的
体
系
を
可
能
に
す
る
も
の
が
人
間
の
認
識
能
力
（
理
論
理
性
）
で
あ
る
と
か
、
ま
た
世
界
を
観
る
げ
象
鑓
。
馨
窪
こ
と
（
囚
園
山
．
9

　
　
ω
欝
）
の
で
き
る
何
人
か
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
よ
う
に
世
界
を
観
る
こ
と
b
ご
①
霞
8
警
§
σ
q
が
究
極
昌
的
を
も
た
ぬ

　
　
事
物
以
外
に
何
物
を
も
明
ら
か
に
し
な
い
な
ら
ば
、
世
界
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
轍
界
の
存
在
に
対
し
て
何
の
価
値
も
生
ず
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
世
界
の
究
極
騒
的
が
予
め
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
世
界
を
観
る

　
　
こ
と
名
①
喜
象
露
。
簿
§
σ
q
さ
え
も
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
」
（
開
目
。
　
焦
。
　
ご
噸
ω
H
G
◎
）
。
つ
ま
り
我
々
は
究
極
鼠
的
な
し
に
も
或
る
仕
方
で
世
界

　
　
を
観
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
本
来
、
世
界
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
世
界
の
存
在
・
造
化
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

　
　
を
含
み
、
そ
の
よ
う
な
価
値
の
あ
る
世
界
の
開
方
は
究
極
目
的
を
前
提
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
世
界
を
観
る
老

　
　
は
同
時
に
道
徳
的
存
在
老
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
こ
に
も
カ
ン
ト
に
お
け
る
実
践
理
性
の
優
位
の
思
想
を
認
め
る
こ
と
が
で

　
　
き
よ
う
。
世
界
を
観
る
こ
と
は
究
極
目
的
に
よ
っ
て
の
み
価
値
を
も
つ
。
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
我
々
は
、
世
界
を
観
る
と
い
う
こ
と
が
究
極

　
　
目
的
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
さ
れ
る
こ
と
を
も
知
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
来
、
観
る
こ
と
は
有
る
も
の
を
観
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限

　
　
り
理
論
的
で
あ
る
。
ま
た
究
極
目
的
は
道
徳
的
存
在
者
を
示
し
、
有
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
践
的
で
あ
る
。
故
に
世
界
を

　
　
観
る
と
い
う
こ
と
が
究
極
目
的
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
的
な
も
の
が
実
践
的
な
も
の
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る

　
　
こ
と
を
意
昧
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
勿
論
こ
の
こ
と
は
豊
春
の
統
｝
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
究
極
繕
的
は
依
然
と
し
て
自
然
を
超

　
　
え
て
あ
り
、
観
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
し
か
し
同
時
に
両
者
は
分
離
し
な
が
ら
も
な
お
関
わ
り
合
っ
て
い
る
。

　
　
　
自
然
の
最
後
の
目
的
を
問
題
に
し
、
さ
ら
に
造
化
（
創
造
）
の
究
極
目
的
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
我
々
は
、
今
や
神
の
創
造
の
問
題
を

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
反
省
的
に
取
り
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
か
の
先
天
的
綜
合
判
断
か
ら
最
も
遠
く
に
あ
り
、
理
論
的
に
は
独
断
的
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
カ
ン
ト
は
目
的
論
的
反
省
を
進
め
る
に
つ
れ
て
そ
の
都
度
反
省
的
性
格
を
重
ね
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
批
判
」
の
立
場
を
保
持
し
よ
う

　
　
と
努
め
る
。
つ
ま
り
「
独
断
的
」
と
「
反
省
的
」
と
は
貯
砂
を
な
し
て
進
め
ら
れ
る
。
　
『
判
断
力
批
判
』
が
な
お
「
批
判
」
で
あ
る
所
以

639　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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八
0

64
9
　
で
あ
る
。
こ
の
造
化
の
究
極
昌
的
も
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
人
間
理
性
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
理
論
的
な
自
然
目
的
論
を

　
　
補
う
も
の
と
し
て
の
道
徳
的
屠
的
論
は
、
我
々
自
身
の
諸
欝
的
へ
の
関
係
に
関
わ
り
、
さ
ら
に
世
界
に
お
い
て
我
々
が
目
指
さ
ね
ば
な
ら

　
　
ぬ
究
極
隠
的
に
関
わ
り
、
ま
た
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
目
的
と
琶
界
と
の
交
互
的
関
係
、
お
よ
び
そ
の
目
的
遂
行
の
外
的
な
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
性
に
も
関
わ
る
。
し
た
が
っ
て
道
徳
的
目
的
論
は
必
然
的
に
「
一
方
で
は
自
由
の
法
剛
定
立
と
、
ま
た
他
方
で
は
自
然
の
法
則
定
立
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
関
連
す
る
」
　
（
｝
ハ
円
．
　
畠
・
　
Q
．
　
ら
ゆ
H
ゆ
）
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
形
式
的
な
理
性
制
約
と
し
て
の
道
徳
的
法
則
は
、
そ
れ
自
身
独
立
に
我
々
に

　
　
対
し
て
義
務
を
課
す
る
。
し
か
し
そ
れ
が
世
界
に
お
い
て
可
能
に
な
る
た
め
に
、
道
徳
的
法
則
は
我
々
に
義
務
と
し
て
単
に
形
式
的
で
は

　
　
な
い
究
極
目
的
を
も
先
天
的
に
課
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
究
極
目
的
と
は
「
自
由
に
よ
っ
て
可
能
な
、
世
界
に
お
け
る
最
高
善
」
　
（
開
手

　
　
鮮
d
’
。
。
b
。
國
）
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
が
道
徳
的
法
則
の
も
と
に
究
極
目
的
を
定
立
し
う
る
た
め
の
主
観
的
制
約
は
幸
福
で
あ
り
、
徴
界
に

　
　
お
い
て
究
極
圏
的
と
し
て
促
進
せ
ら
る
べ
き
最
高
の
霞
然
的
善
が
幸
福
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
が
幸
福
で
あ
る
に
相
応
し
い
価
値
と
し

　
　
て
の
道
徳
の
法
則
に
調
涌
す
る
と
い
う
客
観
的
制
約
の
も
と
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
徳
と
福
と
の
一
致
を
単
に
人
間
理
性
の
う
ち
に

　
　
お
い
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
我
々
が
道
徳
的
法
界
に
か
な
っ
て
究
極
目
的
を
立
て
る
た
め
に
は
、
道
徳
的
世
界
原
因

　
　
（
世
界
主
宰
春
芝
①
回
讐
跨
①
び
窪
）
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
（
囚
誉
〔
ド
q
も
。
b
。
b
。
）
。
神
は
要
請
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
道
徳
的
神
学
に
至
っ
て
目
無
論
的
体
系
は
整
う
。
し
か
し
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
造
化
の
究
極
目
的
で
あ
り
、
自
然
に

　
　
属
さ
な
い
の
と
岡
じ
く
、
道
徳
的
要
請
と
し
て
の
神
が
霞
然
の
中
に
存
し
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
究
極
醤
的
か

　
　
ら
螺
髪
は
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
も
の
を
規
定
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
践
的
信
と
も
密
接

　
　
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
る
が
、
先
ず
道
徳
約
法
翔
を
通
し
て
の
究
極
倒
的
は
単
に
主
観
的
実
践
的
実
在
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が

　
　
い
わ
ば
客
観
的
な
造
化
、
世
界
に
お
い
て
も
な
お
考
え
う
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
、
さ
ら
に
は
、
諸
目
的
が
そ
れ
に
向
っ
て
秩
序
づ
け
ら

　
　
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
究
極
目
的
は
自
然
を
超
え
る
と
は
い
え
、
秩
序
の
系
列
ほ
自
然
、
世
界
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
仕

　
　
方
で
観
ら
れ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
（
例
え
ば
先
の
喜
界
市
民
的
社
会
の
如
く
）
、
　
こ
の
場
合
そ
の
よ
う
な
理
論
的
立
場
の
成
立
す



　
　
る
根
拠
が
欝
欝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
自
然
目
的
論
が
提
示
し
た
如
く
、
理
性
に
か
な
っ
て
判
断
す
れ
ば
顕
然
の
い

　
　
か
な
る
も
の
も
目
的
な
し
に
存
在
し
な
い
と
想
定
す
る
根
拠
を
我
々
は
も
っ
て
お
り
、
ま
た
造
化
が
究
極
呂
的
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

　
　
は
道
徳
的
目
的
と
調
和
す
る
と
考
え
る
外
は
な
い
（
o
幽
．
　
囚
残
“
　
（
剛
．
　
¢
9
　
ら
Q
鱒
q
）
の
で
あ
り
、
結
局
そ
の
客
観
的
可
能
性
に
関
し
て
も
た
だ
理

　
性
的
存
在
者
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
性
的
存
在
者
の
実
践
理
性
は
こ
の
よ
う
な
究
極

　
　
目
的
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
法
則
が
世
界
に
お
い
て
可
能
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
究
極
属
的
は
理
論
的
で
は
な
く
実
践
的
で
あ

　
　
り
、
究
極
霞
的
の
世
界
に
お
け
る
客
観
的
実
在
性
と
い
っ
て
も
、
主
観
的
実
践
的
実
在
性
か
ら
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
と
我
々
は
言
わ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
そ
れ
で
は
理
論
的
な
原
理
か
ら
は
何
が
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
反
省
的
判
断
力
の
原
理
に
従
え
ば
、
融
然
の
合
醒
的
的
な
産
物
に
対

　
　
し
て
自
然
の
最
高
の
原
因
を
想
定
す
る
根
拠
が
我
々
に
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
の
よ
う
な
根
源
的
存
在
嚢
に
関
し
て
究
極
目
的
を
も
想

　
　
定
し
て
み
る
根
拠
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
存
在
春
の
存
在
を
説
明
す
る
に
ま
だ
十
分
で
は
な
い
が
、
少
く
と

　
　
も
、
統
一
的
な
世
界
は
、
究
極
鼠
的
を
こ
の
心
界
の
存
在
の
根
概
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
ろ
で
造
化
の
究
極
目
的
と
は
我
々
の
純
粋
な
実
践
理
性
の
究
極
鑓
的
に
調
和
す
る
如
き
世
界
の
性
状
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
道
徳
的

　
　
法
則
を
通
じ
て
、
究
極
目
的
が
突
現
可
能
で
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
根
拠
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
自
然
が
そ
の
実
現
に
協

　
　
冷
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
そ
の
達
成
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
か
ら
、
造
化
の
究
極
爵
的
に
調
和
す
る
諸
事
物
の
本
性
を
想
定
す
る
根
拠
を
も

　
　
つ
。
す
な
わ
ち
我
々
は
、
世
界
に
つ
い
て
も
造
化
の
究
極
目
的
を
想
定
す
る
道
徳
的
根
拠
を
も
つ
の
で
あ
る
（
o
幽
・
　
M
（
同
．
　
（
囲
．
　
¢
。
　
も
o
b
ρ
曵
）
。
し

　
　
か
し
こ
れ
は
ま
だ
「
道
徳
欝
的
論
か
ら
神
学
へ
、
す
な
わ
ち
世
界
の
道
徳
的
主
宰
岩
の
存
在
へ
の
推
論
」
（
剛
（
同
．
山
．
¢
甲
も
ゆ
ゆ
刈
）
で
は
な
い
。

　
　
究
極
照
的
を
も
つ
よ
う
な
造
化
、
す
な
わ
ち
究
極
国
的
に
か
な
っ
た
事
物
の
存
在
に
対
し
て
は
、
第
一
に
叡
智
的
存
在
者
が
想
定
さ
れ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ば
な
ら
な
い
が
、
第
二
に
は
単
な
る
叡
智
的
存
在
者
で
は
な
く
同
聴
に
世
界
主
宰
者
と
し
て
の
道
徳
的
存
在
者
す
な
わ
ち
神
が
想
定
さ
れ

　
　
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
道
徳
的
塵
界
主
宰
嚢
を
要
請
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
究
極
鐸
的
の
う
ち
に
存
す
る
如
き
道
徳
法
則
と
そ
の
客

659　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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二

体
に
関
す
る
構
想
的
性
の
可
能
性
を
全
く
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
第
二
の
推
論
は
判
断
力
を
満
足
さ

せ
、
反
省
的
判
断
力
に
妥
当
す
る
（
o
h
。
　
緊
壇
’
　
伽
■
　
¢
●
　
G
O
b
⊃
↓
）
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
純
粋
に
道
徳
的
・
実
践
的
な
理
性
か
ら
、
そ
れ
が
世
界
の

存
在
の
根
拠
へ
も
関
わ
る
も
の
と
し
て
の
い
わ
ば
世
界
的
・
実
践
的
な
理
性
へ
の
推
移
が
な
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
具
体
的

に
は
、
道
徳
的
目
的
論
か
ら
道
徳
的
神
学
へ
の
推
移
に
お
い
て
、
人
間
理
性
に
関
し
て
み
れ
ば
、
道
徳
的
か
ら
技
術
的
へ
、
或
い
は
実
践

的
か
ら
実
践
的
・
理
論
的
へ
の
移
り
行
き
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
道
徳
的
法
則
の
可
能
性
と
そ
の
客
体
に
関
わ
る
合
目
的
性
の
可

能
性
が
同
時
に
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
こ
に
道
徳
的
に
立
法
的
な
最
高
の
働
界
主
宰
者
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
。
こ

の
推
移
は
最
上
善
か
ら
最
高
善
へ
の
推
移
を
想
わ
せ
る
。
道
徳
的
目
的
論
は
有
る
べ
き
も
の
に
の
み
規
定
的
に
関
わ
り
、
そ
れ
が
現
実
に

あ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
第
一
義
的
に
は
問
わ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
世
界
に
お
い
て
現
実
に
あ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
非
理
性
的

な
自
然
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
有
る
べ
き
も
の
が
そ
の
ま
ま
有
る
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
神
聖
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
有
る
べ
き
も
の
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
有
る
も
の
を
創
る
、
或
い
は
む
し
ろ
両
者
の
全
き
同
一
性
を
産
み
出
す
知
性

と
、
反
省
的
判
断
力
は
究
極
幾
的
を
め
ぐ
り
如
何
に
関
わ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
直
観
的
悟
性
が
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
な
ら
、
道
徳
的
世
界
主
宰
者
は
実
践
理
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳

的
世
界
主
宰
者
は
岡
扁
の
無
限
者
に
対
す
る
実
践
的
呼
び
名
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
人
間
に
お
け
る
実
践
理
性
の
優
位
の
思
想
、
或
い

は
自
然
的
目
的
論
か
ら
道
徳
的
醤
的
論
へ
の
推
移
と
対
応
し
て
、
こ
こ
で
も
い
わ
ば
道
徳
的
世
界
主
宰
者
の
優
位
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

道
徳
的
神
学
に
お
い
て
は
そ
の
優
位
の
問
題
に
両
者
の
結
含
の
問
題
が
必
然
的
に
入
り
込
ん
で
来
る
。
そ
し
て
理
性
は
最
高
の
統
一
に
お

い
て
休
ら
お
う
と
す
る
か
の
如
く
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
諾
う
「
道
徳
的
に
立
法
的
な
最
高
与
謝
主
宰
者
の
実
在
性
は
、
そ
の
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

在
に
関
し
て
何
も
の
か
を
理
論
的
に
規
定
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
我
々
の
理
性
の
実
践
的
使
用
に
対
し
て
十
分
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
け

だ
し
理
性
は
、
も
と
も
と
固
有
の
立
法
を
通
し
て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
理
性
の
目
的
を
可
能
に
す
る
た
め
、
世
界
に
つ
い
て
の
単
な

る
自
然
概
念
に
従
っ
て
は
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
障
擬
を
、
反
省
的
判
断
力
の
た
め
に
十
分
除
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去
す
る
よ
う
な
理
念
を
要
求
す
る
」
（
H
（
巴
。
　
（
野
　
¢
齢
　
ω
b
⊃
㏄
）
。
こ
こ
で
「
理
性
の
実
践
的
使
用
篇
と
い
う
と
き
の
理
性
と
は
単
に
実
践
理
性
に

尽
き
ず
、
む
し
ろ
理
論
理
性
を
包
括
し
た
（
し
た
が
っ
て
反
省
的
判
断
力
を
も
含
め
た
）
人
間
的
理
性
で
あ
り
、
技
術
的
・
実
践
的
原
理

を
も
含
む
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
完
全
に
舎
一
し
て
は
い
な
い
と
し
て
も
結
合
し
た
理
性
が
、
道
徳
的
神
学
の
問
題
に
関
し
て
は
、
実

践
的
に
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
道
徳
的
轍
界
主
宰
者
と
し
て
の
神
が
要
請
さ
れ
る
の
は
単
に
道
徳
的
な
も
の
が
突
き
破
ら
れ

た
と
こ
ろ
に
お
い
て
で
あ
り
、
我
々
は
今
こ
の
よ
う
な
境
域
に
お
い
て
実
践
的
に
問
う
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
を
説
明
し
最

高
原
因
を
規
定
す
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
味
で
理
論
的
な
も
の
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
理
論
理
性
は
単
独
で
は
こ
の
最
高
原
因
の
理

念
に
実
在
性
を
与
え
え
ず
、
か
え
っ
て
こ
の
理
念
は
上
述
の
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
に
実
在
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
理
論
的

に
反
省
的
な
稠
断
力
に
頬
し
て
は
自
然
的
目
的
論
が
、
自
然
の
諸
動
的
か
ら
悟
性
的
世
界
原
困
を
十
分
に
証
明
し
た
が
、
実
践
的
判
断
力

に
紺
し
て
は
道
徳
的
囲
的
論
が
、
実
践
的
見
地
に
お
い
て
造
化
に
帰
せ
ざ
る
を
え
な
く
さ
れ
る
究
極
目
的
の
概
念
を
通
し
て
こ
の
世
界
原

因
を
実
現
す
る
」
（
囚
巴
．
　
山
◎
　
¢
●
　
G
Q
ト
り
Q
Q
）
と
述
べ
る
と
き
、
こ
の
実
践
的
判
断
力
は
実
践
的
な
も
の
に
関
わ
る
（
反
省
的
）
判
断
力
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
こ
に
は
実
践
的
な
も
の
に
紺
す
る
本
来
理
論
的
な
能
力
の
働
き
か
け
が
、
さ
ら
に
は
理
論
的
な
も
の
と
実
践
的
な
も
の
と
の
働

き
合
い
が
認
め
ら
れ
る
。
と
き
に
よ
っ
て
は
理
論
約
と
実
践
的
と
い
う
二
つ
の
領
域
が
未
分
的
に
、
い
わ
ば
実
用
的
・
人
間
論
的
煮
凝
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
繋
り
合
う
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
が
、
い
ま
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
実
践
的
判
断
力
に
よ
っ
て
道
徳
的
世
界
主
宰
者
の
理
念
の
も
と

に
結
合
さ
れ
る
。
勿
論
既
述
の
如
く
、
道
徳
的
世
界
主
宰
春
と
し
て
の
神
の
理
念
の
客
観
的
実
在
性
は
、
黙
然
的
目
的
の
み
に
よ
っ
て
は

確
証
さ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
霞
然
的
目
的
の
認
識
が
道
徳
的
目
的
の
認
識
と
結
合
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
然
的
目
的

は
、
諸
原
理
の
統
一
を
で
き
る
限
り
追
求
す
る
よ
う
命
ず
る
純
粋
理
性
の
格
率
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
念
が
理
論
的
見
地
に
お
い
て
判
断
力

に
余
し
て
既
に
も
つ
実
在
性
を
通
し
て
、
か
の
理
念
の
実
践
的
実
在
性
を
助
け
る
た
め
に
、
大
き
な
意
義
を
も
つ
篇
（
凶
目
‘
　
鎚
．
　
α
．
　
も
◎
b
O
G
o
）

の
で
あ
る
。

　
『
判
断
力
批
判
』
は
そ
の
成
立
に
関
し
て
み
れ
ば
、
　
「
越
味
判
断
力
批
判
」
か
ら
出
発
し
、
有
機
的
合
昌
的
性
の
考
察
を
舶
え
た
も
の

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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四

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
理
論
的
世
界
と
実
践
的
世
界
の
結
合
と
い
う
こ
と
は
「
副
産
物
2
①
び
窪
①
薦
Φ
ぴ
臨
ω
」
（
舞
ω
㌶
篇
§
”
○
や
。
罫

ω
』
①
）
に
過
ぎ
ぬ
と
解
釈
す
る
に
し
て
も
、
な
お
判
断
力
が
自
然
概
念
と
自
由
概
念
と
の
間
を
媒
介
す
る
概
念
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
合
濁
的
性
が
自
然
と
自
由
の
爾
世
界
を
綜
合
す
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
批
界
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
判
断
力
を
媒
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
し
て
少
く
と
も
人
間
の
心
情
の
全
能
力
の
体
系
的
統
一
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
闘
ら
か
で
あ
る
（
市
国
鼓
。
尊
弓
巨
』
繍
h
∴
隅
雛
9
d
・

田
凱
①
搾
§
α
q
㈱
G
。
）
。
　
既
述
の
如
く
、
真
理
性
の
二
つ
の
領
域
は
さ
ら
に
よ
り
高
い
も
う
一
つ
の
領
域
に
綜
…
合
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ

れ
ら
は
む
し
ろ
よ
い
低
い
統
制
的
原
理
の
地
盤
に
お
い
て
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
領
域
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
！
に
よ
り
悟
性
か

ら
神
的
な
直
観
的
悟
性
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
直
観
的
悟
性
が
関
わ
る
綜
合
的
普
遍
を
反
省
的
判
断
力
は
人
間
理
性
の
限
界
内
に
移
し
て
統

制
的
に
追
求
す
る
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
、
悟
性
i
直
観
的
悟
性
i
反
省
的
判
断
力
と
い
う
関
係
と
類
似
の
事
情
は
、
い
ま
問
題
の
、
実

践
理
性
－
道
徳
的
世
界
主
宰
者
一
実
践
酌
判
断
力
と
い
う
関
係
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
実
践
的
な
も
の
が
単

に
理
論
的
な
も
の
と
対
照
的
に
並
立
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
理
論
的
な
も
の
に
対
し
て
優
位
に
立
ち
、
そ
れ
の
み
か
更
に
実
践
的
判
断
力

は
理
論
的
な
も
の
を
実
践
的
な
も
の
へ
統
欄
的
に
で
は
あ
れ
結
合
す
る
働
き
を
な
す
と
我
々
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
問
題
の
展
醐
と
い
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
は
道
徳
的
鼠
的
論
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
道
徳
的
神
学
が

そ
の
最
も
深
い
処
に
位
請
す
る
と
欝
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
こ
の
批
判
の
進
み
行
き
に
お
い
て
、
我
々
は
諸
合
旨
的
性
の
論
理
的
・

必
然
的
発
展
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
畠
然
的
目
的
論
（
居
然
神
学
）
一
道
徳
的
臼
的
論
…
道
徳
的
神
学
の
間
に
は
、
理

論
的
一
実
践
的
一
理
論
的
・
実
践
的
の
推
移
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
に
自
然
的
欝
的
の
認
識
が
道
徳
的
目
的
の
認
識

と
結
合
さ
れ
う
る
か
は
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
我
々
は
理
論
的
主
体
の
自
発
性
と
実
践
的
主
体
の
自
発
性

と
は
同
一
の
主
体
に
属
し
（
舞
羅
舞
夏
霞
O
o
謀
巴
δ
瓢
”
H
ヨ
諺
p
。
津
魁
函
鋤
簿
》
○
疑
。
げ
α
q
δ
¢
鼠
舞
奮
①
蕊
鉱
日
弾
ω
藻
Φ
○
甑
①
⑳
b
。
c
。
）
、
叡
智
的
存
在

と
し
て
結
合
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
外
は
な
い
。
こ
の
結
合
を
世
界
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
前
提
し
て
観
れ
ば
実
用
的
・
人
間
論
的
立
場

に
な
ろ
う
。
我
々
は
先
の
世
界
帯
磁
的
社
会
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
陳
述
お
よ
び
歴
史
的
、
政
治
的
論
丈
に
お
け
る
世
界
の
観
方
を
こ
の
よ



う
な
立
場
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
『
懲
罰
批
判
』
に
お
い
て
も
、
殊
に
そ
の
コ
カ
法
論
」
に
お
い
て
こ
の
立
場
は
菟
出
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
例
え
ば
、
世
界
、
歴
史
に
お
い
て
道
徳
的
法
則
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
認
め
う
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
し
か

る
に
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
へ
進
む
と
「
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
総
じ
て
世
界
の
外
に
お
い
て
さ
え
、
無
血
限
に
善
と
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
う
る
も
の
は
、
善
き
意
志
以
外
に
全
く
考
え
ら
れ
な
い
」
（
○
同
§
紐
ゆ
σ
q
毒
σ
q
酬
O
）
と
述
べ
る
如
く
、
　
カ
ン
ト
は
道
徳
的
法
則
が
世
界

に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
端
的
に
は
認
め
え
ぬ
と
い
う
疑
い
を
強
く
す
る
。
道
徳
的
法
剛
は
善
き
意
志
の
う
ち
に
の
み
あ
り
、
世
界
、

歴
史
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
未
だ
全
く
実
現
さ
れ
て
い
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
　
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
こ
の
反
省
は
さ
ら
に
深
め

ら
れ
る
。
し
か
し
圃
時
に
そ
れ
と
関
連
し
な
が
ら
も
『
第
蝋
批
判
』
の
前
述
の
よ
う
な
立
場
は
カ
ン
ト
霞
身
の
中
に
残
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
実
用
的
・
人
間
論
講
衆
方
と
し
て
、
或
い
は
道
徳
神
学
的
語
志
と
し
て
現
れ
て
来
る
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
実
用
的
、
人
賦
論
的
観

方
と
道
徳
神
学
的
観
方
と
が
如
何
な
る
類
似
性
を
も
ち
、
同
時
に
差
異
性
を
も
つ
か
に
つ
い
て
カ
ン
ト
自
身
の
説
明
は
冤
出
さ
れ
な
い
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
調
和
的
な
観
方
は
、
神
が
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
自
身
の
信
と
密
接
に
関
係
す
る
で

あ
ろ
う
（
9
ρ
諸
貧
樽
ぼ
”
o
ワ
簿
．
伽
N
①
）
。
　
阿
じ
よ
う
な
事
情
は
自
由
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
周
知
の
如
く
『
第
一
批
判
』
に
お

い
て
単
に
問
題
的
に
定
立
さ
れ
た
超
越
論
的
自
由
は
、
　
『
第
二
批
判
』
に
お
い
て
（
同
門
●
儀
’
㍗
＜
◎
G
。
h
）
道
徳
的
法
期
に
よ
っ
て
そ
の
客

観
的
実
在
性
を
得
る
、
つ
ま
り
実
践
的
自
由
と
な
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
し
か
し
実
践
的
自
由
が
超
越
論
的
自
由
と
同
一
の
も
の
と
認

め
る
根
拠
は
必
ず
し
も
自
明
的
と
は
言
え
な
い
。
我
々
は
そ
こ
に
カ
ン
ト
自
身
の
選
択
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

り
、
こ
の
場
合
彼
自
身
の
信
を
墓
礎
に
置
い
て
両
落
の
同
一
性
の
根
拠
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四

　
　
　
さ
て
本
来
の
主
題
と
も
い
う
べ
き
歴
史
に
関
し
て
は
、
今
は
要
約
的
な
考
察
に
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
歴
史
的
、
政
治
的
諸

　
　
論
文
は
「
拙
判
」
と
の
連
関
に
お
い
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
我
々
の
考
え
で
あ
り
、
こ
の
考
察
は
そ
の
試
み
で
あ
る
。
歴

699　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
歴
史
の
闘
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



970

　
　
　
　
折
口
巌
ず
研
究
　
　
第
一
血
筥
二
骨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

史
の
問
題
は
既
述
の
道
徳
的
神
学
、
信
か
ら
出
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
信
（
作
用
9
怠
蕊
と
し
て
で
は
な
く
状
態
審
ぴ
㍊
霧
と

し
て
の
）
と
は
、
理
論
的
認
識
に
と
っ
て
到
達
で
き
ぬ
も
の
を
信
愚
す
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
理
性
の
道
徳
的
な
思
惟
方
式
」
（
雨
晒
斜

¢
噸
ω
ま
）
で
あ
り
、
「
道
徳
的
法
期
の
約
束
へ
の
信
頼
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
約
束
は
道
徳
的
法
則
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
か
え

っ
て
そ
れ
を
私
が
、
し
か
し
道
徳
的
に
十
分
な
根
拠
か
ら
入
れ
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
究
極
目
的
は
、
も
し
理
性
が
同
時
に
そ
の
達
成
の

可
能
性
を
た
と
え
不
確
実
に
せ
よ
約
束
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
我
々
の
理
性
が
こ
の
達
成
可
能
性
を
考
え
う
る
唯
一
の
制
約

に
対
し
信
荒
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
こ
と
も
な
げ
れ
ば
、
理
性
の
如
何
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ

る
」
（
賢
円
’
　
へ
【
．
　
¢
。
　
も
Q
腿
①
）
。
つ
ま
り
道
徳
的
法
瑚
は
我
々
に
と
っ
て
確
実
で
あ
る
が
世
界
に
お
け
る
そ
の
実
現
は
確
実
と
は
言
え
な
い
。
し

か
し
究
極
目
的
が
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
故
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
そ
の
実
現
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
実
現
さ
れ
る
べ

き
も
の
か
ら
実
現
さ
れ
て
あ
り
う
る
も
の
と
僑
ず
る
如
き
信
が
、
理
論
と
実
践
の
両
領
域
を
、
よ
り
高
い
一
つ
の
領
域
に
お
い
て
で
は
な

い
に
せ
よ
結
び
つ
け
る
。
と
こ
ろ
で
世
界
に
お
け
る
究
極
属
的
の
実
現
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
歴
史
と
書
う
に
未
だ
十
分
で
な
い
。
カ
ン
ト

は
「
道
徳
的
法
則
の
も
と
に
立
つ
人
間
に
つ
い
て
の
み
、
我
々
の
洞
察
の
制
限
を
踏
み
越
す
こ
と
な
し
に
、
人
間
の
存
在
が
世
界
に
究
極

目
的
を
作
る
と
我
々
は
言
い
う
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
批
界
の
運
行
に
つ
い
て
道
徳
的
に
反
省
す
る
人
間
理
性
の
判
断
に
も
完
全
に
適
合

す
る
」
（
囲
（
屍
●
　
（
剛
・
　
α
．
　
G
Q
b
σ
O
）
と
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
世
界
の
究
極
目
的
と
世
界
の
運
行
に
つ
い
て
の
反
省
と
の
調
和
的
関

係
を
示
す
の
で
あ
り
、
薩
ち
に
歴
史
的
反
省
の
可
能
性
を
示
す
の
で
は
な
い
。
歴
史
は
究
極
目
的
が
世
界
に
お
い
て
晴
の
経
過
に
従
っ
て

実
現
さ
れ
る
と
き
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
道
徳
的
合
臼
的
性
は
も
と
よ
り
道
徳
的
神
学
と
さ
え
も
「
歴
史
的
」

と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
勿
論
既
述
の
如
く
、
究
極
目
的
と
し
て
の
道
徳
的
存
在
老
が
定
立
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
最
高
善
が
究

極
輿
的
と
し
て
諜
さ
れ
、
さ
ら
に
実
践
的
判
断
力
を
媒
介
と
す
る
理
論
的
能
力
と
実
践
的
能
力
の
共
働
さ
え
考
え
ら
れ
る
と
き
、
カ
ン
ト

の
歴
史
観
は
す
で
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
　
償
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
道
徳
的
神
学
か
ら
内
的
必
然
的
に
歴
史
へ
移
行
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
は
カ
ン
ト
自
身
言
わ
な
い
の
で
あ
り
、
世
界
に
お
け
る
究
極
国
的
と
歴
史
と
は
密
接
な
関
わ
り
合
い
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら



　
　
ず
、
直
ち
に
繋
が
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
道
徳
神
学
は
本
来
歴
史
的
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
歴
史
哲
学
は
『
判
断
力
批

　
　
判
』
を
締
め
括
る
も
の
と
は
雷
え
な
い
。
道
徳
的
神
学
は
歴
史
に
対
し
て
超
越
論
的
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
歴
史
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。
『
第
一
批
判
、
第
一
版
』
の
　
二
年
後
、
『
道
徳
形
而

　
　
上
学
原
論
』
の
前
年
、
つ
ま
り
一
七
八
四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
世
界
甫
民
的
見
地
に
お
け
る
普
遍
史
の
た
め
の
理
念
』
は
実
用
的
・
人
間

　
　
論
的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
人
類
の
究
極
属
的
は
地
上
の
全
人
類
が
完
全
に
法
的
な
世
界
市
民
的
社
会
を
設
立
す

　
　
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
自
然
の
意
図
2
纂
霞
餌
び
。
。
搾
び
け
、
自
然
…
の
秘
跡
℃
冨
口
餌
自
浄
簿
鎚
（
○
．
一
・
≦
①
国
ぴ
飴
質
的
．
》
ぴ
二
6
．
α
h
）
或
い
は
摂

　
　
理
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
の
実
現
の
た
め
の
手
段
は
、
自
然
が
与
え
た
自
然
的
素
質
の
間
に
生
ず
る
人
間
同
士
の
敵

　
　
対
関
係
、
さ
ら
に
非
社
交
的
社
交
性
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
人
間
が
社
会
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
性
質
で
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
。
こ
の

　
　
よ
う
に
歴
史
の
中
に
合
目
的
性
を
認
め
、
歴
史
の
意
義
を
判
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
観
る
の
は
先
ず
（
反
省
的
）
判
断
力
で
あ
ろ

　
　
う
。
こ
れ
は
論
理
的
・
形
式
的
合
目
的
性
以
来
考
察
し
て
来
た
如
く
、
幅
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
対
象
の
中
に
合
目
的
性
を
反
省

　
　
す
る
理
論
的
能
力
で
あ
る
。
こ
の
場
合
各
々
の
合
豫
的
性
に
応
じ
て
反
省
の
性
格
も
異
り
、
し
た
が
っ
て
ア
ナ
ロ
ギ
ー
の
性
格
も
異
る
こ

　
　
と
は
勿
論
で
あ
る
。
自
然
的
蹟
的
論
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
こ
と
に
お
い
て
は
例
外
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
い
ま
類
題
の

　
　
歴
史
的
な
合
目
的
性
に
関
す
る
反
省
で
も
事
情
は
岡
引
で
あ
る
か
。
肖
然
の
意
図
、
計
画
の
も
と
に
、
人
間
の
自
由
意
志
に
由
来
す
る
行

　
　
為
も
必
然
的
な
方
向
へ
無
自
覚
の
ま
ま
導
か
れ
て
い
る
、
と
言
う
と
き
、
黒
髪
弥
富
論
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
諸
含
闘
的
性
の
最
高
統
｝

　
　
と
し
て
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
理
論
的
な
合
醤
的
性
は
、
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
を
包
み
切
れ
な
い
。
あ

　
　
る
い
は
自
然
の
意
図
、
計
画
と
い
わ
れ
る
も
の
は
自
然
に
関
わ
り
碧
い
な
が
ら
、
な
お
物
理
的
自
然
を
超
え
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
カ
ン
ト
は
一
方
に
お
い
て
番
う
。
例
え
ば
遊
星
は
地
球
か
ら
冤
る
と
、
そ
の
と
き
ど
き
に
逆
行
、
静
止
、
前
進
し
た
り
す
る
が
、
太

　
　
陽
か
ら
見
る
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
仮
説
に
従
っ
て
絶
え
ず
規
則
的
に
進
行
し
て
い
る
。
人
間
的
な
運
行
が
極
め
て
非
合
理
的
に
見
え
る
の

　
　
も
そ
の
観
点
が
正
し
く
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
不
幸
に
し
て
「
雪
避
な
諸
行
為
の
予
言
に
関
し
て
は
、
我
々
は
自
己
を
そ
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

9
　
の
立
場
へ
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
だ
し
そ
れ
は
人
闘
の
自
由
な
諸
行
為
に
さ
え
も
及
ぶ
摂
理
の
立
場
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
立

　
　
場
は
す
べ
て
の
人
智
を
超
え
出
て
お
り
、
自
由
な
諸
行
為
は
な
る
ほ
ど
人
聞
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
ょ
う
が
、
し
か
し
確
実
に

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
予
見
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
（
神
の
限
に
と
っ
て
は
こ
こ
に
区
別
は
な
い
が
）
」
（
ω
器
謬
。
。
卜
。
）
。
人
皇
の
理
性
は
偲
々
の
自
宙

　
　
な
諸
行
為
は
勿
論
、
そ
れ
ら
を
巨
視
的
な
全
体
と
し
て
も
確
実
に
は
予
見
し
え
な
い
。
理
論
理
性
は
、
本
来
、
単
独
で
は
、
悟
性
と
の
ア

　
　
ナ
読
癖
ー
に
よ
っ
て
摂
理
に
属
す
る
も
の
を
反
省
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
幅
性
は
歴
史
的
な
如
何
な
る
濡
幕
を
も
反
省
的
判
断
力

　
　
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
に
お
い
て
歴
史
が
観
ら
れ
反
省
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
に
は
常
に
実
践
的
な
も
の
が
絡
み
合
い
入

　
　
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
道
徳
的
法
則
を
定
立
す
る
能
力
と
し
て
の
実
践
理
性
が
直
ち
に
歴
史
を
観
る
と
雷
う

　
　
こ
と
は
勿
論
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
理
論
的
に
不
十
分
な
意
見
が
、
上
述
の
如
く
実
践
的
関
係
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
と
き
、
歴
史

　
　
観
が
信
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
予
め
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
（
国
Φ
｝
酋
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
蒙
）
、
人
切
本
性
に
お
け
る
善
へ
の
根
源
的
素
質
を
次
の
よ
う
に
三
段
階
に
分
け
る
。
e
生
け
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
動
物
性
円
δ
静
①
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
へ
の
素
質
、
⇔
生
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
理
性
的
な
も
の
と
し
て
の
人
聞
の
入
間
性
ζ
象
。
。
。
び
げ
①
謬
へ
の
素
質
、
㈲
理
性
的
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
同
蒔
に
引
責
能
力
あ
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
人
格
性
℃
Φ
誘
α
巳
ざ
甑
（
①
搾
　
へ
の
素
質
。
こ
れ
ら
の
う
ち
第
二
の
人
間
性
、
第
三
の
人

　
　
格
性
は
、
　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
既
述
の
自
然
の
最
後
の
§
的
（
文
化
）
、
造
化
の
究
極
鼠
的
（
道
徳
）
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
ま
た
『
普
遍
史
へ
の
理
念
』
に
お
い
て
、
人
閥
は
自
然
の
未
墾
状
態
を
脱
し
て
文
化
へ
向
い
、
そ
こ
か
ら
、
道
徳
が
完
全
に
可
能

　
　
に
な
る
法
的
社
会
、
す
な
わ
ち
世
界
甫
仁
心
社
会
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
カ
ン
ト
が
意
う
と
き
、
こ
の
人
間
歴
史
の
運
行
は
善
へ
の

　
　
根
源
的
素
質
の
三
段
墜
と
ア
ナ
ロ
ギ
…
的
な
関
係
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
人
間
に
お
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
す
る
も
の
が
、

　
　
し
か
も
善
へ
向
う
と
い
う
限
り
道
徳
的
な
も
の
が
、
歴
史
観
と
歴
史
の
反
省
を
可
能
に
し
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
る
の
で
あ
る
。
勿
論

　
　
歴
史
に
お
い
て
も
道
徳
そ
の
も
の
が
実
現
さ
れ
る
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
法
的
市
民
社
会
で
あ
り
、
或
い
は
最
高
善
の
世
俗
的
表
現
と
い



う
べ
き
倫
理
的
共
紙
体
傑
出
冨
。
『
霧
σ
q
⑦
き
①
汐
①
ω
芝
。
ω
①
諺
（
男
窪
α
q
δ
昌
掃
O
H
）
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
究
極
群
的
は
歴
更
に
対
し
て
二
重
…
の

意
味
で
超
越
論
的
に
働
く
。
す
な
わ
ち
先
ず
第
一
に
、
実
践
理
性
は
究
極
目
的
を
こ
の
よ
う
な
善
へ
の
段
階
に
従
っ
て
世
界
、
歴
史
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
実
現
す
べ
し
と
命
ず
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
世
界
に
対
し
て
構
成
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
究
極
目
的
と
い
う
「
い
わ
ば
先
天
的

な
導
き
の
糸
を
も
つ
抵
界
史
の
理
念
」
（
○
・
い
毒
菖
貯
σ
q
．
》
ぴ
。
。
．
邸
O
）
に
よ
っ
て
、
人
皆
の
行
動
の
無
計
画
な
寄
せ
集
め
》
σ
q
σ
q
器
σ
q
簿
と

考
え
ら
れ
て
い
る
歴
史
を
、
少
く
と
も
巨
視
的
に
は
体
系
ω
遂
8
白
と
し
て
（
○
。
い
譲
①
菖
貯
σ
q
・
》
ぴ
。
・
」
G
。
）
反
省
、
叙
述
し
よ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
で
あ
り
、
統
制
的
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
理
論
的
な
も
の
は
第
一
の
実
践
的
な
も
の
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
さ
れ
る
。
我
々
は
こ
こ

で
先
の
、
単
な
る
道
徳
的
遇
的
論
で
は
な
く
、
道
徳
的
神
学
の
場
合
と
同
じ
事
情
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
歴
史
及
び
摂
理
を
反

省
す
る
判
断
力
は
問
じ
く
実
践
的
判
断
力
と
し
て
、
理
論
理
性
と
実
践
理
性
と
を
叢
る
仕
方
で
媒
介
し
、
か
つ
統
一
で
は
な
く
て
も
一
つ

の
叡
智
的
存
在
者
に
お
い
て
結
合
し
つ
つ
働
く
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
れ
が
如
何
な
る
仕
方
で
あ
る
か
は
詳
説
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
判

断
力
は
悟
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
実
践
理
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
！
に
よ
っ
て
歴
史
を
観
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
な
お
何
故
に
「
歴
史
は
如
何
に
あ
る
か
」
が
「
歴
史
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
か
。
　
「
有
る
べ
き
も
の
」
は
未
だ
歴
史
に
お
い
て
「
有
る
も
の
」
と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
「
理
念
」
と
孤
樹
い
、
歴
史

学
者
と
は
違
う
立
場
か
ら
哲
学
者
が
「
試
み
る
」
（
。
h
O
」
．
≦
象
ぴ
貯
σ
q
・
》
び
の
ゆ
b
。
O
）
と
な
す
如
き
反
省
的
性
格
が
残
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
こ
の
問
い
は
先
の
陳
述
を
次
の
如
く
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
「
信
」
を
も
っ
て
答
え
ら
れ
る
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
究
極
羅
的
は
、

も
し
理
性
が
岡
時
に
そ
の
達
成
の
可
能
性
を
た
と
え
不
確
実
に
せ
よ
約
束
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
と
と
も
に
我
々
の
理
性
が
こ
の
達
成

可
能
性
を
考
え
う
る
唯
一
の
欄
約
に
対
し
信
補
す
る
こ
と
を
是
認
し
な
け
れ
ば
、
理
性
の
如
何
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
命
ぜ
ら
れ
て
い
る

は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
」
（
閑
肖
．
　
儒
’
　
¢
含
　
ω
蒔
①
）
。
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歴
史
は
、
摂
理
と
密
接
な
関
連
に
お
い
て
藷
ら
れ
る
如
く
、
我
々
に
は
観
通
し
切
れ
ず
に
残
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
し
か
し
な
が
ら
、

反
省
的
に
も
せ
よ
歴
史
を
観
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
歴
史
の
意
義
、
す
な
わ
ち
自
然
の
意
図
、
或
い
は
摂
理
と
呼
ば
れ
る

も
の
へ
の
信
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
こ
と
は
先
天
的
綜
合
判
断
か
ら
遠
く
離
れ
、
人
間
理
性
に
と
っ
て
は
そ
れ
だ
け
不

確
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
歴
史
が
理
論
と
実
践
と
の
両
領
域
に
跨
る
と
こ
ろ
で
可
能
に
な
り
な
が
ら
、
な
お
両
者
を
統
一
し
高

め
る
も
の
と
は
な
ら
ず
、
い
わ
ば
よ
り
低
い
隠
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
媒
介
す
る
に
止
ま
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
の
意
図
、

或
い
は
摂
理
は
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
そ
れ
が
世
界
、
歴
史
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
究
極
薄
的
と
み
な
さ
れ
る
限
り

道
徳
的
目
的
論
に
繋
が
り
、
人
間
理
性
に
と
っ
て
内
在
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
次
に
摂
理
は
道
徳
的
世
界
主
宰
者
と
し
て
、
そ
れ
に
お
い

て
自
然
的
目
約
と
道
徳
的
厨
的
と
が
結
合
さ
れ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
限
り
、
歴
史
に
対
し
て
超
越
論
的
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
こ
の
場
合
に

の
み
人
間
の
歴
史
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
る
に
摂
理
が
純
粋
に
理
論
的
、
思
弁
的
に
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
人
間
理

性
に
と
っ
て
超
越
的
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
摂
理
は
歴
史
に
お
け
る
仮
象
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
既
に
み
た
如
く
道
徳
的
神

学
に
お
い
て
さ
え
、
自
然
的
目
的
と
道
徳
的
醤
的
と
は
結
合
し
つ
つ
働
く
と
想
定
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
点
者
は
各
々
で
あ
る
に
止
ま
る
。

こ
こ
に
「
批
判
」
の
悲
劇
的
と
も
貰
う
べ
き
本
来
的
な
分
裂
が
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
岡
時
に
、
両
者
は
分
裂
し
つ
つ
な
お
こ
の
よ
う
に

結
合
す
る
か
の
如
く
働
く
こ
と
も
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
批
判
」
は
人
間
理
性
に
と
っ
て
確
実
な
も
の
と
不
確
実
な
も
の
を
鋭

く
区
別
し
そ
の
理
由
を
四
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
神
は
最
高
善
の
実
現
の
た
め
に
実
践
理
性
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
上
述
の
信
の
性
格
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要
請
が
決
し
て
始
末
に
困
っ
た
不
要
な
も
の
へ
の
名
称
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内

濠
的
な
儒
仰
の
「
批
判
的
」
名
称
で
あ
ろ
う
。
自
然
と
神
と
の
間
に
お
け
る
必
ず
し
も
「
批
判
的
」
と
は
言
え
ぬ
調
和
観
も
彼
の
信
と
無

関
係
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
敬
塵
な
信
仰
に
生
き
て
い
た
こ
と
は
、
彼
の
著
作
の
み
な
ら
ず
、
伝
記
の
明
示
す
る
と
こ
ろ
で



あ
る
。
有
限
巻
に
必
然
的
な
こ
の
要
講
に
お
い
て
我
々
は
、
理
論
と
実
践
と
の
間
の
無
限
の
断
絶
を
繋
ご
う
と
す
る
無
限
の
緊
張
と
情
熱

と
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
自
然
の
意
図
、
或
い
は
摂
理
に
瀾
し
て
も
事
情
は
陶
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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筆
者
　

ハ
ン
ブ
ル
ク
大
巌
鑑
講
師
）
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abstraite　ne　reconna2t　pas　ce　fait　de　1’experience．　’C’est　｝e　but　de　Bayle　de

transformer　la　dis¢usslon　de　la　conformit6　de　la　foi　avec　la　raison　en　discus－

sion　de　la　conformit6　de　la　raison　avec　1’exp6rience．

　　Selon　Bayle，　la　foi　pure　nous　enseigne　que　la　bont6　de　Dieu　est　infinie　et

elle　doit　etre　la　plus　grande　que　1’on　puisse　concevoir．　Et　les　bienfaits　que

Dieu　coinmunique　aux　cr6atures　ne　tendent　qu’A　leur　bonheur，　et　la・provid－

ence　de　Dieu　doit　d6terminer　toutes　les　choses　n6cessairement　au　bien．　Cep－

endant　1’exp6rience　nous　enseigne　que，　dans　ce　monde，　tous　les　hommes　sont

sujets　a　mille　chagrins　et　ils　g6missent　sous　le　fardeau　dtt　p6¢h6．　Et　de

plus　la　meme　exp6rience　nous　enseigne　que　les　hommes　peuvent　s’adonner，

en　d6pit　du　pr6cept　de　IE　raison　et　de　la　foi，　aux　p｝aisirs　sensuels　du　p6che．

Donc　Bayle　soutient　non　seulement　1’inconformit6　de　la　foi　avec　la　raison　et　’

celle　de　la　raison　avec　1’exp6rience，　mais　encore　1’inconformit6　de　la　foi　avec

1’exp6rience．　Par　cons6quent，　ou　1’homme　doit　croire　la　bont6　de　Dieu　et　l

n6gliger　les　faits　de　1’exp6rience，　ou　bien　il．doit　affirmer　les　faits　de　ce

monde　et　renier　la　foi．　II　est　impossible　de　r6soudre　ratione｝lement　le　pro－

blelme　du　mai　moral．

　　On　peut　dire　que　Bayle　est　fid6iste　irrationel　et　myst6rieux．　Mais　il　a

1’intention　d’6tablir　la　philosophie　s6culiere　et　empirique　gui　est　entibrement

independante　du　gouvernement　de　Dieu　et　de　la　raison　abstraite．　En　effet

Bayle　estime　que　le　mal　physlque，　c’est－at－dire　la　souffrance　corporelle　est　la

source　du　mal　moral，　que　la　premiere　6tude　de　sa　philosophie　empirique

doit　etre　la　recherche　du　mal　physlque　plut6t　que　celle　du　mal　moral．

互）盆s　豆》罫《》夏）至e搬　護er　《≡｝ese勘ieh苞e　bei　Ka】臓重

Te蓋e《）翌ogie顎n虚　Ges£kichte

von　Eisuke　Kawamura

　　Die　menschliche　Geschiclate　soll，　nach　Kac　nt，　vorr）　nattirlichen　Zustand

ttber　die　kukivierte　Stufe　zum　moralisierten　Zustand　fortschreiten．　Um　die’

Freiheit，　d．1．　die　Bedingung　des　moralischen　Gesetzes，　fur　die　autseren’

Handlungen　eines　jeden　Menschen　zu　gewEhrleisten，　muB　ein　rechtlicher
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Staat　und　daruberhinaus　eine　weltburgerliche　Gesellschaft　errichtet　werden．

Kants　Problematik　zur　Geschichte　ist　also　eigentlich　pra！〈tisch．　Aber　ande－

rerseits，　wenn　er　die　Geschichte　im　Verhtiltnis　zur　，Vorsehung‘　reflel｛tiert，

dann　ergibt　sich　das　Problem　einer　theoretischen　Geschichtsbetrachtung，　und

wir　mUssen　bei　Kants　Geschichtsphilosophie　nacli　Beziehungen　zwischen　dem

Praktischen　und　dem　Theoretischen　fragen．　Ftir　die　Untersuchung　wahlen

wir　hier　den　theoretischen　Weg．

　　Das　synthetische　Urteil　a　priori　durch　den　Verstand　ist　konstrul〈tiv，　doch

liefert　es　nicht　die　systematische　Einheit，　das　nach　Prinzipien　geordnete

Ganze　der　Wissenschaft．　Die　Einheit　durch　die　Vernunft　ist　dagegen　systema－

tisch，　bleibt　aber　nur　eine　ldee　und　deshalb　regulativ．　Die　Vernunft　setzt

bei　ihrem　hypothetischen　Gebrauch　in　der　Natur　logische　Prinzipien　voraus　：

耳omogeneitttt，　Spezifikation　und　Kontinuitat，　und　f曲rt　damit　Untersuchungen

der　Natur　durch．　Sie　sucht　durch　die　，h6chste　lntelligenz‘　die　hdchste　syste－

matische　Einheit　in　der　Natur．

　　Die　Probleme　in　der　，，Dialektik　der　Kr．　d．　r．　V．“　werden　in　der　，，Kr．　d．

U．“　noch　vielfach　entwickelt．　Die　reflektierende　Urteilskraft　verfahrt　nach

der　Analogie　mit　dem　Verstand　nicht　schematisch　sondern　technisck．　Die

Natur　entspricht　dieser　Verfahrensweise　der　Urteilskraft，　und　damit　wird　uns

das　Prinzip　zur　Beurteilung　und　Erforschung　der　Natur　gegeben．　AuSer

dieser　allgemeinen　und　formalen　ZweckmaSigkeit　werden　von　Kant　die

tisthetische　und　die　organische　ZweckmtiSigkeit　untersucht　und　schiieBlich

die　der　Welt　Uberhaupt．　Jede　ZweckmaBigkeit　hat　ihren　eigenen　Charakter

und　auch　ihre　eigenen　Probleme．　Aber　die　notwendigen　Beziehungen　zwischen

diesen　Zweckmagigkeiten，　o（ler　cler　1）rozeS　einer　stufenweisen　Entwicklung

unter　ihnen　werden　nicht　erk！art．

　　Zuletzt　in　der　teleologischen　Weltbetrachtung　nimmt　man　den　Varstand

（intellectus　archetypus），　der　die　Zweckma．f｝iglsceit　der　Natur　als　Sy．　stem　gibt，

als　analog　mit　dem　menschli¢hen　Verstand　（intellectus　ectypus）　an．　Die

Physikotheologie，　die　aus　den　ZweckmtiBigkeiten　der　Natur　die　h6chste

Ursache　schlieSt，　sagt　doch，　wie　weit　die　davon　ge｝eiteten　Forschungen　auch

getrieben　werden，　nichts　“ber　den　Endzwecl〈　der　Sch6pfung　aus．　Die　mora－

lische　［lreleologie，　die　die　natttrliche　erganzt，　bezieht　sich　auf　den　Endzweck，
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den　wir　in　der　Welt　erstreben　sollen．　Und　um　dem　；noralischen　Gesetz

gemaS　den　Endzwecl〈　aufzustellen，　mifssen　wir　einen　moralischen　Welturheber

annehmen，　d．　h．　Gott　postulieren．　Man　glaubt　an　Gott　nur　praktisch．　Auf

Grund　dieses　moralischen　Glaubens　kann　man　tiber　die　Welt　refiel〈tieren．

In　der　Moraltheologie　（Ethikotheologie）　ist　die　Mdglichl〈eit　einer　Weltbet－

rachtung　gegeben．　Denn　hierbei　wird　uns　das　Theoretische　durch　das　Pral〈一

tische　faSbar，　und　man　1〈6nnte　sogar　ein　Zusammenwirken　von　beiden

feststellen，　obwohl　doch　die　beiden　gar　nicht　anf　h6herer　Ebene　vereinigt

werden　k6nnen．

　　In　diese　Sphare　k6nnte　man　das　Problem　der　Geschichte　stellen．　Aber

man　mug　noch　das　Schema　der　Entwicldung　hinzufifgen．　Wir　k6nnen　an

uns　selbst　die　ursprimglichen　Anlagen　zum　Guten　in　der　menschlichen　Natur

finden：　Tierheit，　Menschheit　und　Pers6nlichkeit，　oder　mit　anderen　Worten：

Rohigkeit　der　Natur，　Kultur　und　Moral．　Die　reine　theoretische　Vernunft

unterscheidet　sich　bei　uns　wesentlich　von　der　praktischen，　trotzdem　wird　die

Betrachtung　der　Geschichte　mittels　des　pral〈tischen　Wertes　erm6glicht．　Dies

k6nnte　den　Glauben　an　die　ldentitat　der　beiden　in　der　uns　unbel〈annten

Tiefe　anzeigen．　Kant　nennt　es　geschichtsphilosophisch　oft　，Naturabsicht‘，

，Plan　der　Natur‘　oder　，Vorsehung‘，　aber　in　der　“Kritilc“　k6nnen　wir　es　nicht

rein　theoretisch－spekulativ　beobachten，　sondern　es　nur　glauben．　Wir　1〈6nnen

in　diesem　Glauben　eine　starl〈e　Spannung　zwischen　dem　Theoretischen　und

Pral〈tischen　und　auch　zwischen　dem　Endlichen　und　Unendlichen　bemerl〈en．
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