
「
存
在
」
と
構
想
力

t
カ
ン
ト
の
存
在
概
念
（
理
解
）
を
め
ぐ
っ
て
一

今
　
津

鶴
　
雄

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
〈
存
在
〉
と
は
何
か
？
　
夫
れ
は
一
体
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
に
対
し
て
例
え
ば
カ
ン
ト
は
さ
り
げ

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
く
一
こ
の
雷
を
ひ
も
と
く
者
に
と
っ
て
は
時
と
し
て
突
然
に
…
1
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
く
る
、
i
「
〈
存
在
〉
と
は
明
ら
か
に

　
　
如
何
な
る
実
在
的
捲
鉱
な
述
語
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
事
物
の
概
念
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
何
か
或

　
　
る
も
の
マ
α
q
①
β
伽
傘
毒
器
、
そ
う
い
う
穿
る
も
の
の
概
念
で
は
な
い
。
」
（
》
遠
O
。
。
”
辺
欝
O
）
と
。
こ
の
カ
ン
ト
の
定
義
は
我
わ
れ
に
何
を
語

　
　
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
？
　
こ
れ
を
「
抽
象
的
に
し
て
乏
し
く
色
槌
せ
た
も
の
」
と
考
え
る
の
は
、
　
「
こ
の
テ
ー
ゼ
の
解
朋
の
為

　
　
に
カ
ン
ト
が
何
を
語
り
、
か
つ
篤
い
か
に
語
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
熟
考
を
誓
わ
れ
が
怠
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
、
ハ
イ
デ
ッ

　
　
ガ
ー
は
云
》
つ
。
　
（
ζ
．
類
。
罷
①
α
Q
σ
q
①
誉
映
ミ
～
誘
↓
款
恥
題
職
餅
ミ
、
匙
義
硫
篤
洋
H
¢
①
O
o
●
ω
．
メ
尚
以
下
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
の
引
用
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限

　
　
り
本
膳
の
頁
付
け
の
み
を
示
す
。
又
、
こ
の
書
の
邦
訳
文
に
つ
い
て
は
、
　
「
哲
学
研
究
」
第
四
八
九
尋
お
よ
び
第
四
九
一
愚
掲
載
の
辻
村
公
　
氏
に
負
う

　
　
所
多
大
で
あ
っ
た
。
岡
域
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
の
点
も
予
め
断
わ
っ
て
お
き
聡
い
。
）
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〇

　
そ
の
意
味
は
や
が
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
角
報
わ
れ
は
我
わ
れ
な
り
に
か
の
テ
ー
ゼ
を
手
掛
り
と
し
て
、
　
〈
存
在
〉

と
い
う
名
の
も
と
に
カ
ン
ト
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
事
柄
の
所
在
究
明
に
取
り
か
か
り
度
い
。

　
周
知
の
如
く
既
に
古
人
は
「
存
在
は
様
ざ
ま
に
語
ら
れ
る
」
と
云
っ
た
が
、
こ
の
〈
語
ら
れ
る
〉
識
N
魯
ミ
と
い
う
関
係
を
全
く
抜
き
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
て
は
、
凡
そ
存
在
自
体
を
問
題
に
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
　
「
私
は
二
万
円
の
預
金
が
あ

へる
」
一
さ
り
気
な
く
人
は
こ
の
よ
う
に
語
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
〈
あ
る
〉
と
い
う
事
は
私
に
と
っ
て
明
白
に
（
○
蹴
①
呂
霞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

熟
知
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
の
場
合
、
人
は
こ
の
〈
あ
る
〉
を
信
じ
て
疑
わ
ず
、
謂
わ
ば
そ
れ
に
寄
り
か
か
っ
て

総
て
を
託
し
、
安
ん
じ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
か
の
テ
ー
ゼ
は
「
存
在
と
は
明
ら
か
に
実
在
的
な
述
語
で
は

な
い
」
と
藷
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
？
　
事
柄
は
次
の
よ
う
に
熟
考
し
て
み
る
な
ら
ば
直
ち
に
明
ら
か
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
我
わ
れ
は
右
に
存
在
に
関
す
る
日
常
語
の
一
例
を
引
出
す
に
当
た
っ
て
、
注
意
深
く
＜
普
通
の
〉
と
断
わ
っ
て
お
い
た
。
そ

の
事
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
私
が
危
急
に
直
擁
し
郊
測
に
か
の
金
を
必
要
と
す
る
場
合
、
右
の
〈
あ
る
〉
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

う
事
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
預
金
と
い
う
限
り
に
お
い
て
か
の
金
は
、
現
に
≦
黒
鉱
8
ゲ
そ
こ
U
9
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
こ
の
場
合
の
〈
あ
る
〉
は
、
そ
の
二
万
円
の
預
金
が
凡
そ
金
（
貨
幣
）
と
し
て
何
（
を
器
）
を
意
味
し
て
い
る
か
一
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
に
就
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
他
方
、
こ
の
事
は
預
金
と
い
う
形
な
い
し
姿
に
お
い
て
あ
る
、
す
な
わ
ち

蝕
に
は
確
か
に
金
、
す
な
わ
ち
貨
幣
に
属
す
る
も
の
（
預
金
陛
通
帳
）
が
こ
こ
に
存
在
す
る
、
有
る
一
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
或
る
一
つ
の
物
の
事
象
内
実
（
ω
節
。
げ
σ
q
Φ
げ
蹴
辞
）
を
我
わ
れ
は
そ
の
も
の
の
ご
し
d
Φ
σ
Q
嫁
零
．
と
称
す
る
の
が
慣
例
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
場
合
の
〈
あ
る
〉
は
、
預
金
と
い
う
概
念
に
属
す
る
も
の
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
く
存
在
〉
で
あ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

か
し
こ
の
意
味
で
の
存
在
は
、
例
え
ば
「
高
い
山
」
が
在
り
、
　
「
深
い
海
」
が
在
る
－
…
…
と
語
る
場
合
の
よ
う
に
、
単
に
知
覚
の
対
象
と

し
て
の
存
在
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
我
わ
れ
は
く
二
万
円
と
い
う
金
〉
を
預
金
と
い
う
概
念
で
表
象
す
る
こ
と
は
で
き
る
。



　
　
し
か
し
そ
の
場
合
、
こ
の
〈
表
象
さ
れ
た
も
の
〉
は
、
そ
の
都
度
我
わ
れ
の
眼
前
に
横
た
わ
る
山
や
海
の
如
く
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
今
こ
こ
に
く
な
い
〉
も
の
で
も
、
例
え
ば
記
憶
や
想
像
の
中
に
存
在
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
よ
う
に
、
想
像
や
記
憶
に
お
い
て
対
象
（
存
在
）
を
「
現
在
さ
せ
る
」
心
の
能
力
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
が
構
想
力
禦
⇔
び
陣
罷
肇
σ
脅
ω
ξ
黒
け

　
　
と
い
う
名
称
を
付
し
た
こ
と
は
余
り
に
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
救
わ
れ
は
先
ず
こ
の
点
に
、
　
〈
存
在
〉
の
概
念
と
載
量
力
の
夫
れ
と
が

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
結
び
付
く
一
つ
の
契
機
を
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
も
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
、
存
在
と
は
例
え
ば
、
先
の
例
の
か
の
金
を
預
金
と
い
う
形
で
現
在
さ
せ
る
其
の
こ
と
自
体
（
態
）
を
指
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
云
わ
れ
た
も
の
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
は
確
か
に
二
万
円
の
金
を
所
有
し
て
は
い
る
。
た
だ
し
、
詣
れ
は
二
万
円
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
う
言
葉
が
名
指
し
て
い
る
も
の
を
二
分
に
対
し
て
前
に
提
起
す
る
く
O
N
－
丸
亀
①
峯
と
き
、
其
・
の
時
に
初
め
て
か
の
金
は
私
に
と
っ
て
実
在

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
藍
鼠
な
も
の
と
い
う
意
陳
で
の
く
あ
る
〉
、
す
な
わ
ち
存
在
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
此
の
よ
う
な
存
在
は
、
今
こ
う
し
て
ペ
ン
を
走
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
い
る
私
の
眼
前
に
、
現
に
〈
あ
る
〉
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
全
然
関
係
し
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
実
在
性
男
Φ
巴
諦
簿

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
は
決
し
て
現
実
性
芝
マ
鉱
山
ぴ
押
①
津
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
存
在
と
は
「
明
ら
か
に
如
何
な
る
実
在
的
な

　
　
述
語
で
も
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
実
存
国
臨
。
q
8
護
と
か
、
現
存
在
O
p
。
ω
①
ぎ
な
い
し
存
在
ω
①
ぼ
と
か
い
う
こ
と
は
、
決
し

　
　
て
「
現
に
」
　
「
そ
こ
に
」
あ
る
存
在
の
謂
で
は
な
い
。
こ
の
点
が
先
ず
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
で
は
、
真
の
存
在
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
雷
葉
の
正
し
き
意
味
に
お
い
て
我
わ
れ
が
く
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
を
信
じ
、
謂

　
　
わ
ば
夫
れ
に
盗
り
掛
っ
て
総
て
を
託
し
、
安
ん
じ
て
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
実
在
の
世
界
と
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
構
造
の
も
の
な
の
で

　
　
あ
る
か
。
煎
れ
は
何
ら
か
の
意
味
で
日
常
的
世
界
を
超
越
し
、
こ
の
世
…
界
を
謂
わ
ば
切
断
す
る
（
鋤
ぴ
ω
o
ゲ
Φ
凱
①
ゆ
）
よ
う
な
存
在
の
境
域
に

　
　
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
わ
れ
が
日
頃
親
し
み
を
も
っ
て
接
し
て
い
る
世
界
一
例
え
ば
、
家
族
や
学
校
あ
る
い
は
職
場
と
い
っ
た

　
　
世
界
一
そ
れ
ら
を
我
わ
れ
は
熟
知
し
て
お
り
、
そ
れ
故
に
夫
れ
を
頼
み
と
し
、
謂
わ
ば
そ
こ
に
漏
り
掛
っ
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
乍

　
　
ら
そ
れ
故
に
こ
そ
逆
に
、
我
わ
れ
は
そ
の
中
に
霞
己
を
委
ね
、
か
く
し
て
真
の
実
在
、
本
当
の
自
分
と
い
う
も
の
を
喪
失
し
て
い
る
世
界

搬　
　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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4
　
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
実
在
界
の
矛
盾
的
構
造
を
端
的
に
尽
し
て
い
る
一
例
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
我

　
　
わ
れ
が
再
び
カ
ン
ト
の
テ
…
ぜ
に
還
っ
て
み
る
と
き
、
そ
こ
に
は
新
し
い
一
つ
の
展
望
が
開
け
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
〈
存
在
〉
に
開
し
続
い
て
、
今
度
は
肯
定
的
陳
述
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
一
存
在
と
は

　
　
「
単
に
一
つ
の
物
を
、
叉
は
一
定
の
諸
規
定
を
、
そ
れ
ら
磨
身
に
於
て
定
立
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
こ

　
　
で
は
存
在
は
〈
単
に
定
立
す
る
こ
と
〉
げ
ぴ
ゅ
黛
の
℃
o
ω
八
熊
。
⇔
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
注
顕
す
べ
き
は
、
存
在
は
遮
る
も
の
の
定
立
で
あ
っ

　
　
て
捲
巴
な
諸
規
定
の
一
切
を
も
っ
た
物
に
関
わ
る
、
と
カ
ン
ト
は
云
っ
て
は
い
な
い
事
で
あ
る
。
漁
れ
は
先
の
存
在
に
関
す
る
謂
わ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
否
定
的
陳
述
に
於
て
も
、
カ
ン
ト
は
成
る
程
冨
巴
な
述
語
と
い
う
性
格
を
、
存
在
に
対
し
て
否
定
は
し
た
が
、
し
か
し
疲
れ
は
述
語
一

　
　
へ

　
　
般
と
い
う
性
格
の
否
認
で
は
な
か
っ
た
一
と
い
う
事
と
密
接
に
関
連
す
る
。
従
っ
て
、
存
在
が
一
定
の
諸
規
定
の
α
q
①
≦
訪
ω
興
切
①
ω
亭

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
を

　
　
諺
臼
毒
口
α
q
①
昌
定
立
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
も
の
が
他
の
も
の
と
或
る
〈
定
ま
っ
た
関
係
〉
に
立
つ
と
い
う
こ
と
、
否
む
し
ろ
、
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
存
在
す
る
も
の
は
、
逸
る
定
ま
っ
た
唯
一
の
関
係
に
於
て
立
つ
、
と
い
う
事
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
さ
て
、
こ
の
点
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
は
、
例
え
ば
ロ
ッ
ツ
ェ
（
甲
｛
Φ
梶
ご
P
僧
⇔
部
ど
O
件
N
Φ
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
〈
σ
q
｝
■
O
こ
ミ
無
篶
讐

　
栽
ミ
，
寒
琳
愚
ε
鴇
画
お
O
ド
箏
琳
愚
ξ
寒
－
恥
旨
§
嵩
駄
ミ
、
ミ
貯
愚
ミ
恥
v
H
H
．
回
護
b
。
●
）

　
　
彼
は
「
実
在
冗
漫
匹
δ
ぴ
犀
Φ
騨
（
幻
①
巴
鵠
団
）
と
は
、
存
在
す
る
も
の
と
生
起
す
る
下
種
事
、
お
よ
び
存
続
す
る
関
係
と
で
あ
る
」
と
い
う

　
彼
の
哲
学
の
根
本
的
立
場
を
表
㎜
明
し
、
そ
こ
か
ら
此
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
と
ぞ
巳
魚
。
げ
穽
①
蹄
．
、
に
翻
し
て
は
、
従
来
し
ば
し
ば
用
い
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
れ
て
来
た
よ
う
な
ご
ω
皿
⇔
．
．
（
存
在
）
と
い
う
名
称
は
不
適
当
で
あ
り
、
従
っ
て
此
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
在
性
を
表
わ
す
の
に
、
定
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
勺
。
ω
賦
。
⇒
な
い
し
措
定
ω
①
欝
環
口
σ
q
或
い
は
脊
定
諺
瞼
綜
諺
簿
δ
昌
と
い
っ
た
名
称
を
付
す
る
の
は
拒
否
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
で

　
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ロ
ッ
ツ
ェ
の
存
在
概
念
は
、
　
「
事
物
の
存
在
と
は
相
互
関
係
に
立
つ
こ
と
と
同
義
で
あ
る
」
と
い
う
事
に
要
約

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
さ
て
、
右
の
如
き
ロ
ッ
ツ
ェ
の
存
在
概
念
に
注
昌
し
な
が
ら
、
再
び
カ
ン
ト
の
「
テ
ー
ゼ
」
に
立
ち
還
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
　
存
在
と
い
う
言
葉
で
意
味
し
よ
う
と
し
た
そ
の
所
在
が
、
一
層
明
る
く
照
ら
し
嵐
さ
れ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
ず
、
「
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
ら
膚
身
に
於
て
定
立
す
る
こ
と
」
と
は
、
鼓
で
は
或
る
も
の
膚
体
！
ロ
ッ
ツ
ェ
で
云
え
ば
純
粋
存
在
一
を
云
っ
て
い
る
の
で
は
な

　
　
く
、
他
の
も
の
と
の
諸
関
係
に
於
て
、
こ
の
関
係
の
内
部
に
於
て
対
立
し
て
来
る
表
象
、
す
な
わ
ち
ロ
ッ
ソ
ェ
の
云
う
存
在
す
る
も
の
に

　
　
堅
し
て
は
其
の
非
存
在
に
、
生
起
す
る
出
来
事
に
対
し
て
は
生
起
し
な
い
夫
れ
に
、
そ
し
て
存
続
す
る
関
係
に
対
し
て
は
存
続
し
な
い
関

　
　
係
に
、
－
こ
う
し
た
諸
関
係
に
対
立
し
て
く
る
反
対
規
定
と
し
て
、
我
わ
れ
は
是
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
す

　
　
れ
ば
次
に
、
カ
ン
ト
が
存
在
と
は
「
単
に
定
立
で
あ
る
」
、
と
語
る
其
の
存
在
の
所
在
が
ま
す
ま
す
明
る
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す

　
　
な
わ
ち
、
〈
定
立
〉
と
は
一
個
の
関
係
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
二
個
以
上
の
関
係
を
必
要
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
之
を
概
念
の
基
本

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
構
造
で
あ
る
判
断
に
就
い
て
み
る
な
ら
ば
、
定
立
と
は
少
な
く
と
も
二
佃
の
内
容
の
間
に
存
す
る
園
芸
に
就
い
て
の
み
妥
当
す
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
る
。
し
か
し
乍
ら
、
判
断
に
於
け
る
こ
の
関
係
が
直
ち
に
実
在
的
と
は
云
え
ま
い
。
何
故
な
ら
、
去
れ
は
二
つ
の
内
容
の
関
係
を
単
に
肯

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
定
す
る
（
結
び
付
け
る
）
だ
け
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
夫
れ
は
単
に
勺
。
ω
繍
。
昌
或
は
ω
①
富
戸
薦
で
は
あ
っ
て
も
、
実

　
　
在
を
表
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
（
西
田
幾
多
郎
全
集
王
三
七
九
頁
参
照
）
。
と
も
角
、
定
立
と
云
わ
れ
る
以
上
は
、
そ
の
も
と
に
既
に
〈
何

　
　
か
規
定
さ
れ
た
も
の
〉
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
夫
れ
は
既
に
何
ら
か
の
関
係
の
構
成
概
念
で
あ
る
。

　
　
ロ
ッ
ツ
ェ
が
挙
げ
て
い
る
「
平
面
」
或
は
門
速
度
」
と
い
っ
た
概
念
の
例
な
ど
は
、
こ
の
場
合
き
わ
め
て
適
切
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

　
　
は
正
に
構
成
概
念
で
あ
り
、
従
っ
て
興
れ
は
一
定
の
意
義
と
有
益
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
る
に
両
者
は
そ
れ
自
身
で
鋤
⇔
ζ
。
8
び
。
。
①
影
雲

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
っ
か
は
現
実
の
う
ち
に
現
わ
れ
得
る
よ
う
な
何
も
の
を
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
蓋
し
、
物
的
な
拡
が
り
の
限
界
を
越
え
て
は
、
何
ら

　
　
の
平
爾
も
存
在
し
得
な
い
し
、
　
＝
疋
の
（
ぴ
①
。
・
実
射
鷺
け
）
製
陶
を
伴
わ
ず
し
て
何
の
速
度
も
在
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
者
が
再
び
現
実
的
な
繋
る
も
の
を
意
味
す
る
存
在
と
な
る
為
に
は
、
平
面
お
よ
び
速
度
と
い
う
純
粋
概
念
を
思
わ
れ
が
獲
得
せ
ん
が
為
に
、

　
　
抽
象
し
去
っ
た
も
の
一
例
え
ば
、
物
的
な
拡
が
り
と
か
一
定
の
方
向
と
い
っ
た
一
こ
う
し
た
他
の
構
成
要
素
を
付
加
し
た
場
合
に
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
み
、
夫
れ
は
初
め
て
か
の
実
在
性
を
…
獲
得
し
う
る
の
で
あ
る
。

434　
　
　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戴
蕪
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四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
事
情
が
・
石
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
定
立
と
か
措
定
と
か
云
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
〈
存
在
〉
た
り
得
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

く
、
却
っ
て
何
ら
か
塗
る
一
定
の
否
む
し
ろ
、
唯
一
の
関
係
の
措
定
も
し
く
は
肯
定
に
於
て
初
め
て
、
完
全
な
存
在
概
念
は
成
立
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
う
事
を
整
わ
れ
は
知
る
。
繰
り
返
し
て
云
え
ば
、
単
な
る
定
立
（
謹
○
聯
錘
①
勺
。
ω
三
8
）
な
い
し
措
定
は
、
却
っ
て
実
在
か
ら
或
る
一

つ
の
関
係
を
掬
遣
し
去
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
が
抽
象
さ
れ
た
当
の
も
の
に
就
い
て
再
び
肯
定
さ
れ
た
時
、
す
な
わ
ち
、
先
に
抽
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

さ
れ
た
関
係
の
…
つ
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
再
び
付
加
さ
れ
る
場
合
に
の
み
初
め
て
、
実
在
的
と
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
我
わ
れ
が
専
門
用
語
と
し
て
使
い
騨
ら
さ
れ
て
い
る
所
の
、
　
〈
表
象
作
用
〉
と
い
う
術
語
の
も
つ
意
味
が
既
に

回
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
象
作
用
と
は
…
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
か
の
書
で
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
（
o
℃
・
葺
．
ω
．

お
）
1
先
ず
℃
費
。
逃
角
①
　
〈
把
捉
す
る
こ
と
、
把
捉
、
知
覚
〉
で
あ
り
、
或
る
も
の
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
取
る
こ
と
、
把
え
る
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
夫
れ
だ
け
で
も
っ
て
、
　
「
存
在
と
は
た
だ
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
於
て
の
み
成
立
す
る
」
国
ω
ω
Φ
霧
骨
℃
興
鼠
嘗
（
切
①
跨
一
①
《
）

と
は
云
い
得
ま
い
。
蓋
し
、
事
物
の
存
在
そ
の
も
の
は
寧
ろ
、
こ
の
よ
う
な
知
覚
を
可
能
に
し
て
い
る
ご
芝
自
転
ざ
ゲ
犀
Φ
騨
．
．
に
依
っ
て
の

み
成
立
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
蝕
に
〈
表
象
作
用
〉
と
い
う
か
の
術
語
の
第
二
の
意
味
を
我
わ
れ
は
思
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
夫
れ
は
㍉
Φ
讐
器
ω
①
手
錠
①
．
、
〈
再
び
現
前
す
る
こ
と
〉
、
換
言
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
　
「
表
象
作
用
の
内
で
我

わ
れ
は
詐
る
も
の
を
我
わ
れ
の
前
に
立
て
る
の
で
あ
り
、
そ
の
青
る
も
の
は
そ
の
よ
う
に
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
（
定
立
さ
れ
た
も
の
）

と
し
て
我
わ
れ
に
対
向
し
て
、
す
な
わ
ち
〈
対
一
象
〉
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
」
（
。
ワ
。
搾
ω
◎
に
）

　
以
上
述
べ
て
き
た
如
く
に
カ
ン
ト
の
「
テ
ー
ゼ
」
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ば
、
存
在
が
「
単
に
定
立
で
あ
る
」
と
語
る
其
の
〈
単
に
〉

び
δ
ゆ
の
意
味
す
る
所
も
、
お
の
ず
か
ら
明
確
と
な
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
鴨
る
存
在
す
る
も
の
が
く
何
で
有
る
か
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
事
に
依
っ
て
は
、
つ
ま
り
カ
ン
ト
で
云
え
ば
概
念
か
ら
は
、
決
し
て
解
明
さ
れ
得
な
い
と
い
う
事
を
意
味
し
て
い
る
。
要
約
す
れ

ば
、
　
〈
存
在
〉
と
は
事
物
の
単
な
る
規
定
で
は
な
く
し
て
、
根
本
的
な
措
定
で
あ
り
、
む
し
ろ
事
物
そ
の
も
の
、
事
物
と
殆
ん
ど
同
一
の

も
の
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
　
「
こ
の
．
．
ぼ
○
ゆ
、
、
は
制
限
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
か
ら
の
み
存
在
が
純
粋
に
特
色



　
　
付
け
ら
れ
る
べ
き
境
域
、
そ
う
い
う
境
域
の
う
ち
へ
存
在
を
指
定
し
入
れ
る
こ
と
く
費
≦
魚
。
。
け
餌
舘
ω
①
ぎ
ぎ
Φ
冒
①
⇒
じ
d
興
虫
畠
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
従
っ
て
こ
の
場
合
、
　
「
乞
。
ゆ
．
．
は
純
粋
に
話
陣
⇔
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」
と
語
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
車
毘
に
、
我
わ
れ
も
亦
賛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
岡
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
ε
．
簿
●
ψ
¢
）
。
夫
れ
は
す
な
わ
ち
、
ロ
ッ
ツ
ェ
で
云
え
ば
或
る
も
の
が
唯
一
の
関
係
に
立
つ
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
し
て
事
物
を
有
る
も
の
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
、
存
在
の
措
定
℃
o
ω
三
〇
欝
で
あ
る
が
、
事
物
を
躍
る
も
の
と
し
て

　
　
知
る
こ
と
i
我
わ
れ
の
先
の
日
常
例
で
云
え
ば
、
私
は
確
か
に
金
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
慮
れ
は
預
金
と
い
う
形
（
姿
）
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
在
る
貨
…
幣
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
一
こ
の
事
は
、
存
在
の
規
定
b
ご
Φ
ω
瓢
両
型
郎
鐸
α
q
で
あ
る
と
も
云
い
得
よ
う
か
（
山
内
得
立
「
意
味

　
　
の
形
而
上
学
」
参
照
）
。

　
　
　
蝕
に
到
っ
て
我
わ
れ
は
、
単
に
存
在
を
で
は
な
く
し
て
、
或
る
意
味
で
は
巡
れ
に
先
立
っ
て
、
存
在
の
〈
意
味
〉
と
い
う
こ
と
を
主
張

　
　
し
ょ
う
と
す
る
一
つ
の
契
機
を
見
出
し
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
夫
れ
は
単
な
る
対
象
的
な
存
在
の
概
念
で
は
な
く
し
て
、

　
　
今
一
っ
別
の
、
新
し
い
存
在
の
概
念
（
理
解
）
、
而
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
「
存
在
に
関
す
る
本
質
的
な
る
も
の
零
①
ω
窪
践
。
げ
Φ
ω
熔
び
霞

　
　
餌
鋤
ω
ω
色
心
」
（
8
含
鼻
・
ω
●
お
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
払
わ
れ
は
「
淋
し
い
秋
」
が
や
っ
て
来
た
、
や
が
て
「
寒
い
冬
」
が
待
っ
て
い
る
、
1

　
　
一
こ
の
よ
う
に
語
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
存
在
（
対
象
）
は
、
も
の
が
我
わ
れ
に
く
対
し
て
立
つ
〉
と
云
う
よ
り
も
寧
ろ
、
存

　
　
在
が
謡
わ
れ
に
向
か
っ
て
〈
や
っ
て
来
る
〉
の
で
あ
り
、
我
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
存
在
に
〈
出
会
う
〉
ぴ
Φ
α
q
⑦
σ
q
⇔
Φ
⇔
の
で
あ
る
。
勿
論
、
斯

　
　
る
存
在
と
い
え
ど
も
感
性
的
存
在
と
し
て
の
人
畜
の
立
場
を
脱
し
得
な
い
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
の
場

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
合
、
感
性
と
は
単
に
抽
象
的
な
感
覚
、
あ
る
い
は
純
粋
感
覚
の
そ
れ
で
は
な
く
、
存
在
す
る
も
の
の
〈
存
在
の
仕
方
〉
の
概
念
に
他
な
ら

　
　
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
存
在
と
は
、
我
わ
れ
に
向
か
っ
て
謂
わ
ば
く
何
か
を
語
り
か
け
て
い
る
〉
類
の
も
の
で
あ
り
、
こ

　
　
の
意
味
で
夫
れ
は
く
象
微
的
〉
な
い
し
〈
意
味
的
〉
存
在
と
で
も
称
し
て
よ
か
ろ
う
。
人
間
は
秀
れ
て
一
種
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
、
他

　
　
の
も
ろ
も
ろ
の
存
在
と
感
性
的
、
或
は
置
観
的
な
動
的
関
係
に
立
つ
こ
と
に
依
っ
て
、
自
己
の
存
在
の
〈
意
味
〉
を
実
現
す
る
。
寄
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
現
実
的
に
≦
群
匹
器
げ
〈
あ
る
〉
、
す
な
わ
ち
「
現
に
そ
こ
に
在
る
ほ
U
鋤
あ
①
ぎ
扁
　
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
　
「
カ
ン
ト
の
物
へ
の
閥
は
直
観

454　
　
　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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匹
六

46
4
　
と
思
推
へ
の
、
従
っ
て
経
験
と
そ
の
諸
原
則
へ
の
問
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
こ
の
間
は
人
間
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
《
物
と
は
何
か
》
と
い
う
こ
の
問
は
、
《
人
間
と
は
誰
か
》
と
閥
う
こ
と
で
あ
る
。
此
の
事
は
、
も
ろ
も
ろ
の
事
物
が
一
入
の
人
間

　
　
の
こ
し
ら
え
物
に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
す
る
所
は
卸
っ
て
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
常
に
既
に
も
ろ
も
ろ
の

　
　
事
物
を
跳
び
越
え
て
い
る
（
¢
ぴ
鶏
ω
鷲
ぎ
σ
q
紳
）
人
聞
と
し
て
疑
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
語
る
　
（
b
苛
箏
惑
愈
愈
§
ミ

　
　
§
ミ
b
§
触
建
漆
ミ
隔
卜
偽
謡
鳶
建
§
蹴
§
讐
。
§
毅
§
§
ミ
ミ
§
Ω
、
§
駐
多
多
§
’
お
①
昏
⊃
ワ
ω
「
H
。
。
Φ
）
所
以
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
我
わ

　
　
れ
は
、
　
「
存
在
の
〈
意
味
〉
」
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二

　
さ
て
、
し
か
し
、
醗
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
　
〈
意
味
〉
は
素
よ
り
〈
存
在
〉
と
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
意
味
と
は
何

で
あ
る
か
？
　
意
味
の
立
場
と
存
在
の
搾
れ
と
は
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
の
か
。
こ
の
点
に
嘗
て
、
我
わ
れ
は
　
般
に
「
存
在
の
問
題
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
存
在
概
念
）
に
対
し
て
、
思
惟
（
論
理
）
構
造
の
中
核
に
先
験
的
構
想
力
の
概
念
を
導
入
し
て
み
て
は
ど
う
か
一
と
い
う
一
つ
の
試

へみ
を
も
つ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
周
知
の
如
く
カ
ン
ト
の
娼
現
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
我
わ
れ
の
思
惟
の
一
般
的
な
性
格
を
発
見
し
た
の
は
、
謂
わ
ゆ
る
「
形
式
論
理
学
」

で
あ
っ
た
。
参
れ
は
即
ち
カ
ン
ト
で
云
え
ば
、
　
「
二
つ
の
概
念
（
主
語
と
述
語
）
の
間
の
関
係
の
表
象
」
（
N
．
b
ご
．
辺
に
O
塗
）
、
換
言
す
れ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ば
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
形
式
論
理
学
は
、
こ
の
一
般
性
の
保
証
を
単
に
判
断
の
形
式
の
み
に
求
め
た
結
果
、
判
断
は
単
に
命
題

ω
暮
N
の
研
究
に
の
み
終
始
す
る
と
い
う
弊
害
を
伴
う
に
至
っ
た
。
そ
こ
か
ら
命
題
の
単
な
る
諸
形
式
と
し
て
一
般
と
特
殊
、
肯
定
と
否
定

お
よ
び
断
言
と
仮
言
と
い
っ
た
判
断
形
式
が
分
類
さ
れ
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
諸
形
式
の
全
体
的
法
則
と
し
て
、
自
同
律
と
矛
盾
律
お
よ
び

排
中
律
と
い
う
思
惟
の
三
大
法
則
が
樹
立
さ
れ
た
こ
と
は
、
普
ね
く
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
だ
け
で
も
っ
て
必
要
か

つ
十
分
な
の
で
あ
る
か
？
　
換
言
す
れ
ば
、
集
わ
れ
が
凡
そ
も
の
を
理
解
す
る
く
①
湊
審
滞
⇔
と
い
う
論
理
構
造
は
、
果
た
し
て
形
式
論
理



　
　
学
で
の
右
の
如
き
先
天
的
な
、
そ
の
限
り
で
の
一
般
的
な
風
選
の
み
で
尽
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
明
ら
か
に
否
で
あ
る
！
　
カ
ン
ト
も

　
　
勿
論
、
形
式
的
論
理
で
の
か
の
一
般
的
な
性
格
を
否
定
し
は
し
な
い
。
我
わ
れ
の
論
理
的
理
解
と
い
う
も
の
の
基
本
構
造
は
、
常
に
必
ず

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
般
か
ら
特
殊
へ
と
向
か
う
。
す
な
わ
ち
、
特
殊
な
る
も
の
を
一
般
的
な
る
も
の
の
中
に
包
摂
す
る
こ
と
ω
鐸
ぴ
鼻
下
鉱
。
昌
を
他
に
し
て
凡

　
　
そ
人
間
認
識
に
於
け
る
‘
＜
霞
。
。
8
ぴ
Φ
ロ
．
．
の
成
立
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
立
場
で
の
く
一
般
的
な
る
も
の
〉

　
　
と
は
、
形
式
論
理
で
云
う
か
の
抽
象
的
…
般
者
で
は
な
い
。
賜
れ
は
…
般
的
な
る
も
の
が
内
か
ら
必
然
的
に
自
己
自
身
の
発
展
を
迫
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
る
、
す
な
わ
ち
、
一
種
の
主
体
的
な
生
産
力
℃
呂
含
毒
口
鼻
野
そ
の
意
味
で
の
内
面
的
な
創
造
力
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
単
に

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
先
天
的
な
形
式
を
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
形
式
に
客
観
的
な
実
在
性
を
付
与
し
、
そ
の
形
式
を
通
じ
て
新
し
く
、
無
限
に
多
様
な
思
惟
の

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
内
容
を
産
出
し
て
や
ま
な
い
〈
働
き
〉
謂
わ
ば
具
体
的
な
一
般
者
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
を
、
我
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
存
在
概
念
の
う
ち
に

　
　
も
着
継
し
得
る
。
香
れ
が
か
の
先
験
的
論
理
学
で
あ
り
、
謂
わ
ゆ
る
「
先
験
的
統
覚
」
で
あ
り
、
そ
し
て
中
で
も
そ
の
論
理
的
梅
造
の
媒

　
　
介
的
中
心
に
位
置
す
る
の
が
、
　
〈
先
験
的
構
想
力
〉
の
概
念
で
あ
っ
た
と
我
わ
れ
は
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
以
下
大
要
、
こ
の
よ
う

　
　
な
方
向
に
論
述
を
進
め
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
さ
て
、
問
題
は
先
ず
鞠
断
が
そ
の
発
端
で
あ
っ
た
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
（
ノ
＜
．
踏
．
毒
忌
『
げ
）
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
く
α
Q
ビ
寒
翁
§
ミ
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ξ
Q
ミ
§
§
H
鴛
メ
や
H
O
ω
～
肉
§
恥
§
§
叙
辱
、
ミ
鷺
§
勘
§
）
、
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
学
は
、
形
式
的
論
理
学
が
見
出
し
得
な
か
っ
た
劉

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
種
の
判
断
を
発
見
し
た
。
「
凡
そ
判
断
と
は
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
の
も
と
に
齎
ら
す
仕
方
で
あ
る
。
」
（
b
⇔
＼
H
鉦
）
と
す

　
　
る
カ
ン
ト
の
規
定
が
央
れ
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
判
断
が
た
と
え
全
く
正
急
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、

　
　
夫
れ
は
カ
ン
ト
が
心
に
抱
い
て
い
た
形
式
論
理
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
憶
わ
れ
は
認
塾
す
べ
き
で

　
　
あ
る
」
と
指
摘
す
る
と
共
に
、
こ
の
言
及
と
前
後
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
i
「
カ
ン
ト
が
全
く
正
嘉
に
見
て
い
る
よ
う
に
、
判

　
　
断
は
二
つ
の
概
念
な
い
し
観
念
を
単
に
統
一
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
判
断
そ
れ
膚
身
の
為
に
或
る
命
題
を
受
入

　
　
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
（
や
H
①
↓
）
又
、
　
「
形
式
論
理
に
と
っ
て
判
断
と
は
命
題
で
あ
り
、
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
鳴
る
も
の
は
、
真

貯4　
　
　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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な
い
し
偽
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
何
ら
か
の
具
体
的
な
思
惟
の
部
分
に
於
て
は
、
必
ず
し
も
偽
な
い
し
真
で
あ
る
と
断
定
さ

　
　
れ
得
な
い
。
」
（
や
H
①
○
。
）
…
と
。
こ
の
ウ
ォ
ル
シ
ュ
の
二
つ
の
言
及
を
手
掛
り
と
し
て
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
〈
判
断
〉
の
問
題
1
そ

　
　
れ
は
当
然
、
先
験
的
統
覚
な
ら
び
に
範
疇
の
問
題
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
一
に
つ
い
て
我
わ
れ
は
以
下
の
如
き
諸
点
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
命
題
の
真
偽
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
其
の
意
味
詔
§
に
存
す
る
。
で
は
意
味
と
は
何
か
。
意
味
は
確
か
に
厳
密
に
は
存
在
の
領
域
に

　
　
属
し
な
い
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
西
頒
博
士
は
、
「
存
在
で
は
な
い
斜
塔
①
膨
○
貯
窪
q
が
あ
る
、
そ
れ
は
価
値
名
①
属
で
あ
る
。
」
と
云

　
　
う
（
全
集
1
、
二
一
七
頁
）
。
そ
し
て
之
に
続
け
て
、
大
要
次
の
よ
う
な
事
を
語
っ
て
い
る
、
一
意
味
と
は
実
に
こ
の
価
値
の
範
囲
に
属
す

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
意
味
と
存
在
と
の
区
別
は
、
否
定
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
郡
ち
存
在
に
対
し
て
は

　
　
単
に
無
が
あ
る
の
み
だ
が
、
価
値
の
否
定
に
は
有
に
対
す
る
無
と
い
う
意
味
で
の
無
価
値
¢
⇒
考
①
慧
と
、
善
に
対
す
る
悪
と
い
う
如
き

　
　
無
価
値
昌
Φ
σ
q
象
箸
興
言
①
諄
の
二
義
が
あ
る
。
意
味
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
価
値
の
一
種
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
一
と
。
し

　
　
か
し
乍
ら
、
単
に
こ
れ
だ
け
で
は
爾
者
の
母
子
は
未
だ
明
白
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
博
士
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
価
値
な
い
し
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
味
は
、
　
「
存
在
で
は
な
い
或
る
も
の
が
あ
る
」
の
で
あ
り
、
釣
れ
は
謂
わ
ぱ
〈
意
味
的
存
在
〉
と
で
も
称
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
？
　
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
価
値
の
有
り
方
が
妥
当
性
と
し
て
厳
し
く
存
在
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
意
味
の
立
場
は
あ
く

　
　
ま
で
も
存
在
に
密
着
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
躍
れ
は
あ
く
ま
で
も
存
在
と
そ
の
境
域
を
異
に
し
な
が
ら
、
し
か
も
尚
一
つ
の
或
る
も
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
し
て
在
る
（
ω
①
一
⇔
）
の
で
あ
る
か
ら
（
山
内
早
立
「
意
味
の
形
而
上
学
」
参
照
）
。
こ
の
点
に
於
て
、
奮
わ
れ
は
溝
想
力
の
「
先
験
的
意
味

　
　
性
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
我
わ
れ
は
左
に
、
一
つ
の
例
を
考
察
の
手
掛
り
と
し
よ
う
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
つ
の
マ
ッ
チ
箱
が
私
の
眼
前
に
横
た
わ
る
。
実
際
に
私
の
見
て
い
る
唯
一
の
側
面
は
、
上
面
が
緑
色
で
そ
の
上
に
白
字
で
店
名
が
轡
か
れ
て
お
り
、

白
色
の
上
に
誤
字
で
電
話
磁
器
の
記
入
き
れ
て
い
る
側
面
と
、
今
一
つ
、
マ
ッ
チ
の
内
箱
を
な
し
て
い
る
無
地
の
側
鎖
…
こ
の
三
面
で
あ
る
。
し
か

し
私
は
こ
れ
ら
の
裏
側
に
あ
る
他
の
三
面
を
想
像
す
る
。
即
ち
、
水
墨
醐
の
印
刷
き
れ
た
下
面
と
、
今
一
つ
は
無
地
の
内
箱
の
小
蔭
、
そ
し
て
茶
褐
色

の
燐
を
塗
っ
た
側
面
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
私
は
箱
の
中
味
を
想
像
し
、
マ
ッ
チ
の
軸
に
塗
ら
れ
た
燐
の
臭
い
を
想
像
す
る
。
一
以
上
の
事
物
は
確



　
　
　
か
に
、
実
際
に
そ
こ
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
署
す
べ
て
を
私
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
こ
の
固
い
物
体
と
し
て
の
マ
ッ
チ
箱
を
私
が
想
像
す
る
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
り
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
に
触
れ
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
堺
は
私
が
興
る
一
つ
の
仕
方
に
依
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
英
国
の
デ
ィ
ル
タ
イ
と
称
せ
ら
れ
た
現
代
哲
学
者
の
一
人
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
（
幻
・
○
■
晶
O
O
｝
一
一
昌
σ
q
≦
O
O
縣
）
の
指
摘
す
る
如
く
（
＜
σ
q
ド

　
　
6
げ
Φ
等
ぎ
鼠
覧
①
ω
。
出
》
拝
H
⑩
α
◎
。
一
ω
Φ
蝕
汁
δ
づ
お
費
一
℃
．
餐
卜
。
塗
）
、
一
二
つ
の
意
味
で
か
の
マ
ッ
チ
は
「
実
際
に
そ
こ
に
」
在
る
、

　
　
　
①
感
覚
の
配
列
な
い
し
感
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
私
が
そ
れ
を
見
て
い
る
と
い
う
事
。

　
　
　
②
こ
れ
ら
の
感
覚
の
綜
合
の
全
体
と
し
て
、
之
を
マ
ッ
チ
と
い
う
「
言
葉
で
私
が
解
釈
し
た
事
物
」
と
し
て
。

　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
存
在
の
概
念
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
後
者
の
意
味
で
の
構
想
力
で
あ
る
。
マ
ッ
チ
と
い
う
事
物
は
右
の
如
き
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
一
例
が
示
す
如
く
、
常
に
マ
ッ
チ
箱
と
い
う
意
味
を
表
示
す
る
と
共
に
、
自
己
の
内
に
あ
る
、
学
賞
の
他
者
（
対
象
）
に
し
て
而
も
自

　
　
己
と
密
接
に
関
連
す
る
マ
ッ
チ
の
軸
、
特
有
な
其
の
臭
い
、
或
い
は
色
等
々
を
も
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
す
べ
て
、
構
想
力
の

　
　
有
す
る
意
味
の
先
験
性
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
思
惟
」
と
い
う
こ
と
に
は
一
般
に
、
真
な
い
し
偽
が
本
質

　
　
的
に
付
き
ま
と
う
に
し
て
も
、
感
覚
に
つ
い
て
考
え
る
働
き
、
こ
れ
を
解
釈
す
る
先
天
的
能
力
と
し
て
の
構
想
力
は
決
し
て
自
己
を
欺
か

　
　
な
い
。
だ
か
ら
、
終
始
一
貫
し
て
観
念
論
者
を
以
て
自
認
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
で
さ
え
も
、
「
凡
ゆ
る
実
在
性
は
構
想
力
に
依
っ
て
産
出
さ
れ
扁

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
　
「
講
想
力
に
依
る
欺
き
Φ
霞
Φ
日
ぎ
。
・
o
ゲ
＝
講
σ
q
刀
銭
。
げ
魚
①
国
圏
窪
匡
¢
質
α
q
ω
騨
p
ゆ
｛
こ
な
ど
と
云
う
こ
と
は
あ
り

　
　
得
な
い
、
　
「
却
っ
て
そ
れ
は
真
理
を
、
唯
一
可
能
な
る
真
理
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
欺
く
と
仮
定
す
る
こ
と
は
「
自
己
の
存

　
　
在
を
疑
う
こ
と
を
教
え
る
島
器
魚
σ
q
①
奮
ω
④
汐
び
①
N
≦
①
臨
⑦
闘
一
①
響
け
懐
疑
論
の
基
礎
付
け
を
意
味
す
る
。
」
一
（
＜
σ
q
一
曾
宏
。
窯
①
”
O
こ
ミ
叙
N
顎
鷺

　
　
匙
ミ
α
籍
象
ミ
ミ
§
宍
㌦
鈎
§
動
簿
息
偽
鳶
専
3
H
●
卜
。
卜
。
“
）
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
斯
く
し
て
、
現
実
な
る
存
在
（
O
？
ω
Φ
言
）
と
は
、
給
わ
れ
に
と
っ
て
何
か
贈
る
「
意
味
あ
る
」
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

　
　
う
。
そ
こ
に
、
我
わ
れ
は
先
験
的
構
想
力
の
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
た
と
え
新
カ
ン
ト
学
派
の
人
び
と
に
よ
っ
て
、
「
単

　
　
に
価
値
で
は
な
く
し
て
実
に
働
く
価
値
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
（
木
村
業
平
「
ド
イ
ツ
観
念
論
の
研
究
」
一
六
五
頁
）
に
し
て
も
、
上
述
の
如
き
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4
　
事
清
に
出
て
、
所
詮
価
値
の
立
場
は
存
在
と
の
断
絶
を
伴
う
こ
と
は
否
め
ま
い
。
そ
れ
故
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
も
、
か
の
書
の
中
で
「
従
っ

　
　
て
人
の
云
う
如
く
、
カ
ン
ト
哲
学
に
依
っ
て
存
在
の
概
念
が
解
決
し
て
い
る
と
思
う
の
は
、
今
日
も
尚
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
新
カ
ソ

　
　
ト
主
義
の
迷
妄
H
謹
欝
露
で
あ
る
」
（
ω
■
b
⊃
H
）
と
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
さ
て
、
腐
心
味
の
問
題
は
今
は
こ
の
程
度
に
止
め
て
、
今
一
度
論
述
を
元
に
戻
し
て
み
た
い
。
右
に
述
べ
て
き
た
所
の
命
題
に
於
け
る
真

　
　
偽
の
問
題
は
、
是
を
表
象
作
用
と
判
断
の
関
係
に
就
い
て
み
て
も
、
そ
こ
に
同
様
な
事
情
を
我
わ
れ
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

　
　
「
こ
の
鉛
筆
」
と
い
う
単
純
な
表
象
は
、
直
ち
に
知
識
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
単
な
る
表
象
に
真
偽
の
区
別
が
存
し
な
い
の
は
云
う

　
　
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
例
え
ば
「
こ
の
赤
い
鉛
筆
」
と
云
っ
て
し
ま
え
ば
、
夫
れ
は
既
に
一
種
の
判
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
何
故
な
ら
、
懸
れ
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
、
主
観
が
実
体
或
い
は
物
（
鉛
筆
）
と
其
の
属
性
（
赤
い
）
と
い
う
形
式
に
依
っ
て
統

　
　
一
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
判
断
の
形
式
、
即
ち
範
疇
に
当
嵌
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
判
断
と
は
単
に
諸
表
象
の
関
係
と
か
、
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
合
と
い
っ
た
事
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
に
或
る
も
の
が
舶
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
或
る
も
の
と
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
表
象
を
統
一
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
根
源
的
な
意
識
の
働
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
結
合
の
基
礎
に
は
既
に
統
一
（
接
ぎ
げ
。
δ
が
存
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

　
　
の
よ
う
な
統
一
の
働
き
は
、
カ
ン
ト
に
依
っ
て
「
意
識
一
般
」
と
称
さ
れ
た
よ
う
に
、
夫
れ
は
表
象
の
普
遍
的
に
し
て
而
も
必
然
的
な
規

　
　
劉
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
全
く
論
理
的
な
も
の
、
謂
わ
ゆ
る
く
判
断
的
一
般
老
〉
で
あ
り
、
事
実
上
の
意
識
統
一

　
　
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
綜
合
的
統
一
が
、
カ
ン
ト
の
云
う
「
先
験
的
統
覚
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
は
語

　
　
つ
た
、
一
…
「
斯
く
し
て
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
最
山
間
点
で
あ
り
、
そ
の
点
に
人
は
一
切
の
悟
性
奥
詰
を
、
論
理
学
の
全
体
さ
え
も
を
、

　
　
そ
し
て
そ
れ
〈
論
理
学
〉
に
従
っ
て
超
越
論
的
－
哲
学
を
、
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
ま
こ
と
に
こ
の
能
力
〔
上
に
云
わ

　
　
れ
た
統
覚
〕
が
悟
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
（
伽
H
①
”
　
剛
W
＼
H
ら
Q
幽
　
》
⇒
ヨ
Φ
目
障
’
）
…
と
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
著
名
な
カ
ン
ト
の
脚
註
に
み
ら
れ
る
〈
統
覚
〉
の
意
味
す
る
所
を
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
の
如
く
解
説
す
る
…
即

　
　
ち
、
夫
れ
は
①
予
め
一
切
の
表
象
作
用
の
内
に
そ
の
作
用
と
共
に
（
あ
っ
て
）
、
囁
統
一
し
つ
つ
あ
る
（
巴
ω
㊦
ぎ
お
Φ
鐸
幽
）
〈
働
き
〉
と
し
て
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そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
、
②
統
「
の
か
く
の
ご
と
き
先
与
（
く
。
村
α
Q
鋤
ぴ
①
）
に
際
し
て
、
二
時
に
触
発
へ
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
き
σ
q
①
鼠
・
ω
窪
鋤
象
》
幣
甕
・
謎
）
こ
と
で
あ
る
i
（
。
サ
。
罫
ψ
お
）
。
確
か
に
、
右
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
場
合
の
統
覚
一
対
象
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
の
閥
題
を
論
じ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
一
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
　
「
そ
れ
に
人
が
…
…
論

理
学
全
体
を
…
…
結
び
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
最
高
点
」
で
は
あ
る
。
而
も
注
目
す
べ
き
は
、
カ
ン
ト
は
厳
で
「
〈
そ
れ
へ
〉
き
侮
①
博
人
が

結
び
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
云
っ
て
い
な
い
事
で
あ
る
。
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
論
理
学
全
体
は
、
こ
の
〈
論
理
学
〉
な
し
に
存

立
す
る
或
る
も
の
へ
、
後
か
ら
追
加
的
な
仕
方
で
初
め
て
、
附
着
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
先

験
的
統
覚
は
、
寧
ろ
〈
そ
れ
に
〉
知
昌
餌
Φ
ヨ
論
理
学
全
体
が
、
論
理
学
と
し
て
既
に
結
び
付
き
依
存
し
て
い
る
所
の
「
最
高
点
」
で
あ
り
、

論
理
学
は
そ
の
点
を
、
論
理
学
の
本
質
全
体
が
先
験
的
統
覚
に
依
存
す
る
と
い
う
仕
方
一
即
ち
、
こ
の
根
源
か
ら
し
て
と
い
う
仕
方
l

l
で
の
み
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
　
〈
そ
れ
に
従
っ
て
〉
き
浮
冠
と
は
如
何
な
る
意
味
か
？
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
；

に
依
る
と
、
　
「
夫
れ
は
論
理
学
聖
体
が
超
越
論
的
－
哲
学
に
、
秩
序
の
上
か
ら
優
先
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
論
理
学
全
体
が

先
験
的
統
覚
と
い
う
場
所
の
内
へ
編
入
さ
れ
て
秩
序
付
け
ら
れ
て
い
る
（
①
営
σ
q
8
益
器
臨
幸
①
8
窪
）
場
合
に
初
め
て
、
且
つ
そ
の
場
合
に

の
み
、
論
理
学
全
体
は
感
性
的
直
観
の
所
与
に
幽
係
付
け
ら
れ
る
」
と
い
う
か
の
機
能
一
即
ち
、
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
諸
概
念
（
諸

写
糊
）
と
諸
原
翔
と
を
規
定
す
る
為
の
手
引
と
し
て
の
機
能
1
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
大
要
、
以
上
の
如
く
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
解
釈
し
て
い
る
。

　
だ
が
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
先
験
的
統
覚
が
表
わ
し
て
い
る
意
味
は
、
果
た
し
て
こ
れ
だ
け
に
尽
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
約
言
す
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

統
覚
と
悟
性
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
統
覚
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
主
張
す
る
如
き
意
味
に
煮
て
、
根
源
的
に
は
〈
構
想
力
〉

な
の
で
あ
る
か
。
周
知
の
空
く
、
こ
の
問
題
は
今
日
で
も
尚
、
カ
ン
ト
解
釈
の
立
場
を
決
す
る
妓
路
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
今
は

触
れ
な
い
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
自
身
は
他
方
、
か
の
統
覚
と
悟
性
と
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
は
「
悟

性
の
可
能
性
で
さ
え
も
意
識
の
統
一
（
即
ち
統
覚
）
に
基
づ
く
」
（
し
d
訟
。
。
圃
）
と
語
っ
て
い
る
。
是
に
よ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
悟
性
と
統
覚
と

　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

4
　
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
く
、
そ
の
限
り
に
於
て
悟
性
は
、
先
験
的
統
覚
の
富
津
的
論
理
側
面
を
示
す
も
の
と
煮
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

　
　
の
よ
う
に
し
て
、
統
覚
の
意
味
は
単
に
悟
性
的
な
る
も
の
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
寧
ろ
、
獲
れ
は
悟
性
的
な
る
も
の
と
感
性
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
る
も
の
と
を
総
括
す
る
全
体
的
な
る
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
統
覚
の
も
っ
こ
の
よ
う
な
先
験
的
二
重
構
造
に

　
　
着
喫
す
る
こ
と
に
依
っ
て
初
め
て
、
我
わ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
先
験
的
構
想
力
」
の
真
相
を
理
解
し
得
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
カ
ン

　
　
ト
札
盤
も
言
明
し
て
い
る
如
く
、
元
来
先
験
的
統
覚
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
統
一
国
ぎ
げ
Φ
跨
の
能
力
で
あ
っ
て
、
綜
合
ω
誓
言
③
の
δ
の
能

　
　
力
と
は
解
し
難
い
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
N
「
嗣
W
’
ノ
N
ぴ
q
圃
．
》
＼
O
鼻
）
。
概
述
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
統
覚
解
釈
が
〈
統
一
〉
と
い
う
点
を
強

　
　
調
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
点
に
関
連
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
　
「
統
一
し
つ
つ
あ
る
働
き
」
、
曰
く
、
「
統
一
の
斯
く

　
　
の
如
き
先
与
」
、
更
に
日
く
、
　
「
〈
統
一
〉
は
決
し
て
単
な
る
一
緒
と
い
う
事
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
に
し
つ
つ
一
集
摂
し
つ
つ
あ
る
こ
と

　
　
（
魚
商
σ
q
Φ
嵩
争
く
①
撃
鴇
日
掛
Φ
ぽ
匹
）
」
（
。
や
。
搾
ψ
b
。
O
）
…
…
等
々
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
も
指
摘
し
て
い
る
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
構
想
力
と
統
覚
の
関
係
に
つ
い
て
「
我
わ
れ
の
学
ぶ
べ
き
は
、
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
は
夫
れ
が
客
観
的
認
識
に
帰
着
す
べ
き
な
ら
ば
、

　
　
統
覚
の
統
…
に
関
係
付
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
○
や
。
搾
や
同
0
①
）
。
従
っ
て
カ
ン
ト
は
、
「
綜
合
一
般
は
全
く

　
　
構
想
力
の
働
き
で
あ
る
」
と
語
り
、
さ
ら
に
続
け
て
、
「
か
よ
う
に
し
て
構
想
力
の
純
粋
（
生
産
的
）
綜
合
の
必
然
的
統
一
の
原
理
は
、
統

　
　
覚
に
先
行
し
て
（
〈
o
吋
）
、
凡
ゆ
る
認
識
の
、
特
に
経
験
の
根
拠
で
あ
る
」
と
語
る
の
で
あ
る
。
錦
ち
、
　
〈
綜
合
〉
と
い
う
観
点
に
立
つ
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
り
、
構
想
力
の
綜
合
は
最
も
根
源
的
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
、
こ
の
点
に
於
て
夫
れ
は
統
覚
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
統
覚
も
綜
合
的
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
一
と
し
て
、
溝
想
力
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
構
想
力
の
純
粋
綜
合
の
も
と
に
去
て
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
の
統
覚
は
働
く
の
で
あ
る
。
我
わ
れ
は
右
に
、
統
覚
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
を
み
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
　
「
統
覚
は
一
切
の

　
　
表
象
作
用
と
共
に
（
あ
っ
て
）
、
統
一
し
つ
つ
あ
る
く
働
き
〉
と
し
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
今
や
我
わ
れ
は
、

　
　
統
覚
の
表
わ
す
こ
の
働
き
は
、
実
に
先
験
的
構
想
力
の
純
粋
綜
合
を
可
能
に
せ
ん
が
為
の
も
の
、
そ
の
為
の
謂
わ
ば
地
平
を
拓
く
働
き
で

　
　
あ
っ
た
事
を
知
る
（
＜
鐙
憎
ぎ
α
q
①
ぴ
。
壌
頃
①
箆
①
田
舞
霞
鱒
忽
§
ミ
ミ
靴
ミ
§
砂
浴
㌧
ミ
簿
詠
町
斜
H
8
c
。
・
囚
勉
箕
ω
欝
象
霧
翼
誤
1
1
伽
9
）
。
而
も
そ
の
際
、



　
　
彼
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
か
の
脚
註
の
〈
そ
れ
に
〉
を
若
し
も
カ
ン
ト
が
〈
そ
れ
へ
〉
冷
静
Φ
幡
と
語
っ
た
と
し
た
ら
、
論
理
学
全
体
と
い

　
　
う
意
味
で
の
一
切
の
悟
性
使
用
も
、
こ
の
論
理
学
な
し
に
存
立
す
る
生
る
も
の
へ
、
後
か
ら
追
撫
的
な
仕
方
で
初
め
て
附
着
さ
れ
る
と
い

　
　
う
事
に
な
る
、
一
こ
の
様
に
注
釈
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
思
惟
の
最
高
点
た
る
統
覚
は
〈
そ
れ
に
〉
§
富
ヨ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
つ
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
様
な
統
覚
の
統
一
と
い
え
ど
も
、
之
を
構
想
力
の
根
源
的
な
綜
合
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
覧
る
意
味
に
於
て
後

　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
ら
の
も
の
と
云
い
得
る
観
点
に
、
今
や
我
わ
れ
は
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
カ
．
ω
o
び
津
一
潮
け
）
の
『
構
想
力
研
究
』
に
依

　
　
れ
ば
、
こ
の
場
舎
「
悟
性
の
範
疇
に
基
づ
く
思
惟
操
作
と
い
え
ど
も
、
後
か
ら
霊
。
馨
蝕
σ
Q
響
ご
追
随
し
て
構
想
力
の
為
に
〈
夕
影
〉
し
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
構
想
力
は
夫
れ
に
於
て
諸
現
象
に
調
子
を
合
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
所
の
、
謂
わ
ぱ
タ
ク
ト
を
振
っ
て
い
る
」

　
　
の
で
あ
り
、
　
「
斯
く
し
て
今
や
我
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
構
想
力
概
念
の
よ
り
高
次
の
発
展
段
階
に
身
を
牽
い
て
い
る
の
を
知
る
。
」
（
力
躇
－

　
　
讐
§
山
ω
警
巨
響
”
肉
へ
§
跨
卜
簿
ミ
聲
§
蹴
ミ
肉
斗
ミ
ミ
～
へ
、
～
讐
ぐ
ミ
メ
お
邸
倉
ω
．
b
。
α
～
b
。
①
）
。
こ
の
点
に
関
し
て
カ
ン
ト
自
身
は
、
　
一
二
明
白
に

　
　
云
っ
て
い
る
、
ー
ー
「
講
想
力
の
綜
合
に
関
す
る
統
覚
の
統
一
が
悟
性
で
あ
る
、
そ
し
て
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
に
関
す
る
統
覚
の
こ
の

　
　
同
じ
統
一
は
、
純
粋
悟
性
で
あ
る
。
」
（
》
、
＝
⑩
）
と
。
即
ち
、
統
覚
は
興
れ
が
純
粋
構
想
力
を
前
提
と
す
る
限
り
、
単
に
悟
性
な
の
で
あ
る
。

　
　
若
し
も
統
覚
と
悟
性
と
が
同
一
視
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
夫
れ
は
こ
の
様
な
関
連
に
穿
て
の
み
起
こ
り
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
で
あ
ろ
う
。
で
は
こ
の
ば
あ
い
、
統
覚
と
の
関
連
に
於
て
カ
ン
ト
は
構
想
力
に
、
一
体
如
何
な
る
こ
と
を
期
待
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る

　
　
か
？
　
先
に
も
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
他
面
、
統
覚
に
は
具
体
的
に
働
く
一
般
者
の
面
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な

　
　
け
れ
ば
、
論
わ
れ
の
思
為
は
凡
そ
真
に
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
、
か
の
く
実
在
〉
を
把
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
カ
ン
ト
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
云
え
ば
、
統
覚
は
経
験
一
般
の
可
能
性
の
湖
約
と
し
て
の
働
き
を
為
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
一
体
、
　
〈
働
く
も
の
〉
こ
そ
現
に
そ
こ
に
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
実
在
で
あ
る
。
〈
働
く
〉
と
云
っ
て
も
夫
れ
は
単
な
る
作
用
で
は
な
い
。
〈
働
く
〉
と
は
ロ
ッ
ツ
ェ
が
語
っ
た
様
に
、

　
　
も
の
相
互
の
、
而
も
唯
　
の
関
係
に
立
つ
、
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
存
在
が
先
ず
あ
っ
て
作
用
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は

　
　
な
く
、
寧
ろ
作
用
と
存
在
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
真
相
が
、
〈
働
く
も
の
〉
と
云
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
働
か
な
い
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も
の
は
、
現
に
そ
こ
に
在
り
得
な
い
し
、
又
、
形
式
的
な
る
も
の
も
働
く
も
の
と
は
云
い
得
な
い
。
我
わ
れ
人
質
存
在
は
、
ど
こ
ま
で
も

　
　
現
実
性
を
脱
し
得
ず
、
そ
こ
で
働
き
、
そ
こ
で
考
え
、
そ
こ
で
も
の
を
理
解
す
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
斯
く
し
て
く
考
え
る
こ
と
V
、

　
　
郊
ち
思
惟
も
広
く
一
般
に
意
識
（
行
為
）
の
一
種
と
み
る
な
ら
ば
、
既
述
の
如
き
「
思
惟
の
最
高
点
」
と
し
て
の
先
験
的
統
覚
の
二
重
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
造
は
、
囲
ら
か
に
く
矛
盾
〉
で
あ
る
。
即
ち
、
夫
れ
は
単
な
る
矛
盾
と
云
う
よ
り
も
、
寧
ろ
根
源
的
な
矛
庸
と
云
う
べ
き
類
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
意
味
で
の
矛
盾
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
哲
学
全
体
の
内
部
に
於
て
は
、
不
可
避
的
な
、
救
う
べ
か
ら
ざ
る
矛
盾
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
カ
ン
ト
的
弁
証
法
の
特
色
が
、
〈
あ
れ
で
も
な
く
こ
れ
で
も
な
い
〉
芝
⑦
山
Φ
￥
口
o
o
げ
の
弁
証
法
と
云
わ
れ
る
の
も
（
高
坂
蕉
顕
「
哲

　
　
学
は
何
の
た
め
に
」
参
照
）
、
右
の
様
な
点
に
其
の
根
拠
を
も
つ
と
云
え
よ
う
。
そ
の
事
は
例
え
ば
、
か
の
「
二
律
背
反
」
内
の
処
理
の
仕
方

　
　
に
も
十
分
こ
れ
を
窺
い
得
る
が
、
奮
わ
れ
が
カ
ン
ト
解
釈
に
当
た
っ
て
、
こ
の
厭
な
矛
庸
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
の
は
、
何
と
し
て
も
先
験

　
的
統
覚
の
、
既
述
の
如
き
矛
盾
的
構
造
で
あ
り
、
先
験
的
構
想
力
の
漁
れ
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
カ
ン
ト
解
釈
は
、
こ
の
意
味
で
の

　
　
カ
ン
ト
の
矛
盾
を
、
寧
ろ
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
我
わ
れ
は
矛
鷹
性
、
循
環
及
び
同
意
語
反
覆

　
を
、
い
か
な
る
超
越
す
る
思
事
（
智
g
ω
霞
⇔
霧
N
①
巳
鐸
①
巳
①
ロ
U
①
艮
Φ
霧
）
と
云
え
ど
も
、
之
を
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
形
式

　
露
。
ヨ
ぴ
q
ぎ
雁
8
ぴ
①
¢
注
≦
①
器
昌
岳
筈
①
男
鍵
臼
①
5
と
考
え
る
」
、
そ
の
様
な
「
薬
事
は
〈
哲
学
す
る
こ
と
〉
に
嘗
て
は
ぎ
、
ミ
ご
白
白
款
塾

　
ミ
、
§
、
場
合
に
よ
り
回
避
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
挙
れ
が
哲
学
的
認
識
と
科
学
的
認
識
と
の
濁
乱
を
特
徴
付
け
て
い
る
も
の
（
聴
器

　
囚
①
O
昌
N
鉱
。
甥
①
ゆ
）
な
の
で
あ
る
。
」
…
…
ヤ
ス
パ
…
ス
は
こ
の
様
に
語
っ
て
い
る
（
＜
σ
q
ド
隈
自
。
募
’
ω
．
ト
っ
G
。
ド
）
。

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
さ
て
然
し
、
以
上
に
述
べ
ら
れ
た
如
き
統
覚
の
矛
盾
的
構
造
に
関
す
る
閥
題
は
、
カ
ン
ト
に
依
っ
て
ど
の
よ
う
な
形
で
、
そ
の
具
体
的

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
解
決
を
み
た
の
で
あ
る
か
。
先
に
も
触
れ
た
如
く
、
　
〈
解
決
〉
と
云
っ
て
も
夫
れ
が
根
源
的
な
矛
麿
で
あ
る
が
故
に
、
普
通
一
般
の
論

理
で
云
う
所
の
矛
盾
と
其
の
意
味
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
存
在
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
テ
ー



　
　
ゼ
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
の
視
点
は
甚
だ
重
要
で
あ
る
。
「
カ
ン
ト
は
明
ら
か
な
〈
矛
庸
〉
に
落
ち
込
ん
で
い
る
》
｝
閤
餌
簿

　
　
σ
q
臼
簿
ヨ
◎
漁
⑲
¢
ぴ
母
①
を
箆
①
誘
箕
帥
。
ぴ
Φ
．
．
．
」
（
o
ワ
葺
．
¢
b
。
b
。
圃
）
と
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
語
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
的
思
惟
の
基
本
的
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
場
は
、
叢
る
意
味
で
常
に
か
か
る
矛
盾
の
統
一
を
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
矛
盾
の
回
…
選
で
あ
り
、
こ
れ
の
排
除
（
じ
ご
①
ω
Φ
蕊
σ
q
魯
）
　
で
あ

　
　
つ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
斯
く
す
る
こ
と
に
依
っ
て
却
っ
て
カ
ン
ト
は
、
人
間
理
性
に
疑
う
べ
く
も
な
い
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
三
つ
の
領
域
を
正
し
く
確
定
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
憐
れ
は
つ
ま
る
所
、
　
「
思
惟
の
最
高
点
」
と
称
さ
れ
る
超
越
論
的
統
覚
を
根
底
と
す

　
　
る
所
謂
〈
先
験
的
論
理
学
〉
の
お
蔭
で
あ
っ
た
。
し
か
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
き
思
惟
の
中
核
（
中
味
）
は
、
単
に
静
的
な
統
覚
に
存
し
た

　
　
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
寧
ろ
動
的
な
、
謂
わ
ぱ
〈
働
く
一
般
者
〉
と
し
て
の
統
覚
、
即
ち
、
か
の
「
図
式
化
さ
れ
た
の
畠
①
巴
童
戯
興
8
範

　
　
疇
」
に
負
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
図
式
と
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
に
依
っ
て
「
人
閥

　
　
の
心
の
深
み
に
於
け
る
隠
れ
た
る
術
」
（
じ
σ
鳶
。
。
o
）
と
称
さ
れ
た
所
の
、
構
想
力
の
産
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
逐
わ
れ
は
最
早
や
図
式
論

　
　
の
詳
細
に
立
入
る
暇
は
な
い
（
拙
稿
「
函
式
と
構
想
力
」
、
臼
本
哲
学
会
「
哲
学
」
第
十
三
愚
を
参
照
願
い
聰
い
）
が
、
敵
わ
れ
が
上
来
し
ば
し
ば

　
　
使
用
し
て
き
た
く
動
的
〉
と
か
、
〈
働
く
〉
と
云
う
の
は
、
そ
れ
慮
身
に
よ
っ
て
内
容
を
産
毘
し
、
自
己
霞
身
に
於
て
発
展
す
る
と
云
う
意

　
　
味
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
カ
ン
ト
の
「
客
観
的
実
在
性
」
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
、
と
我
わ
れ
は
解
し
て
い
る
。
酒
欄
哲
学

　
　
で
は
こ
の
概
念
を
使
っ
て
、
例
え
ば
矛
盾
律
（
排
中
律
）
を
次
の
様
に
説
明
す
る
、
i
「
A
か
非
A
か
そ
の
中
間
を
許
さ
な
い
と
い
う

　
　
こ
と
は
、
反
っ
て
こ
れ
ら
の
関
係
を
超
越
し
、
而
も
之
ら
の
関
係
を
成
立
た
せ
る
密
な
第
三
者
に
依
っ
て
斯
く
云
い
得
る
の
で
あ
る
。
動

　
　
的
な
る
真
の
一
般
老
は
思
惟
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
思
推
の
対
象
と
し
て
思
推
の
範
疇
の
中
に
当
嵌
め
よ
う
と
す
れ

　
　
ば
矛
盾
に
陥
る
、
斯
く
霞
ら
矛
盾
な
る
が
故
に
能
く
動
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
全
集
1
、
二
五
五
買
）
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
図
式
論
の
、
従

　
　
っ
て
又
、
先
験
的
講
想
力
の
論
理
構
造
を
説
明
し
得
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
か
と
考
え
る
。
即
ち
、
感
性
（
直
観
）
か
、
さ
も
な

　
　
く
ば
悟
性
か
、
そ
の
中
間
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
却
っ
て
澗
者
を
超
越
し
、
而
も
こ
れ
ら
の
関
係
を
成
立
せ
し
め
得
る
様
な
第

　
　
三
の
も
の
、
そ
の
媒
介
者
を
予
想
し
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
第
三
老
こ
そ
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
ま
が
い
も
な
く
先
験
的

鵬　
　
　
　
　
　
　
「
存
在
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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構
想
力
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
カ
ン
ト
は
云
っ
た
、
否
む
し
ろ
云
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
　
「
統
覚
は
一
切
の
結
合
の

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

　
　
源
泉
と
し
て
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
…
般
に
関
係
し
、
そ
し
て
範
疇
の
名
称
の
下
に
鐸
雪
覆
窪
①
妻
沼
雰
。
ヨ
①
昌
畠
禽
囲
簿
Φ
α
q
O
ユ
①
⇔
一

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

　
　
切
の
感
性
的
直
観
に
先
立
っ
て
（
〈
o
同
）
、
客
観
一
般
に
関
係
す
る
」
（
じ
σ
鳶
竃
）
。
「
そ
れ
故
に
梧
性
は
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
と
い
う
名
称

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
下
に
受
動
的
な
主
観
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
主
観
の
能
力
が
即
ち
悟
性
な
の
で
あ
る
。
」
（
じ
σ
鳶
器
）
と
。
こ
の
引
用
と
、

　
　
先
の
著
名
な
か
の
賞
讃
（
辺
お
①
）
と
を
関
係
付
け
て
み
る
な
ら
ば
、
我
わ
れ
は
容
易
に
次
の
こ
と
を
帰
結
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
統

　
　
覚
は
悟
性
概
念
（
範
疇
）
か
ら
全
く
切
り
離
さ
れ
た
単
な
る
純
粋
無
内
容
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
悟
性
概
念
を
宮
己
の
内
容
と
す
る

　
　
具
体
的
な
働
き
で
あ
り
、
従
っ
て
、
存
在
す
る
も
の
の
存
在
の
原
期
と
し
て
の
範
疇
は
、
こ
の
様
に
統
覚
の
内
容
と
し
て
働
く
こ
と
に
依

　
　
っ
て
初
め
て
、
そ
の
「
客
観
的
実
在
性
臨
の
意
義
を
獲
得
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
我
わ
れ
は
知
る
。
右
の
様
に
考
え
る
こ
と
も
可

　
　
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
存
在
を
「
単
な
る
措
定
」
と
規
定
し
た
カ
ン
ト
の
先
験
的
哲
学
の
重
心
も
、
「
意
識
一
般
」
と
し
て
の
単
な
る

　
　
統
覚
に
在
る
と
い
う
よ
り
は
、
却
っ
て
寧
ろ
働
く
…
般
者
と
し
て
の
先
験
的
構
想
力
の
名
の
下
に
於
け
る
統
覚
に
存
す
る
、
と
云
い
得
る

　
　
こ
と
も
否
め
ま
い
。
　
（
木
村
素
衛
「
独
逸
観
念
論
の
研
究
」
参
照
）
そ
し
て
、
こ
の
様
な
視
点
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
図
式
－
単
に
第

　
　
一
批
判
の
ω
o
ぽ
①
ヨ
鉾
δ
ヨ
鋸
ω
の
み
で
な
く
、
第
二
批
判
の
範
型
論
、
更
に
第
三
批
判
の
》
⇔
鉱
。
σ
霞
δ
の
問
題
等
を
も
含
め
て
1
広
い
音
心

　
　
味
で
の
く
図
式
論
〉
の
成
果
を
考
慮
に
入
れ
て
み
る
場
合
、
我
わ
れ
は
…
層
の
確
儒
を
も
っ
て
主
張
し
得
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
思
推
と
想
像
と
を
全
然
独
立
の
作
用
と
見
る
の
が
普
通
の
考
え
方
で
あ
る
が
、
余
の
考
え
で
は
動
的
一
般
者
が
己
自
身
を
発
展
す
る
上

　
　
に
穿
て
具
体
的
全
体
の
意
識
が
想
像
で
あ
っ
て
、
其
の
部
分
的
関
係
の
意
識
が
思
惟
で
あ
る
。
し
（
函
醗
全
集
－
　
三
ハ
ニ
頁
）
云
う
ま
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
く
思
惟
、
即
ち
考
え
る
こ
と
、
も
の
が
分
か
る
と
い
う
事
も
広
く
意
識
の
一
種
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
如
く
、
例
え

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ば
カ
ン
ト
が
数
を
も
っ
て
構
想
力
の
産
物
で
あ
る
図
式
（
ω
O
｝
ρ
①
ゆ
ρ
鑓
）
の
一
種
で
あ
る
と
規
定
し
た
の
は
、
「
ご
を
他
の
「
＝
と
連
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
的
に
結
合
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
こ
に
如
何
な
る
数
を
も
表
わ
す
所
の
、
数
｝
般
の
形
象
、
即
ち
新
し
い
統
一
あ
る
意
味
的
存
在
（
数

　
　
の
系
列
）
、
謂
わ
ば
く
構
像
作
用
〉
が
そ
こ
に
存
し
て
い
る
と
、
カ
ン
ト
は
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
（
＜
σ
q
八
切
≧
謬
）
。
こ
の
意



　
　
味
的
存
在
と
し
て
の
数
系
列
が
図
式
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
之
を
産
出
す
る
力
が
構
想
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
先
に
引
用
を
試
み
た
ウ
ォ
ル
シ
ュ
も
、
カ
ン
ト
の
「
諸
範
疇
は
闘
わ
れ
の
経
験
に
統
一
を
与
え
ん
と
す
る
究
極
の
方
法
論
的
概
念
」
で
あ

　
　
つ
た
と
し
て
、
そ
の
考
察
の
中
心
を
先
験
論
理
に
於
け
る
〈
判
断
〉
の
構
造
に
求
め
た
後
、
　
（
こ
の
場
合
の
）
　
「
判
断
と
は
、
確
か
に
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
天
的
綜
合
の
原
理
を
含
む
一
つ
の
働
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
原
理
は
我
わ
れ
の
本
性
の
非
論
理
的
部
分
か
ら
発
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

　
　
れ
る
」
（
＜
α
q
囲
■
。
℃
．
鼻
●
や
峯
り
）
と
、
語
っ
て
い
る
。
右
の
〈
非
論
理
的
部
分
〉
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
講
想
力
を
指
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
様
に
し
て
先
験
的
構
想
力
と
は
、
元
来
、
も
ろ
も
ろ
の
観
念
を
配
列
し
て
こ
の
全
体
の
上
に
新
し
い
薩
観
的
統
一
を
見
出
す
力
、
ま
さ
し

　
　
く
シ
ェ
リ
ン
グ
の
こ
つ
に
形
成
す
る
力
」
H
亭
国
言
ω
・
国
箆
¢
づ
α
Q
甲
囚
錘
剛
段
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
思
推
の
特
微
は
結
合
で
は
な

　
　
く
、
却
っ
て
生
産
図
養
①
¢
σ
q
窪
で
あ
る
、
と
い
う
コ
ー
ヘ
ン
の
考
え
を
紹
介
し
た
後
に
、
薦
田
博
士
は
次
の
様
に
語
っ
て
い
る
一
「
カ

　
　
ン
ト
が
想
像
力
の
図
式
と
云
っ
て
い
る
様
な
も
の
は
、
外
よ
り
思
惟
に
加
え
ら
れ
た
非
論
理
的
要
素
と
見
倣
す
よ
り
も
、
寧
ろ
思
惟
其
者

　
　
の
発
展
的
方
面
を
現
わ
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
」
（
全
集
1
、
二
六
七
頁
）
と
。
こ
の
場
合
の
〈
非
論
理
的
要
素
〉
と
は
、
包
摂

　
　
判
断
に
於
け
る
か
の
難
点
－
個
物
は
如
何
に
し
て
普
遍
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
得
る
か
の
問
題
i
を
指
し
て
い
る
も
の
と
、
私
は
思
う

　
　
の
で
あ
る
が
、
今
は
こ
れ
に
立
入
る
積
り
は
な
い
。
し
か
し
、
私
に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
次
の
様
な
こ
と
で
あ
る
、
i
即
ち
、
カ
ン

　
　
ト
は
晩
年
の
或
る
書
簡
（
一
七
九
凶
年
、
十
二
月
十
　
日
榊
寓
陰
禁
窪
窪
に
雪
男
宛
　
　
○
霧
ω
δ
話
目
》
酷
鯨
×
H
H
・
b
Q
鱒
ω
）
の
中
で
「
先
験
的
包
摂
」

　
　
象
①
霞
窪
ω
器
巳
①
葺
巴
①
ω
煽
び
象
ヨ
臨
。
ゆ
と
い
う
術
語
を
用
い
て
、
　
か
の
図
式
論
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
る
。
即
ち
、
こ
の
先
験
的
包
摂
に
よ
っ
て
「
何
か
〈
異
質
的
な
も
の
＞
i
一
①
薯
器
属
象
興
○
σ
q
Φ
需
ω
一
…
そ
れ
が
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
様

　
　
な
場
合
に
は
、
論
理
に
反
す
る
山
興
ピ
○
σ
q
涛
N
入
毛
箆
禽
様
な
…
が
、
内
容
の
上
か
ら
云
っ
て
山
①
諺
H
欝
プ
巴
8
質
㊤
o
げ
範
疇
の
下
に
包

　
　
摂
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
図
式
論
を
知
る
者
に
と
っ
て
は
、
最
早
や
こ
れ
以
上
の
説
明
は
不
要
で
さ
え
あ
ろ
う
。
漁
れ
は
、
形

　
　
式
論
理
で
の
単
な
る
概
念
操
作
と
し
て
の
包
摂
と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
謂
わ
ぱ
〈
高
次
的
包
摂
〉
で
あ
り
、
従
っ
て
一
般
論
理
学
で
の

　
　
思
惟
の
三
大
法
鮒
－
同
一
律
・
矛
盾
律
そ
し
て
排
中
律
i
か
ら
す
れ
ば
、
　
〈
論
理
に
反
す
る
〉
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
而
も
先
験
論

齪　
　
　
　
　
　
　
「
存
密
」
と
構
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
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研
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第
五
百
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

理
に
於
て
は
、
こ
の
包
摂
が
「
現
象
の
綜
合
的
統
一
の
上
か
ら
可
能
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
〈
包
摂
〉

と
は
、
謂
わ
ゆ
る
「
可
能
的
経
験
」
の
下
で
の
包
摂
、
郊
ち
、
内
容
を
産
出
す
る
〈
働
き
〉
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
亦

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
右
の
様
な
観
点
に
立
っ
て
西
田
哲
学
と
カ
ン
ト
哲
学
と
を
並
べ
て
み
る
時
、
こ
の
偉
大
な
る
二
人
の
理
乱
が
何
に
最
も
悪
戦
苦

闘
し
て
い
た
か
を
、
占
わ
れ
は
身
に
し
み
て
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
譲
下
の
争
わ
れ
の
問
題
に
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
云
え
ば
、
誉
れ
は
つ
ま
り
く
論
理
V
の
問
題
で
あ
る
。
凡
そ
も
の
が
分
か
る
と
か
、
理
解
す
る
と
か
争
わ
れ
が
云
う
の
は
、
厳
密
な

る
意
味
に
於
て
〈
論
理
的
判
断
〉
に
依
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
判
断
の
基
礎
に
は
真
に
存
在
す
る
も
の
が
、
即
ち
真
実
在

が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
論
理
は
逆
に
何
ら
か
の
意
味
で
こ
の
実
在
と
関
連
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
「
客

観
的
実
在
性
」
と
云
っ
た
様
に
、
総
じ
て
知
識
に
於
け
る
客
観
性
の
保
証
は
、
　
「
存
在
」
に
関
係
付
け
ら
れ
ず
し
て
は
之
を
求
め
る
す
べ

は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
か
の
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
、
と
定
義
さ
れ
た
く
個
物
〉
と
い
え
ど
も
、
何
ら
か
の
形
で
判
断

の
内
に
包
摂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
事
情
の
も
と
に
薦
田
哲
学
は
「
場
所
の
論
理
」
を
、
そ
し
て
、
カ
ン
ト
の

哲
学
は
「
先
験
論
理
」
を
産
み
出
し
た
。
し
か
も
尚
、
我
わ
れ
に
と
っ
て
疑
う
こ
と
の
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
二
つ
の
く
論
理
〉
が
共
に

人
類
の
誇
り
得
る
馴
れ
た
文
化
遺
産
と
し
て
、
既
に
我
わ
れ
の
眼
前
に
在
る
と
い
う
こ
の
事
実
で
あ
る
。
換
慨
す
れ
ば
、
黄
緯
は
〈
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

す
る
も
の
〉
鮎
鋤
ω
ω
鉱
窪
儀
①
で
は
あ
っ
て
も
、
端
的
に
〈
存
在
〉
山
器
ω
Φ
冒
で
は
最
早
や
な
い
の
で
あ
る
。
夫
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
前
者
、

即
ち
西
瞬
哲
学
の
絶
筆
は
、
　
『
私
の
論
理
に
つ
い
て
』
と
題
さ
れ
た
書
き
か
け
の
紙
片
で
あ
っ
た
し
、
後
者
、
即
ち
カ
ン
ト
の
罵
れ
は

○
℃
錯
ω
勺
。
ω
工
費
虚
ヨ
と
い
う
形
で
、
こ
れ
亦
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
偉
大
な
る
二
人
の
勺
ぼ
δ
ω
○
℃
び
は
、
　
一
体
如
何

な
る
「
論
理
」
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
真
実
在
、
即
ち
雷
葉
の
正
し
き
意
味
に
於
て
、
　
「
存
在
」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
ろ
う
か
。

所
詮
、
我
わ
れ
は
超
越
す
る
思
惟
の
〈
哲
学
す
る
こ
と
〉
℃
翫
ざ
ω
◎
℃
霞
。
黄
雲
を
通
じ
て
、
喋
れ
を
把
え
る
以
外
に
途
は
な
い
．
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
も
飼
わ
れ
は
、
「
カ
ン
ト
に
還
ら
ね
ば
な
ら
な
い
罰
ω
ヨ
虚
ゆ
N
q
麟
p
。
葺
N
霞
体
。
犀
σ
q
Φ
σ
Q
餌
5
σ
Q
②
口
≦
禽
飢
①
⇔
（
】
い
一
①
ぴ
ヨ
鋤
欝
φ
）
」
し
馬



同
蒔
に
面
食
わ
れ
は
、
　
「
カ
ン
ト
を
越
え
て
行
く
燐
び
興
囚
鋤
篤
ぼ
舜
器
σ
q
㊦
滞
口
（
ノ
ン
潔
⇔
山
①
一
ぴ
餌
降
ら
）
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
但
し
こ
の
場
合
、
〈
還
る
〉
と
は
以
前
に
戻
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
盛
れ
は
根
源
に
達
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
〈
越

え
る
〉
と
は
、
繕
わ
れ
が
カ
ン
ト
よ
り
も
先
ん
じ
て
い
る
な
ど
と
自
惚
れ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
　
「
カ
ン
ト
的
な
思
惟
の
動
き
に
到
達

し
、
生
産
的
な
思
惟
を
新
な
る
活
動
に
発
動
さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
蝕
に
於
て
言
わ
れ
は
、
　
「
カ
ン
ト
は
絶
対

に
難
業
し
得
な
い
‘
国
p
。
暮
艮
密
猟
ω
o
窪
①
o
観
ず
騨
環
弩
¢
ヨ
α
q
壁
σ
Q
圓
器
ぴ
Φ
㌦
．
彼
な
く
し
て
言
わ
れ
は
、
哲
学
に
於
て
は
あ
く
ま
で
も
無
批
判

に
止
ま
る
。
だ
が
然
し
、
決
し
て
カ
ン
ト
が
全
き
哲
学
な
の
で
は
な
い
ご
諺
ぴ
費
｝
6
げ
①
の
≦
①
α
Q
ω
翼
図
⇔
葺
象
①
σ
q
螢
コ
N
①
愚
臣
｝
8
0
》
隣
地
①
■
、
、
」

と
語
る
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
（
～
M
㈲
ピ
　
同
く
螢
】
p
ρ
　
ω
。
　
G
Q
り
Q
o
）
を
し
み
じ
み
と
味
わ
い
な
が
ら
、
ひ
と
先
ず
本
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

四

　
　
　
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
H
囚
．
　
ω
O
甥
5
P
一
白
け
）
は
、
彼
の
比
較
的
初
期
の
著
作
と
厨
さ
れ
る
『
構
想
力
研
究
臨
の
前
註
（
＜
o
筈
①
ヨ
Φ
腎
影
α
Q
）
を
、
「
美

　
　
の
概
念
と
対
象
の
概
念
と
は
湿
る
似
通
っ
た
事
情
を
も
っ
て
い
る
」
と
云
う
書
き
出
し
で
始
め
て
い
る
が
、
今
、
「
カ
ン
ト
の
存
在
概
念
」

　
　
を
課
題
と
し
て
来
た
賑
わ
れ
の
論
述
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
私
に
は
右
の
著
作
の
中
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
云
わ
ん
と
し
た
こ

　
　
と
が
、
印
象
深
く
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
人
目
哲
学
者
カ
ン
ト
は
、
彼
に
独
特
の
豊
か
な
個
性
を
も
っ
て
、
〈
存
在
と
は
何
か
〉

　
　
と
い
う
問
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
を
打
ち
出
し
た
。
今
そ
れ
を
一
個
の
哲
学
七
島
と
見
浴
す
な
ら
ば
、
我
わ
れ
は
そ
こ
に
、
恰
も
特
定
の

　
　
芸
術
象
が
彼
独
白
の
芸
術
作
為
を
作
り
上
げ
た
の
と
類
似
し
た
事
情
の
〈
意
味
〉
を
、
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
こ
の
場
合
そ
の

　
　
意
味
す
る
所
は
、
先
ず
第
「
に
、
カ
ン
ト
は
存
在
の
問
題
に
対
し
て
彼
が
抱
い
た
特
定
の
閥
題
設
定
（
問
題
の
建
て
方
）
男
鑓
σ
q
㊥
ω
器
一
ざ
旨
㈹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
、
彼
に
相
応
し
い
独
自
な
意
図
に
基
づ
い
て
、
し
か
も
、
彼
以
外
の
他
の
如
何
な
る
哲
学
者
も
之
を
為
し
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
罪
な
哲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
春
作
晶
を
、
産
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
更
に
或
る
特
定
の
哲
学
体
系
は
、
之
を
作
り
出
し
た

　
　
当
該
哲
学
者
カ
ン
ト
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
［
つ
の
ご
烈
α
同
等
露
．
．
を
量
れ
は
表
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
、
カ
ン
ト
が
豪
い

娚　
　
　
　
　
　
　
「
存
在
し
と
橡
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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た
意
図
や
、
そ
の
問
題
の
建
て
方
の
側
か
ら
云
え
ば
、
寧
ろ
央
れ
は
一
つ
の
こ
白
爵
ω
ω
Φ
β
．
、
で
あ
っ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ

　
　
が
上
述
の
〈
類
似
事
情
〉
と
い
う
事
の
内
に
汲
み
取
り
得
る
第
二
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
い
さ
さ
か
抽
象
的
な
言
葉
に
な
っ
た
が
、
右
の
事
柄
を
ふ
ま
え
た
方
向
で
今
少
し
具
体
的
に
、
我
わ
れ
の
課
題
を
回
顯
し
て
み

　
　
た
い
と
考
え
る
。
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
も
か
の
書
の
中
で
注
意
を
促
し
て
い
る
様
に
（
＜
α
q
｝
．
　
o
℃
「
　
c
騨
．
　
ω
’
　
“
～
）
、
我
わ
れ
が
課
題
の
究
明
に
当

　
　
た
っ
て
有
力
な
（
織
る
意
味
で
は
唯
一
の
）
季
掛
り
と
し
た
所
の
、
カ
ン
ト
の
か
の
「
存
在
テ
ー
ゼ
」
は
、
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最
後

　
　
の
（
青
の
部
分
）
　
「
神
の
存
在
の
有
中
的
証
明
の
不
可
能
性
に
つ
い
て
」
（
》
翁
O
b
。
”
し
σ
＼
爵
O
）
の
中
で
、
謂
わ
ば
突
如
と
し
て
語
り
出
さ
れ

　
　
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
カ
ン
ト
の
問
題
設
定
な
い
し
哲
学
体
系
を
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
せ
ん
と
す
る
意
図
の

　
　
も
と
に
為
さ
れ
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
見
敏
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
右
の
テ
ー
ゼ
は
謂
わ

　
　
ば
く
挿
話
的
〉
①
℃
δ
o
恥
冨
0
7
に
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
わ
れ
の
課
題
究
明
の
方
向
も
亦
、
　
「
カ
ン
ト
の
そ
の
よ
う

　
　
な
行
き
方
に
倣
っ
て
、
そ
れ
に
裕
得
し
い
行
き
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
。
や
。
罫
ω
．
“
）
の
は
当
然
で
あ
っ
た
し
、
斯
く
す
る
こ
と

　
　
に
依
っ
て
又
、
カ
ン
ト
哲
学
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
と
ヨ
密
ω
窪
、
．
の
意
味
を
、
多
少
な
り
と
も
探
り
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
我
わ
れ

　
　
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
誓
わ
れ
の
音
胴
丸
の
も
と
に
、
我
わ
れ
は
｝
般
に
、
い
わ
ゆ
る
「
存
在
理
解
」
の
閥
題
に
対
し
て
カ
ン
ト
の

　
　
構
想
力
概
念
の
導
入
を
試
み
、
そ
こ
に
く
存
在
の
意
味
〉
と
い
う
事
の
（
論
理
的
）
根
拠
を
求
め
よ
う
と
し
た
。
云
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
に

　
　
於
て
｝
勧
ヨ
げ
凌
§
α
q
。
・
ξ
鉱
叶
．
、
と
は
、
も
と
現
存
在
（
U
霧
⑦
ヨ
）
と
し
て
の
人
間
が
、
凡
そ
も
の
を
理
解
し
、
も
の
が
分
か
る
と
い
う
こ

　
　
と
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
の
論
理
的
根
拠
を
闘
う
所
か
ら
発
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
だ
と
我
わ
れ
は
考
え
る
。
少
な
く
と

　
　
も
か
の
図
式
論
の
思
想
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
場
合
、
右
の
如
き
云
い
方
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
の
も
の
と
は
、
懐
わ
れ
に
は
思
え
な
い

　
　
の
で
あ
る
。
と
に
角
、
そ
の
様
な
カ
ン
ト
に
独
蔭
な
問
題
の
建
て
方
の
中
か
ら
、
か
の
構
想
力
概
念
は
生
ま
れ
た
と
見
倣
し
得
る
な
ら
ば
、

　
　
一
般
的
に
云
っ
て
そ
の
点
に
、
存
在
の
概
念
と
構
想
力
の
夫
れ
と
が
結
び
付
く
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
カ
ン
ト
は
こ
れ

　
　
亦
周
知
の
如
く
、
人
間
認
識
の
二
つ
の
根
、
即
ち
感
性
と
悟
性
の
爾
端
を
媒
介
す
る
能
力
と
し
て
構
想
力
を
導
入
し
、
こ
の
も
の
を
図
式
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に
於
け
る
「
先
験
的
時
間
限
定
」
と
規
定
し
た
。
で
は
、
右
の
如
き
課
題
究
明
に
算
す
る
我
わ
れ
の
立
場
は
、
存
在
の
概
念
に
関
し
て
如

何
な
る
よ
り
広
い
展
望
と
深
さ
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
本
論
の
中
で
も
触
れ
た
様
に
、
そ
も
そ
も
「
存
在
と
は
何
か
」
と
意
う
こ

と
は
、
結
局
「
人
間
と
は
何
か
」
と
問
う
に
等
し
い
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
の
概
念
を
導
入
し
て
み
て
も
、
こ
の
帰
結
に
変
り
は
な
い
。
つ

ま
り
、
そ
の
様
な
人
間
存
在
は
所
詮
、
　
〈
象
徴
〉
ω
団
ヨ
び
○
一
と
し
て
把
え
ら
れ
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
カ
ン
ト
が
「
先
験
的
時

聞
限
定
」
と
云
っ
た
様
に
、
凡
そ
勝
間
（
歴
史
的
な
）
の
内
に
沈
潜
し
つ
つ
之
を
超
越
し
、
而
も
時
間
の
内
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
様

な
く
存
在
〉
を
称
し
て
、
我
わ
れ
は
”
｝
紹
旨
げ
9
誘
。
ぽ
．
．
と
名
付
け
る
の
が
常
だ
か
ら
で
あ
る
。
要
れ
は
例
え
て
云
え
ば
、
カ
ン
ト
の
「
物
自

体
篇
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
我
わ
れ
の
実
践
を
通
じ
て
形
成
的
に
無
限
に
多
様
な
生
の
内
容
を
、
謂
わ
ぱ
〈
形
作
る
形
〉
｛
o
周
臼
鱒
｛
霞
B
碧
ω

と
し
て
の
構
想
力
の
裏
打
ち
に
於
て
、
自
覚
し
続
け
て
行
く
そ
の
究
極
に
於
て
初
め
て
、
己
れ
の
く
存
在
〉
を
露
わ
に
す
る
如
き
性
質
の

も
の
で
あ
ろ
う
。
蝕
に
〈
存
在
の
意
味
〉
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
我
わ
れ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
如
き
喰
わ
れ
の
帰
結
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
び
に
代
え
て
今
一
度
最
後
に
、
我
わ
れ
は
問
う
て
み
た
い
衝
動
を
禁
じ
得
な

い
－
即
ち
、
　
「
存
在
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
？
」
と
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
こ
で
も
亦
我
わ
れ
は
、
　
「
こ
の
無
量
が
我
わ
れ
の
耳
を

打
つ
や
否
や
、
人
は
こ
の
…
蓄
葉
の
も
と
で
は
自
分
慮
身
に
何
物
を
も
表
象
し
得
ず
、
従
っ
て
何
物
を
も
思
惟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
確
乎
と
し
て
断
言
す
る
」
と
、
答
え
る
値
は
な
い
（
＜
σ
Q
尉
置
①
箆
Φ
σ
Q
σ
Q
興
ε
「
葺
．
Q
。
曾
。
）
。
も
と
よ
り
我
わ
れ
は
、
こ
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
対
す
る
本
来
的
な
解
釈
と
い
っ
た
も
の
を
約
束
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
而
も
今
初
め
て
カ
ン
ト
に
於
け
る
「
存
在
」
と
構
想
力
の
解

へ釈
が
、
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
夫
れ
は
「
斯
く
あ
る
べ
し
」
と
い
う
意
味
で
の
解
釈
で
は
な
く
、
寧
ろ
「
斯
く
も
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
」
と
い
う
意
味
で
の
、
あ
く
ま
で
も
閥
題
の
呈
示
に
止
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
我
わ
れ
は
率
直
に
認
め
る
。
今
は
こ
の
様
な
主
題
的

呈
示
を
以
て
、
我
わ
れ
は
満
足
し
よ
う
。

　
最
後
に
稿
…
を
終
え
る
に
当
た
り
、
以
下
の
点
を
附
記
し
て
置
き
た
い
。
隠
れ
は
約
言
す
れ
ば
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
か
の
書
を
も
含
め
て
、

一
般
に
「
存
在
の
問
題
」
に
関
す
る
西
欧
的
思
惟
の
性
格
な
い
し
特
徴
、
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
で
あ
る
。
元
来
、
本
稿
が
主
と
し
て

　
　
　
　
　
「
存
筏
」
と
梅
想
力
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
会
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4
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
か
の
テ
キ
ス
ト
を
使
用
し
た
の
は
、
勿
論
こ
の
書
が
表
題
の
示
す
如
く
カ
ン
ト
の
存
在
問
題
を
主
題
と
し
、
而
も
比
較

　
　
的
最
新
の
も
の
（
一
九
六
三
年
）
で
あ
り
、
分
量
も
手
頃
（
三
六
頁
）
で
あ
っ
た
点
に
基
づ
く
が
、
他
面
そ
れ
故
に
、
カ
ン
ト
の
構
想
力
に

　
　
直
接
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
も
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
と
も
角
と
し
て
、
こ
の
書
に
於
け
る
カ
ン
ト
の
存
在
概
念
を
克
服

　
　
せ
ん
と
す
る
彼
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
基
本
的
な
思
惟
方
向
は
、
あ
く
ま
で
も
西
欧
の
伝
統
的
な
思
惟
（
理
性
）
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
思
惟
は
彼
に
依
る
と
、
存
在
な
ら
び
に
そ
の
様
相
を
措
定
と
し
て
説
明
せ
ん
が
為
の
「
地
平
先
与
」
頃
◎
甑
N
◎
簿
く
。
目
σ
q
簿
ぴ
①
で
あ
る
と
共
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
他
面
又
、
こ
の
「
地
平
の
内
に
丸
取
さ
れ
た
存
在
が
そ
れ
で
も
っ
て
解
釈
さ
れ
る
所
の
手
続
偏
、
即
ち
「
存
在
す
る
も
の
の
存
在
を
解
釈

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
る
機
関
」
で
あ
る
。
斯
く
し
て
「
存
在
と
思
惟
」
と
い
う
指
導
的
標
題
の
も
と
に
、
　
「
思
推
は
ど
こ
ま
で
も
二
義
的
で
あ
り
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
事
が
西
欧
的
思
惟
の
全
歴
史
黛
①
α
q
9
・
護
Φ
○
Φ
ω
o
ま
。
窪
①
傷
Φ
ω
節
ぴ
①
昌
巳
餌
⇔
黛
ω
o
び
Φ
¢
O
①
鐵
押
Φ
づ
ω
を
貫
通
し
て
い
る
」
（
＜
σ
q
ゼ
◎
㍗
。
劉

　
　
ω
．
G
。
湛
～
ω
¢
1
但
し
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
）
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
上
が
『
有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
テ
ー
ゼ
臨
と
題
さ
れ
た
こ
の

　
　
論
丈
の
実
質
的
な
結
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
わ
れ
は
鼓
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
、
更
に
現
代
一
般
に
〈
実
存
哲
学
〉
を
も
っ
て
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
称
さ
れ
て
い
る
藤
の
、
総
じ
て
西
欧
的
思
惟
に
於
け
る
一
つ
の
問
題
点
な
い
し
限
界
を
看
取
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、

　
　
一
最
早
や
詳
論
の
暇
は
な
い
が
　
　
簡
潔
に
次
の
一
点
、
一
即
ち
、
説
明
し
解
釈
す
る
理
性
が
、
彼
の
立
場
で
あ
り
、
そ
の
平
な
西

　
　
欧
的
思
惟
の
伝
統
と
其
の
歴
史
的
社
会
的
な
く
無
V
（
相
対
露
な
い
し
虚
無
）
を
根
幹
と
す
る
「
存
在
の
〈
解
釈
〉
」
が
、
あ
く
ま
で
も
彼

　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
、
　
（
高
坂
正
顕
「
人
間
像
の
分
裂
と
そ
の
圃
顧
」
参
照
）
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
罪
な
点

　
　
は
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
於
け
る
二
十
世
紀
最
大
の
哲
学
者
の
一
人
と
云
わ
れ
る
彼
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
既
に
承
知
の
こ
と
と
思
わ
れ

　
　
る
が
、
今
日
ま
で
乞
わ
れ
の
手
に
し
た
数
多
く
の
彼
の
諸
著
作
の
中
で
は
、
そ
れ
を
匂
わ
せ
る
暗
示
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
否
め
ま
い
。

　
　
た
だ
ご
く
最
近
の
或
る
書
簡
（
「
心
中
の
友
へ
硫
一
九
六
三
年
、
小
誘
威
彦
、
ア
ル
ム
ブ
ル
ス
タ
ー
訳
）
の
中
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
注
醸
す
べ

　
　
き
彼
の
直
接
的
言
及
が
年
弱
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
彼
は
、
か
つ
て
そ
の
著
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』
　
（
一
九
二
九
年
）
に
於
て
、
人
間
は

　
　
〈
無
の
座
席
番
〉
伽
魯
コ
p
。
欝
び
鶏
巽
山
霧
窯
げ
ゲ
お
で
あ
る
と
語
っ
た
所
の
、
　
〈
無
〉
の
閥
題
に
触
れ
、
　
「
あ
な
た
の
お
国
で
は
直
ち
に



理
解
さ
れ
ま
し
た
が
、
ヨ
：
ロ
ッ
パ
で
は
ま
る
で
違
っ
て
、
今
日
で
も
依
然
と
し
て
虚
無
主
義
的
な
誤
解
の
ま
ま
流
布
さ
れ
て
い
る
」
と

慨
嘆
の
後
に
、
次
の
様
な
言
葉
で
か
の
書
簡
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
、
一
「
こ
の
よ
う
な
反
省
は
、
も
は
や
従
来
の
西
欧
的
・
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
的
哲
学
を
も
っ
て
し
て
は
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
哲
学
な
く
し
て
も
亦
（
箋
魚
鄭
霊
魂
巴
。
窪

。
ぴ
p
①
。
・
δ
）
不
可
能
な
こ
と
で
す
。
」
と
。
我
わ
れ
は
蝕
で
も
尚
、
存
在
の
闘
乱
に
関
す
る
西
欧
的
思
惟
の
限
界
を
、
依
然
と
し
て
魚
取
し

得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
問
題
は
結
局
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
思
惟
」
○
①
賢
搾
①
⇔
の
性
格
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
総
じ
て
西
欧
的
理
性
は
、

常
に
理
由
を
求
め
て
や
ま
な
い
、
無
限
な
る
〈
反
省
〉
に
依
っ
て
理
由
の
理
由
を
求
め
よ
う
と
す
る
立
場
が
、
そ
の
特
異
な
性
格
で
あ
っ

た
。
し
か
し
事
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
真
の
存
在
と
は
理
由
を
超
え
た
所
、
い
わ
ば
、
　
「
底
な
き
底
」
d
昌
－
α
登
讐
滋
と
で
も
称
す
べ

く
、
蒸
れ
が
東
洋
的
思
惟
の
伝
統
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
書
簡
も
漸
く
の
如
き
思
惟
に
期
待
し
て
い
る
と
見
る
の
は
、

我
わ
れ
東
洋
に
哲
学
す
る
者
の
自
惚
れ
で
あ
ろ
う
か
。
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
名
古
屋
衛
生
技
徳
短
期
大
学
〔
哲
学
〕
助
教
授
）
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Heideggerschen　lnterpretation　ist　der　Ort，　in　dem　der　transzendentale　，，Wi｝le“

eingebettet　bleibt，　hier　als　derjenige　，，Ort　des　Absoluten　Nichts“　gezeigt

worden，　der　jedoch　in　seinem　，，Sich　Wissen“　sich　zur　je－weiligen　Welt

bestil漁nユt，

　　Schliesslich　wird　die　aTn　Anfang　geRannte　，，Bedeutsamkeit“　und　，，Unbe－

deutsamkeit“　je　als　Weltlichkeit　（A）　und　Weltlichkeit　（B）　bezeichnet，　aus

deren　Verwandlungen，　Verfiechtungen　und　Vertiefungen　die　Problematik　der

’Welt　des　sptiteren　Heideggerschen　Denkens　in　ihren　Grundzttgen　ist　ttber－

biicl〈t　worden．

　　　　　Meditation　and　Philesophy　in　Buddkism

－a　leeture　given　in　the　annual　meeting　of　the

　　　Kyoto　Philosophical　Society　on　Noy．　2，　1968

b］　Yuichi　Kajiyama

　　The　lecturer　expla沁s　correlation　between　me（litation　practice　and　philo・

sophical　investigation　as　it　is　described　by　later　Indian　Madhyamika　scholars．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
Giving鼠n　exposition　of　the皿ain　contents　of　Santarak墨ita’s　Madhyamak浸1－

afhkara　and　Kamala劔a’s　Bhavanakrama，　he　examines　how　these　Madhy－

am圭ka　philosophers　evaluated　the　doctrines　of　the　malor　Buddhist　schools

（Sarvastivada，　Sautrantika，　Yogacara，　Mtidhyamika）a鷺d　how　the　Madhy－

ami｝〈as　incorporated　their　system　of　（玉octrina玉classification　into　their　practice

of　meditation。

，，Sein‘‘und　Einbildungskraft
　の　ワ

Uber　den　Sein．sbegri．ff　bei．　Ka溢

von　Tsuruo　lmazu

　　Diese　Abhandlung　ist，　wie　der　Titel　schon　zeigt，　ein　Versuch　zur　Unter－

suchung　：　ln　welchem　Sinne　der　Begriff　vorn　Sein　（oder　das　Seinsversttindnis）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



u捻dder　von　der　E至nb玉ldungskraft　bei　Kant　miteinander　in　Verbindung　ge－

bracht　werden　k6nnen，

　　In　dieser　Absicht　wurde，　e呈nerseits，　die　folgende　Definition　des　Seins　von

Kant　als　maBgebend　angenommen．，，S　e　i　n　ist　offenbar　kein　reales　Prtid董kat，

d．i．　e量n　Begriff　von　irgend　etwas，　was　zu　dem　Begriffe　e沁es　Dinges　hinzu。

kommen　k6nne．　Es量st　blo島die　Position　eines　Dinges，　oder　gewisser　Be－

stimmunge照n　sich　selbst“（A／598，　B／626）。　Wir　suchten，　diese　De丘nition

immer　tlefer　nachzudenken，　ohne　doch　von．δeren　Er6rterung　abzuweichen．

Dabei　wurde　beso難ders　d量e　Methode　von　Heidegger｛n　seiner”K加ts　These

tiber　das　Sein“zum　Vorbild　gemacht．

　　Andererseits，　was　den　kantischen　Begriff　der　Einbildungsl｛raft圭n　Bezug

auf　das　Se至n　angeht，1iegt　unser　gr6Stes王nteresse　in　der　Frage　nach　dem

log量schell　Grund　vom，，Sinn　von　Sein“．　In　dieser　Abhand玉u捻g　war　also　auf

d玉esem　Problem　Gewicht　gelegt．　Unter　Elnbildungsl〈raft　verstanden　wir

dabei　be＄onders　diejenige，　die　auf　dem　Gedanken　（ies，，Schematismus‘‘i磁

we至teren　Sinne　nまmlich　in　se呈nen　drei　Kritik：en　beruht　und　in　dleser　Stelle
　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

war　auch，，das　dyna戯sche　Allgemeine“量n　der　Philosophie　Nishidas　in　Er一

　　のコ

wagung　gezoge登，
　　サ　サ

　　Uber　den，，S沁n　von　Se圭n‘‘，　den　wir　hler　erkltiren　wollten，　kann　es，　nach－

dem　wir　den　kant三schen　Begriff　der　E呈nbildungskraft　in　die芸）robieraatik　des

so9．，，Seinsversttindnisses‘‘e三ngeftihrt　haben，　folgendermaBen　zusammenge－

fasst　werden；Das　menschliche　Sein　kann，　wie　Kant　es　schon　als”transzen－

dentale　Zeitbestimmung‘‘bezeichnet　hat，　nichts　anders　delm　als　Symbol　er－

fasst　werden。　Es　ist，　sinllbild1三ch　gesagt，，，D量ng　an　slch‘‘bei　Kant，（und　das

mOchten　wir　als　Symbol　der　Menschheit　verstehen）．　Wenn　das　menschliche

Sein　sich　seiner　selbst　bewuBt　geworden　w護re，　und　zwar　mit　der　Unterst荘t－

zung　von　der　Einb三1dungskraft　als　gleichsam，forma　formans‘，　die　durch

unsere　Handlung　den　unendlich　mannigfaltigen王nhalt　des　Lebens　hervor－

bringt，　dann　und　nur　dann　wUrde　sich　erst　sein　eigenes　Sein　offenbaren．

Hierin　muS，　unserer　Meinung　nach，”der　S量nn　vom　Sein“eigentlich　liegen．
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