
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題

　
　
　
－
余
語
、
東
洋
的
反
省
i

O

有

福

孝

岳

三
、
有
（
ω
①
営
）
の
意
味

15

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
様
根
の
問
題
は
畢
寛
す
る
に
「
有
」
の
問
題
に
帰
着
す
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
が
、
さ
て
然
ら
ば
、
「
何
が
有
る
」
と
か
「
何
で
有

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
と
か
語
ら
れ
て
い
る
、
有
、
存
在
と
は
そ
も
そ
も
何
で
菊
り
、
何
を
意
味
し
、
語
っ
て
い
る
か
を
、
哲
学
を
ぽ
「
現
有
の
解
釈
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

（
国
葭
筥
Φ
⇔
Φ
簿
涛
鎚
＄
U
器
①
ぎ
ω
）
か
ら
娼
発
す
る
「
普
遍
的
現
象
学
的
有
論
」
（
¢
吐
く
興
ω
巴
⑦
菩
響
○
ヨ
窪
。
ぴ
α
q
腎
げ
Φ
○
巨
。
ぴ
α
舜
δ
）
と

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

規
定
し
、
こ
の
「
現
有
の
解
釈
学
」
は
「
実
存
の
分
析
論
」
（
〉
鐸
巴
讐
涛
畠
窪
め
邑
ω
諾
口
N
）
と
し
て
「
全
哲
学
的
問
い
が
そ
こ
か
ら
発
現

、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
、
そ
こ
へ
と
帰
入
す
る
所
に
そ
の
問
い
の
手
引
き
の
端
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
篇
と
需
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
っ
て
簡
単
に
素
描
す
る

こ
と
に
す
る
Q
彼
は
有
に
つ
い
て
の
古
人
の
先
入
見
に
三
つ
あ
る
と
君
う
。

　
先
ず
第
一
に
有
は
「
最
も
普
遍
的
な
概
念
し
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
有
る
も
の
は
一
切
の
も
の
の
中
で
最
も
普
遍
的
な
も
の

　
　
（
2
）

で
あ
る
」
と
廉
い
、
ト
マ
ス
は
「
有
の
理
る
了
解
は
、
ひ
と
が
有
る
も
の
に
つ
い
て
把
提
す
る
一
切
の
内
に
、
そ
の
都
度
既
に
一
緒
に
含
ま

　
　
　
（
3
）

れ
て
い
る
翫
と
言
う
。
併
し
有
の
普
遍
性
は
、
動
物
、
人
閲
等
々
の
如
く
類
や
種
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
た
「
有
る
も
の
」
の
も
っ
た
「
類
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
○
鋤
簿
§
び
q
）
の
普
遍
性
で
は
な
い
。
つ
ま
り
有
は
か
か
る
「
警
護
普
遍
性
」
を
超
越
す
る
。
従
っ
て
中
世
哲
学
の
有
論
は
有
を
超
越
範

疇
（
二
手
器
8
昌
島
Φ
器
）
と
命
名
表
示
し
た
。
有
（
ω
①
ぎ
）
と
有
る
も
の
（
ω
臨
窪
α
窃
）
の
関
係
は
、
恰
も
円
の
中
心
と
そ
れ
を
中
心
と
し

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
網
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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折
口
学
研
究
第
五
｝
職
一
二
十
一
泓
、
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
山
ハ

て
爾
か
れ
る
無
数
の
円
の
そ
れ
に
た
と
え
ら
れ
る
。
有
は
最
も
普
遍
的
で
あ
り
、
そ
の
顔
を
何
処
に
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
、
客
観
的
で
、

対
象
的
に
は
点
と
し
て
何
ら
か
の
大
き
さ
、
量
を
有
せ
ず
た
だ
場
所
だ
け
有
す
。

　
或
い
は
又
、
有
（
一
）
と
有
る
も
の
（
多
、
個
）
の
関
係
は
、
た
だ
一
つ
の
か
の
月
と
、
吾
ら
が
地
球
上
の
一
切
の
水
月
（
川
、
海
、

泥
水
何
れ
の
上
に
も
映
る
月
）
と
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
心
一
切
、
一
切
即
一
で
は
あ
る
が
、
こ
の
一
月
は
一
切
の

　
（
5
）

水
月
と
は
類
を
絶
し
た
卓
越
的
一
者
で
あ
る
。
特
殊
的
野
相
互
が
比
較
さ
れ
、
或
い
は
同
～
性
を
有
し
、
或
い
は
差
異
性
を
有
す
る
根
源

も
尽
く
一
と
し
て
の
こ
の
有
か
ら
の
統
一
に
基
づ
く
。
有
は
一
に
し
て
全
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
特
殊
の
内
に
実
現
さ
れ
る
が
故
に
。
か
の

ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
大
論
理
学
」
に
鋳
て
有
を
そ
の
論
理
の
歯
質
点
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
規
定
的
直
接
者
」
（
畠
ω
§
げ
＄
焦
欝
日
＄
q
⇒

　
　
　
（
6
）

鑓
葺
鉱
げ
緯
Φ
）
と
し
て
規
定
し
、
而
も
こ
れ
を
そ
れ
以
後
に
続
く
一
切
の
範
疇
の
展
開
の
根
底
に
置
い
た
。
有
は
何
れ
に
し
ろ
「
最
普
遍

的
」
概
念
で
あ
る
が
故
に
、
最
根
源
的
で
、
一
切
の
知
る
と
か
、
計
る
と
か
の
有
的
地
平
の
出
て
来
る
元
で
あ
る
、
従
っ
て
本
来
こ
の
有

は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
む
し
ろ
「
非
思
量
底
し
の
も
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
か
か
る
意
味
に
託
て
「
有
」
は
も
は
や
定
義
不
可
能
な
概
念
で
あ
る
。
永
遠
に
定
義
の
外
に
ご
ぼ
れ
落
ち
る
剰
余
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
曰
く
「
以
下
の
如
き
不
合
理
に
陥
る
こ
と
な
し
に
は
、
有
（
圃
、
①
霞
Φ
）
を
定
義
す
る
こ
と
を
企
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ら
、
契
る
一
つ
の
語
を
定
義
す
る
こ
と
は
、
次
の
こ
と
、
ソ
レ
ハ
…
…
デ
ア
ル
（
O
、
①
。
。
θ
）
と
い
う
こ
と
一
そ
の
こ
と
を
表
現
し
よ

う
と
、
或
い
は
言
わ
ず
に
置
こ
う
と
何
れ
に
せ
よ
　
　
こ
の
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
有
を
定
義

す
る
為
に
は
、
ソ
レ
ハ
…
…
デ
ア
ル
と
書
わ
ね
ぽ
な
ら
な
く
な
る
、
か
く
し
て
定
義
さ
れ
る
言
葉
を
そ
の
定
義
の
中
で
使
わ
ね
ぽ
な
ら
な

　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

く
な
る
」
。
さ
て
然
ら
ば
「
有
砿
と
は
樹
で
「
有
」
る
か
。
有
は
定
義
さ
れ
得
な
い
懸
る
も
の
で
「
有
る
㌔
併
し
、
有
は
或
る
も
の
、
有

　
ヘ
　
　
　
へ

る
も
の
で
は
な
い
Q
有
は
ひ
た
す
ら
有
の
み
で
あ
る
以
外
に
説
明
さ
れ
得
な
い
。
定
義
さ
れ
れ
ぽ
、
一
定
の
も
の
、
把
捉
・
概
念
さ
れ
た

有
る
も
の
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
こ
と
は
有
が
無
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
而
し
て
有
は
無
内
容
の
内
容
と
し
て
い
か
な
る
場
所
、

い
か
な
る
時
に
も
出
現
し
て
有
る
も
の
を
有
る
も
の
た
ら
し
め
る
（
随
処
為
主
、
立
処
必
需
）
。
そ
れ
ゆ
え
「
有
は
如
何
な
る
有
る
も
の
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も
そ
れ
に
帰
属
す
る
し
こ
と
を
通
じ
て
一
切
の
規
定
内
容
（
定
義
）
を
生
産
す
る
擬
源
と
し
て
そ
れ
霞
岳
は
永
遠
に
未
知
的
で
あ
る
。

　
因
み
に
或
る
古
典
的
実
例
を
引
い
て
考
え
て
み
る
。
「
古
池
や
　
蛙
飛
び
込
む
　
水
の
音
」
（
芭
蕉
）
に
言
わ
れ
て
い
る
「
水
の
音
」
は
、

何
も
古
池
で
な
く
と
も
、
蛙
が
飛
び
込
ま
ず
と
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
「
水
」
と
こ
の
「
水
を
打
つ
も
の
」
が

あ
れ
ば
「
水
の
音
偏
は
出
る
。
小
石
を
川
の
流
れ
に
投
じ
て
も
、
プ
ー
ル
で
人
間
が
飛
び
込
ん
で
も
、
雨
が
激
し
く
水
面
を
た
た
く
時
に

も
、
尽
く
「
水
の
音
」
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
然
ら
ば
、
吾
々
は
こ
の
時
、
有
る
も
の
と
し
て
の
特
殊
的
な
極
め
て
異
な
っ
た

「
水
の
宜
し
を
聞
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
は
同
じ
「
水
の
音
」
と
何
故
欝
う
の
か
。
こ
こ
に
「
比
論
の
統
一
」
（
国
言
プ
①
津
山
窪
諺
⇔
卑

圃
。
σ
q
岡
①
）
と
し
て
の
、
「
水
の
音
」
（
有
る
も
の
）
の
存
在
根
拠
と
し
て
「
水
の
音
そ
の
も
の
」
（
有
）
の
有
を
是
認
し
て
い
る
が
為
に
か
か

る
語
り
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
時
も
亦
、
か
の
「
水
の
音
そ
の
も
の
」
は
吾
々
は
全
然
対
象
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
は
概
念
と
い
う
よ
り
も
、
最
も
普
遍
酌
な
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
有
を
定
義
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
却
っ
て
自
己
矛
盾
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
恰
か
も
窓
ガ
ラ
ス
に
と
ま
っ
て
い
る
蝿
が
ガ
ラ
ス
の
外
に
畠
よ
う
と
し
て
も
が
く
様
な
も
の
で
あ
る
」
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
摘
す
る
第
三
の
先
入
見
は
、
有
と
は
続
開
的
概
念
（
儀
巽
。
・
巴
ぴ
ω
芝
霞
ω
戯
巳
引
言
緊
切
①
α
q
箋
h
）
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
有
と
時
」
の
巻
頭
書
に
も
、
プ
ラ
ト
ン
の
ソ
ピ
ス
テ
ス
脳
中
の
言
葉
を
以
て
語
っ
て
曰
く
「
な
ん
と
な
れ
ば
、
諸

看
達
は
『
有
る
』
と
い
う
蓑
現
を
使
用
す
る
時
、
諸
君
達
は
本
来
何
を
思
っ
て
い
る
の
か
、
諸
君
達
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
熟
知
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
吾
々
も
た
し
か
に
そ
れ
を
以
前
に
は
解
っ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
が
、
併
し
今
や
吾
々
は
窮
地
に
陥
り
途
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
篇
。
例
え
ば
「
空
は
青
く
有
る
し
（
U
霞
鍍
卿
ヨ
ヨ
鉱
韓
げ
笹
信
）
、
「
そ
れ
は
私
の
靴
で
有
る
」
（
国
。
。
ミ
ヨ
①
ぎ
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ω
o
『
鵡
プ
の
）
、
「
余
は
老
齢
で
有
る
」
（
H
O
げ
い
暁
蕊
　
P
一
↓
）
、
「
震
は
そ
こ
に
居
る
」
（
U
ロ
ミ
論
匹
鋤
）
等
々
、
「
有
る
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か

あ
ら
た
ま
っ
て
何
人
も
考
え
ず
に
、
誕
者
同
志
で
も
は
や
説
開
不
要
な
も
の
と
し
て
暗
黙
の
了
解
が
つ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
最
も
禽
名
な
有
に
つ
い
て
の
定
義
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
繭
く
「
有
と
は
明
ら
か
に
如
何
な
る
実
在
的
述
語

で
も
な
い
（
匿
Φ
一
心
　
　
触
①
ゆ
一
①
ω
　
勺
H
似
鳥
一
犀
ゆ
θ
）
、
郡
ち
或
る
物
の
概
念
に
加
わ
り
来
る
こ
と
の
で
き
る
或
る
何
ら
か
の
も
の
の
概
念
で
は
な
い
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
繕
陣
相
禍
の
閥
顯
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
菖
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
は
単
に
そ
れ
自
体
に
於
け
る
物
の
或
い
は
入
る
種
の
規
定
の
措
定
（
℃
○
の
三
〇
⇔
）
に
す
ぎ
な
い
。
論
理
的
使
用
に
於
て
は
そ
れ
は
単

に
判
断
の
繋
辞
で
あ
る
。
『
神
は
全
能
で
有
る
』
（
O
o
霧
蓉
9
繍
導
腎
部
面
）
と
い
う
命
題
は
夫
々
そ
の
客
観
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
の
概
念
『
神
』
と
『
全
能
』
を
含
ん
で
い
る
。
小
辞
『
有
る
』
は
更
に
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
述
語
で
は
な
く
て
、
述
語
を
主
語
へ
関
係

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

づ
け
る
と
い
う
仕
方
で
（
ぴ
ω
臥
霧
§
σ
q
ω
≦
①
匿
）
定
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
（
じ
d
Φ
b
。
①
ご
。

　
右
の
文
中
の
否
定
的
陳
述
、
『
如
何
な
る
実
在
的
述
語
で
も
な
い
』
と
い
う
こ
と
を
先
ず
吟
味
す
る
に
あ
た
っ
て
、
　
，
実
在
性
し
（
幻
窪
午

捗
襲
）
と
「
現
実
性
、
現
存
在
」
（
≦
騨
聾
。
鐸
①
ぎ
U
韓
ω
Φ
滋
）
と
の
区
別
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
Q
男
窪
疑
馨
は
質
（
O
q
巴
凶
鼠
け
）
の

範
疇
で
あ
り
、
≦
戒
心
浮
｝
涛
①
齢
は
様
旛
の
そ
れ
で
あ
る
如
く
、
露
岩
は
全
く
異
な
っ
た
事
態
を
指
し
示
す
。
従
っ
て
存
在
す
る
凡
て
の
も

の
、
即
ち
U
霧
皿
P
国
臥
ω
8
爲
》
芝
犀
匹
一
〇
げ
犀
①
欝
を
有
す
る
凡
て
の
も
の
は
、
「
実
在
性
」
を
有
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
さ
り
と
て
、
「
現

実
性
」
は
特
殊
な
「
実
在
性
」
で
は
な
い
。
有
は
「
如
何
な
る
実
在
的
述
語
で
も
な
く
」
、
物
の
認
識
内
容
を
限
定
す
る
述
語
と
は
な
ら

ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
、
認
識
価
値
を
決
定
す
る
。
然
る
に
、
実
在
性
（
菊
①
ρ
◎
一
一
酔
飲
け
）
は
事
象
性
格
（
ω
毬
ぎ
冨
霊
竪
蔀
）
、
事
象
限
定
性

（
ω
鋤
3
び
①
ω
ぼ
欝
ヨ
臣
①
搾
）
、
事
象
内
容
（
ω
鋤
昏
ぎ
簿
ε
を
決
定
す
る
。
「
実
在
的
な
る
も
の
」
（
U
霧
刃
Φ
巴
Φ
）
は
内
包
量
即
ち
度
を
持
つ

（
第
二
の
原
則
「
知
覚
の
予
料
」
参
照
、
じ
ご
b
。
O
『
）
。
例
え
ば
「
赤
さ
」
「
温
度
」
等
々
の
度
を
。
か
く
て
、
「
現
実
性
」
と
は
「
実
在
性
」

を
な
す
と
こ
ろ
の
物
や
客
観
の
限
定
さ
れ
た
内
容
を
「
定
立
」
（
勺
○
の
三
〇
静
G
o
蛛
N
§
σ
q
）
す
る
一
つ
の
仕
方
に
他
な
ら
ぬ
。
「
現
実
的
に
有

る
も
の
」
は
経
験
の
質
量
的
制
約
、
感
覚
と
連
高
し
て
お
り
（
じ
d
鱒
①
O
）
、
「
実
在
性
」
（
器
p
圃
謬
霧
℃
ぴ
9
。
①
づ
。
ヨ
①
o
O
鐸
）
は
「
経
験
的
直
観
に

嘗
て
感
覚
に
呼
応
し
て
い
る
も
の
」
で
あ
り
（
じ
d
b
。
8
）
、
か
か
る
も
の
は
「
超
越
論
的
質
量
し
（
霞
§
。
。
器
鑑
①
簿
巴
Φ
寓
舞
①
は
ρ
し
ご
H
。
。
じ
。
）

で
あ
る
。
共
に
感
覚
（
図
鑓
警
滋
窪
σ
q
）
と
連
関
す
る
が
、
「
現
実
性
」
は
一
定
の
感
覚
内
容
－
1
勿
論
、
そ
の
際
こ
の
感
覚
も
超
越
論
的

で
あ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
ー
ー
を
も
っ
て
い
る
客
観
が
主
体
（
観
）
性
に
向
か
っ
て
現
に
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
「
実
在
性
」
は
客
観
そ
の
も
の
の
内
で
感
覚
内
容
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
因
み
に
、
『
物
体
は
重
い
（
く
有
る
）
』
（
O
興
累
α
壱
鑓
蘇
。
・
昏
≦
霧
）
と
い
う
判
断
に
別
て
主
語
『
物
体
』
（
緊
α
愚
2
）
の
実
在
的
述
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語
は
『
重
い
』
（
ω
経
芝
巽
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
物
体
の
実
在
性
を
規
定
す
る
。
而
し
て
、
表
象
さ
れ
た
『
重
い
物
体
』
が
眼
前
に
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

在
し
な
く
と
も
『
物
体
は
重
く
覧
る
』
と
語
り
得
る
。
戦
断
「
で
有
る
」
を
語
り
得
る
究
極
的
背
景
は
超
越
論
的
統
覚
の
宿
に
存
す
る
こ

と
を
後
述
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
の
判
断
の
現
象
的
形
式
性
を
観
察
す
る
と
、
命
題
主
語
（
神
・
物
体
）
と
述
語
（
全
能
・
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

さ
）
と
の
関
係
に
於
て
、
有
は
述
語
の
定
立
作
用
を
な
す
が
故
に
、
こ
れ
は
「
論
理
的
使
用
」
或
い
は
「
論
理
的
関
係
観
点
」
（
δ
σ
q
搾
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

器
ω
鷲
。
ε
の
）
と
し
て
の
有
の
用
法
で
あ
り
、
主
語
一
述
語
量
産
に
限
定
さ
れ
た
物
の
椙
対
的
定
立
と
漂
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
因
み
に
、

有
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
肯
定
的
表
現
で
は
有
は
「
そ
れ
磨
体
に
於
け
る
撚
る
も
の
の
或
い
は
一
定
の
限
定
の
定
立
（
措
定
℃
o
ω
三
〇
づ
）
し

と
な
る
。
こ
の
「
そ
れ
茶
請
」
に
と
い
う
意
味
は
、
「
物
自
体
」
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
柔
軟
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
在
的
述
語

は
本
来
「
そ
れ
自
体
」
に
於
け
る
物
を
し
て
述
語
づ
け
ら
れ
た
も
の
（
或
る
実
在
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
）
と
し
て
規
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
に
於
て
、
も
は
や
「
そ
れ
霞
体
し
に
於
け
る
も
の
で
は
な
く
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
…
「
凡
て
の
規
定
は
否
定
で
あ
る
」
。
そ
れ
自
体

に
於
て
物
を
措
定
す
る
こ
と
は
「
神
有
り
し
「
我
有
り
」
と
い
う
無
述
語
的
な
存
在
命
題
に
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
述
語
を
捨
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
有
を
考
察
す
る
蒔
、
客
体
（
物
）
の
「
絶
対
的
措
定
」
（
黛
①
跨
の
9
巳
①
唱
。
ω
三
〇
口
）
と
し
て
の
有
の
用
法
を
知
得
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
と
こ
ろ
で
「
単
に
こ
の
関
係
（
圃
○
α
q
帥
。
封
建
。
・
需
。
ε
の
）
の
み
な
ら
ず
、
事
態
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
に
於
て
且
つ
そ
れ
自
身
に
と
っ
て

（
舞
§
鉱
｛
貯
ω
器
ゴ
）
定
立
さ
れ
て
い
る
と
観
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
場
合
、
こ
の
有
は
現
存
在
（
U
霧
鉱
口
）
と
い
う
程
の
意
味
で
あ

（
1
2
）

る
」
。

　
か
か
る
物
の
絶
対
的
措
定
と
し
て
の
有
即
ち
現
存
在
は
概
念
か
ら
は
説
明
で
き
ぬ
。
概
念
（
頭
）
の
申
に
於
け
る
可
能
翻
意
タ
…
レ
ル

と
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
の
現
実
的
百
タ
ー
レ
ル
は
、
百
タ
ー
レ
ル
と
い
う
実
在
性
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
財
産
状
態
に
於
て
天
地
懸
隔
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

「
対
象
は
現
実
性
に
於
い
て
は
、
単
に
私
の
概
念
の
内
に
分
析
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
私
の
概
念
（
そ
れ
は
私
の
財
産
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
規
定
で
あ
る
）
に
綜
合
的
に
附
加
す
る
の
で
あ
る
、
而
も
私
の
概
念
の
外
な
る
こ
の
有
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
薫
タ
ー
レ
ル
そ
の
も
の

が
豪
も
増
す
で
あ
ろ
う
こ
と
も
な
く
」
（
切
①
b
⊃
“
）
。
即
ち
あ
く
迄
「
存
在
命
題
」
（
円
賦
ω
審
鵠
臥
巴
器
欝
）
は
「
綜
合
的
扁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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哲
学
研
究
第
五
酉
三
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

い
（
じ
d
8
①
）
。
従
っ
て
「
吾
々
の
対
象
の
概
念
が
何
を
ど
れ
だ
け
多
く
含
ん
で
い
よ
う
と
も
概
念
に
対
し
て
実
存
在
（
団
圏
ω
欝
自
）
を
附

与
す
る
為
に
は
概
念
か
ら
鼻
嵐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
¢
諺
霧
じ
ご
Φ
σ
q
臨
ゑ
く
曾
①
言
①
津
○
①
ぴ
q
①
話
3
巳
Φ
ヨ
9
。
σ
q
鋤
剛
ω
。
窪
酔
プ
弩
Φ
欝
≦
g
。
ω

爆
民
鼠
Φ
く
芭
興
≦
○
瀬
る
。
ヨ
誘
。
。
濡
鼠
H
住
○
跨
窪
。
。
鰹
漆
器
同
窪
ω
σ
q
Φ
ぽ
炉
¢
ヨ
象
①
。
・
Φ
露
象
Φ
国
臨
。
・
8
嵩
窪
Φ
溝
①
臨
窪
）
」
（
し
d
①
昏
。
⑩
）
。

概
念
か
ら
超
出
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
有
は
決
し
て
他
者
を
以
て
は
道
得
さ
れ
ず
、
言
い
換
え
、
代
理
不
可
能
で
あ
り
、
永
遠
に
自
己
自
身

の
領
野
に
留
ま
り
、
自
己
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
Q

　
さ
て
然
ら
ば
、
物
の
絶
対
的
措
定
と
し
て
の
有
と
、
主
語
・
述
語
を
結
ぶ
繋
辞
即
ち
相
尉
的
措
定
と
し
て
の
有
と
の
間
に
は
如
何
な
る

関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
神
有
り
し
と
賄
い
得
る
為
に
は
、
少
く
と
も
対
象
的
論
理
の
立
場
で
は
、
「
価
し
に
つ
い
て
の
実
在
的
述

語
を
吾
々
が
認
識
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
何
も
知
ら
な
い
客
観
（
S
）
に
つ
い
て
「
S
が
有
る
」
と
は
全
く
書
い
得
な
い
。

故
に
「
S
有
り
（
ω
一
。
。
酔
）
」
と
い
う
判
断
は
、
既
に
「
S
は
然
々
の
も
の
で
庸
る
（
ω
馨
℃
．
）
扁
と
い
う
特
殊
判
断
を
な
し
得
た
の
で
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
　
「
神
は
金
能
で
有
る
」
と
い
う
判
断
は
、
更
に
無
限
な
る
可
能
性
を
言
い
表
わ
す
「
神
有
り
」
と
い
う
絶
対
措
定
的

判
断
の
一
部
を
、
ふ
ろ
し
き
の
中
味
を
広
げ
て
品
物
を
見
せ
る
が
如
く
、
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
は
後
者
の
全
部
で
は
な
い
。
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

そ
ら
く
両
者
の
関
係
は
「
認
識
根
拠
」
（
壁
瓢
◎
o
◎
σ
q
譜
。
。
。
8
嵩
盛
）
と
「
存
在
根
拠
」
（
冨
鉱
。
Φ
ω
ω
懸
盤
）
の
そ
れ
に
比
せ
ら
れ
よ
う
。
と
に

か
く
人
間
的
有
限
的
認
識
判
断
に
於
て
は
S
に
つ
い
て
の
述
語
を
吾
々
は
予
め
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
の
カ
ン
ト
の
純
粋
理
性
批
判
の

最
大
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
先
天
的
な
綜
合
判
断
し
と
は
、
ま
さ
に
「
S
ハ
P
デ
有
ル
」
と
い
う
判
断
に
於
て
、
主
語
概
念
（
S
）

の
意
味
を
綜
合
的
に
拡
張
す
る
述
語
（
P
）
と
の
論
理
的
関
係
（
相
対
的
措
定
）
を
含
み
つ
つ
、
「
S
ハ
P
デ
有
ル
砿
と
い
う
一
判
断
全

体
の
認
識
の
先
行
的
客
観
即
ち
超
越
論
的
客
観
の
絶
対
的
措
定
と
し
て
の
有
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
客
観
（
対
象
の

紺
象
性
）
の
有
（
「
…
…
ガ
有
ル
」
）
及
び
、
主
語
・
述
語
判
断
の
繋
辞
（
「
…
…
デ
有
ル
し
）
も
結
局
、
超
越
論
的
統
覚
の
根
源
的
統
一
の

下
に
も
た
ら
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
純
粋
理
性
批
判
の
求
め
た
超
越
論
的
認
識
は
“
狽
畠
儀
魯
犀
や
紆
ゆ
ω
℃
響
、
．
に
集
約
さ
れ

る
。
そ
れ
は
「
客
観
的
認
識
」
の
陳
述
に
於
て
は
「
論
理
的
意
味
」
　
　
単
な
る
論
理
的
な
主
語
・
述
語
関
係
に
の
み
注
観
す
る
如
き
…
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一
と
は
「
別
の
よ
り
豊
か
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　
然
る
に
未
だ
こ
の
「
よ
り
豊
か
な
意
味
」
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
、
批
判
期
（
一
七
八
一
年
）
を
割
る
こ
と
十
八
年
前
（
一
七
六
三
年
）

に
於
て
は
「
（
現
存
在
及
び
実
存
在
と
い
う
）
こ
の
概
念
は
ひ
と
が
そ
の
解
決
の
為
に
何
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
程
単
純
で
あ
る
」
。
従

っ
て
「
吾
々
の
全
認
識
が
け
れ
ど
も
結
局
の
と
こ
ろ
解
消
不
可
能
な
る
概
念
に
継
て
終
息
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
が
洞
察
す
る
な
ら

ば
、
ひ
と
は
殆
ど
分
割
で
き
な
い
幾
ら
か
の
概
念
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
の
場
合
に
は
徴
表

（
罎
Φ
爵
日
巴
）
が
事
態
そ
の
も
の
（
象
①
ω
碧
プ
Φ
ω
Φ
8
。
。
什
）
よ
り
も
ほ
ん
の
僅
か
だ
け
明
ら
か
で
単
純
で
あ
る
と
い
う
そ
う
い
う
場
合
で

あ
る
。
実
存
在
の
吾
々
の
解
明
が
ま
さ
に
こ
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
解
明
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
も
の
の
概
念
は
極
め
て
僅
か
の
程
度
し

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

か
明
ら
か
と
な
ら
な
い
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
く
私
は
認
め
る
。
併
し
乍
ら
、
対
象
の
本
性
は
吾
々
の
悟
性
の
能
力
へ
の
関
係
に
於
て
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

以
上
の
程
度
の
明
瞭
化
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
」
。
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
吾
々
の
悟
性
へ
の
関
係
に
於
て
は
、
即
ち
諸
概

念
を
分
解
し
、
説
明
す
る
と
い
う
方
向
に
於
て
は
、
純
粋
理
性
批
判
と
錐
も
勿
論
有
の
意
味
を
明
示
し
得
な
い
。
　
「
何
人
も
可
能
性
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

存
在
、
必
然
性
を
若
し
ひ
と
が
そ
れ
ら
の
定
義
を
ぽ
端
的
に
純
粋
悟
性
だ
け
か
ら
汲
み
出
そ
う
と
欲
し
た
な
ら
ぽ
、
明
白
な
同
語
反
復
に

よ
っ
て
し
か
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
概
念
の
論
理
的
可
能
性
を
物
の
超
越
論
的
（
実
在
的
）
可
能
性

と
す
り
換
え
る
こ
と
は
未
探
究
者
だ
け
を
欺
き
、
満
足
さ
せ
る
こ
と
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
」
（
b
d
。
。
8
）
。
第
一
批
判
に
至
る
沈
黙
の
十
年
間
に

見
出
さ
れ
た
別
途
は
、
明
ら
か
に
、
悟
性
の
能
力
で
は
な
く
、
感
性
的
な
る
も
の
、
直
観
及
び
構
想
力
に
対
し
て
人
間
認
識
能
力
の
特
質

を
見
る
方
向
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
の
概
念
（
可
能
性
、
現
存
在
、
必
然
性
）
は
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
直
観
（
吾
々
の

も
っ
て
い
る
唯
一
の
も
の
）
が
除
外
さ
れ
る
場
合
に
は
何
も
の
に
よ
っ
て
も
基
礎
づ
け
ら
れ
得
な
い
」
（
ヒ
d
　
Q
◎
O
鱒
　
粘
曾
　
駅
〆
昌
瞥
p
．
）
Q

　
更
に
ま
た
超
越
論
的
演
繹
論
第
十
九
節
に
於
て
「
あ
ら
ゆ
る
判
断
の
論
理
的
形
式
は
そ
こ
に
於
て
含
ま
れ
て
い
る
概
念
の
統
覚
に
よ
る

客
観
的
統
一
の
内
に
存
立
す
る
」
な
る
表
題
を
以
て
カ
ン
ト
は
有
の
よ
り
豊
か
な
根
源
的
意
味
を
語
り
か
け
る
。
因
み
に
「
論
理
学
者
達

が
判
断
一
般
に
つ
い
て
与
え
て
い
る
説
明
、
彼
ら
の
言
に
よ
る
と
『
判
断
と
は
二
つ
の
概
念
の
間
の
関
係
の
表
象
で
あ
る
』
と
い
う
説
明

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一
一
二

に
は
私
は
満
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
L
（
じ
σ
置
O
）
。
な
ぜ
な
ら
「
こ
の
関
係
が
一
体
何
処
に
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
此
処
で

は
規
定
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
」
（
ゆ
H
障
）
か
ら
。
カ
ン
ト
の
見
貸
し
た
こ
と
は
次
の
如
く
な
る
。
「
私
が
併
し
、
各
々
の
判
断
に
於
け
る
与

え
ら
れ
た
認
識
の
関
係
を
探
究
す
る
時
、
そ
の
関
係
を
悟
性
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
再
生
的
構
想
力
の
法
則
に
従
う
関
係
（
そ
れ
は
主

観
的
可
能
性
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
）
か
ら
区
別
す
る
時
に
は
、
判
断
と
は
、
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
に
迄
も
た
ら
す

仕
方
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
私
は
発
見
す
る
。
判
断
に
於
け
る
関
係
小
辞
『
有
る
』
（
翼
）
は
与
え
ら
れ
た
表
象
の
客
観
的
統
一

を
主
観
的
統
一
か
ら
区
別
す
る
為
に
そ
の
こ
と
（
与
え
ら
れ
た
認
識
を
統
覚
の
客
観
的
統
一
に
迄
も
た
ら
す
こ
と
）
を
目
指
し
て
い
る
」

（
ゆ
同
賦
）
。

　
再
生
的
構
想
力
（
器
箕
9
鼻
牙
①
団
ヨ
ぴ
箆
§
ひ
q
。
。
ζ
聾
）
は
即
ち
諸
々
の
表
象
の
継
起
に
関
し
て
主
観
的
妥
当
性
を
持
つ
に
す
ぎ
ぬ
と

こ
ろ
の
連
想
の
法
則
（
○
霧
Φ
§
号
穏
〉
ω
。
。
o
N
冨
臨
。
雛
）
に
従
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
或
る
物
体
を
持
ち
あ
げ
る

時
「
私
は
重
圧
を
感
ず
る
」
（
圃
。
プ
駿
瓢
Φ
皿
蟻
蚕
U
建
昂
乱
の
同
ω
畠
芝
Φ
冨
）
と
し
か
言
う
こ
と
が
で
き
ず
、
「
そ
の
物
体
は
重
い
（
く
有

る
）
」
（
U
二
丁
α
弓
袋
聾
。
・
o
『
≦
鶏
）
と
は
言
い
能
わ
ぬ
。
後
者
の
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
「
二
つ
の
表
象
（
物
体
・
重
い
）
は
客
観
の

内
に
主
観
の
状
態
の
差
別
な
し
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
に
知
覚
の
内
に
於
て
（
そ
れ
が
幾
ら
反
復
さ
れ
よ
う
と
も
）
一
緒
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
じ
ご
駕
鱒
）
。
故
に
判
断
そ
の
も
の
は
例
え
ば
「
物
体
は
重
い
」
と
い
う
如
く
、
た
と
え

経
験
的
（
⑦
ヨ
℃
賦
ω
筈
）
翻
然
的
（
N
無
似
蒔
α
q
）
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
判
断
の
雷
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
は
「
直
観
の

綜
合
に
於
け
る
統
覚
の
必
然
的
統
一
に
よ
っ
て
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る
表
象
（
そ
こ
か
ら
認
識
が
幽
て
来
る
限
り
）
の
客
観
的
限
定
の
原
理

（
そ
の
原
理
は
凡
て
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
の
原
則
か
ら
導
出
さ
れ
る
）
に
従
っ
て
、
糊
互
に
所
属
し
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
（
じ
d
H
誌
）
。
蓋
し
「
統
覚
の
超
越
論
的
統
～
は
ま
さ
し
く
そ
れ
に
依
っ
て
、
薩
観
に
於
て
与
え
ら
れ
た
凡
て
の
多
様
が
客
観
の

概
念
に
於
て
合
一
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
有
る
篇
（
じ
ご
お
Φ
導
㈱
H
。
。
）
。
判
断
の
繋
辞
「
で
有
る
」
は
、
形
式
的
に
は
統
覚
の
根
源
的
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
始
め
て
「
S
ハ
P
デ
宿
ル
」
と
論
わ
れ
得
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
ひ
と
は
、
有
を



23

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

成
程
「
実
在
的
述
語
し
と
は
み
な
し
得
な
い
が
、
併
し
「
超
越
論
的
述
語
し
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
吾
々
は
、
三
重
の
同
一
性
を
冤
出
す
こ
と
と
な
る
。
ω
認
識
客
観
の
内
実
で
あ
る
判
断
主
語
・
述
語
の
面
一
性
、
即
ち
構
想
力

の
演
物
と
し
て
の
図
式
に
よ
る
時
問
規
定
に
基
づ
く
「
、
綜
合
」
的
同
一
性
、
的
認
識
主
観
・
客
観
関
係
に
於
け
る
両
者
の
「
相
関
」
的
同

一
性
、
瓢
更
に
こ
れ
ら
の
「
綜
合
篇
と
「
士
関
」
を
も
根
源
的
に
統
一
す
る
機
能
と
し
て
「
超
越
論
的
統
覚
」
自
身
の
鐵
己
同
一
性
を
も

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
の
一
、
∬
、
五
参
照
）
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

］
≦
胸
寓
。
箆
£
㈹
Φ
さ
㍗
馬
、
～
ミ
ミ
撃
、
、
堕
ω
．
ω
Q
。
“

》
疑
ε
量
＄
奪
ミ
蔑
蔓
動
㌧
麩
》
ゆ
膳
“
δ
O
H
⇔
ト
っ
H
．

巴
δ
ヨ
霧
》
曾
ぎ
鉾
的
黛
ミ
ミ
黛
↓
、
ミ
ミ
薦
、
ミ
“
軍
ぎ
〔
岡
望
。
§
（
剛
器
（
目
H
）
ψ
虐
■
り
A
ψ
⇔
．
卜
。
¶

〉
勢
δ
量
鉾
奪
ミ
、
ぎ
ら
㌧
零
’
ご
コ
○
。
闇
8
G
。
び
ト
⊃
ト
ひ
．

永
嘉
真
覚
、
証
道
歌
　
　
コ
月
姫
糊
一
二
切
水
↓
　
切
水
月
一
月
摂
、
諸
仏
法
身
入
二
我
性
↓
習
性
還
与
二
如
来
解
合
…
…
」
。

臨
①
鷺
ご
幾
導
綜
ミ
き
ヘ
ミ
．
誉
、
、
卜
。
讐
画
窪
］
’
℃
露
｝
■
¢
d
皆
．
、
ω
．
①
①
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

勺
霧
8
磨
0
2
く
お
ω
8
ヨ
覧
働
8
跨
ζ
×
め
伍
罷
。
葦
笛
償
。
っ
〇
二
罫
δ
①
ω
》
閲
盆
ρ
℃
噸
Q
。
q
ρ

九
鬼
周
造
「
入
騰
と
実
存
」
第
五
二
頁
、
岩
波
書
店
刊
。

】
≦
・
麟
警
ぼ
喩
σ
q
Φ
び
恥
篤
、
＝
へ
、
ミ
N
幾
び
も
。
・
歴
歪
簿
。
ジ
勉
。
、
ミ
く
塁
卜
Q
濠
卸
尚
、
以
上
の
引
用
さ
れ
た
有
に
つ
い
て
の
三
つ
の
先
入
見
の
叙
述
は
、

　
恥
戴
嵩
ミ
ミ
撃
㌧
♪
吻
μ
参
照
。

（
1
0
）
　
囚
§
ρ
導
、
，
無
議
磁
ミ
菱
導
、
ミ
ご
箒
簿
薦
～
賜
鱒
§
気
蟹
隻
、
§
、
b
§
N
§
尋
、
ミ
㌧
§
叙
翁
愛
護
、
ミ
O
ミ
貯
動
り
も
つ
甲
ご
・

（
1
1
）
　
ω
℃
ぎ
。
鄭
．
○
ヨ
三
も
・
紆
樽
2
ヨ
…
瞬
藍
…
o
o
。
。
ひ
濤
σ
q
註
。
㌦
（
書
簡
第
五
十
、
審
｝
藷
宛
参
照
）
。

（
1
2
）
　
鋭
彗
賞
b
弓
魯
舞
跨
讐
，
§
職
葵
蔑
ミ
、
，
b
ミ
ミ
ミ
、
、
，
ミ
㌧
§
へ
～
翁
O
芸
無
議
O
ミ
晴
見
ω
．
は
■

（
1
3
）
　
併
し
、
絶
対
的
借
定
で
あ
れ
、
相
対
的
措
定
で
あ
れ
、
「
判
断
」
で
あ
る
限
り
、
判
断
の
主
体
〔
観
〕
（
超
越
論
的
統
覚
）
の
管
轄
下
に
入
る
が
故
に
、

　
そ
の
「
有
」
と
は
畢
寛
し
て
、
人
間
の
「
所
有
」
関
係
f
例
え
ば
「
今
碍
は
金
が
有
る
」
一
を
示
す
も
の
と
、
言
う
こ
と
も
で
き
る
◎
更
に
和

　
辻
哲
郎
氏
に
よ
る
と
、
日
本
語
で
は
G
っ
。
ヨ
は
「
ガ
有
ル
し
と
「
デ
有
ル
し
の
区
別
に
よ
っ
て
「
オ
ン
ト
ロ
ギ
ー
」
と
「
論
理
学
」
を
分
つ
こ
と
が

カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題

二
三
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で
き
便
利
で
あ
る
が
、
国
本
語
の
「
存
在
し
は
G
Q
。
ぎ
の
訳
語
と
し
て
は
全
然
不
当
で
あ
る
。
那
ち
、
「
存
」
と
は
、
危
急
存
亡
、
存
命
、
存
録
と

　
言
う
如
く
、
主
体
的
な
自
己
操
持
に
関
わ
り
、
「
隠
周
偏
的
有
を
示
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
在
」
と
は
、
在
宅
、
在
宿
、
在
郷
、
在
世
と
い
う
如
く
、

　
主
体
が
睡
る
場
所
に
居
る
こ
と
、
即
ち
「
空
闘
」
的
有
を
示
す
。
従
っ
て
、
「
存
在
篇
は
G
o
異
類
よ
り
も
遙
か
に
自
覚
的
な
、
具
象
的
な
人
間
の
有

　
を
道
破
す
る
も
の
で
あ
る
、
即
ち
「
存
在
」
は
S
E
I
N
（
印
欧
語
の
）
と
相
覆
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
和
辻
哲
郎
「
人
聞
の
学
と
し
て
の

　
倫
理
学
」
岩
波
全
書
第
三
三
～
四
二
頁
、
「
倫
理
学
」
上
巻
第
工
○
～
二
五
頁
）
。

（
1
4
）
　
穴
き
r
b
q
義
ミ
蹄
堕
，
ミ
～
9
ω
・
ご
．

（
1
5
）
　
訓
⇔
雛
Φ
頓
σ
q
①
ひ
h
ミ
～
跨
↓
｝
象
馬
籍
竪
ミ
、
叙
箋
砺
無
、
～
・
の
・
卜
。
心
・
＜
σ
q
r
「
可
能
性
、
現
実
性
、
必
然
性
と
い
う
述
語
」
（
じ
ご
鱒
G
。
①
）
、
く
σ
Q
ピ
も
艮
。
　
○
σ
q
御
魯
。

　
串
巴
岡
6
審
、
、
（
き
，
ミ
瀞
魯
、
9
，
鄭
ミ
罫
、
，
ミ
．
♪
ω
．
一
。
。
響
ω
．
ω
O
O
ソ

四
、
時
的
綜
合
と
有
的
相
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
大
論
理
学
で
同
一
律
を
批
判
し
て
い
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
解
す
る
如
く
に
は
、
カ
ン
ト
的
分
析
論
理
は
誤
っ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
の
「
先
天
的
綜
合
判
断
」
（
留
。
。
超
簿
げ
Φ
鋤
。
。
。
げ
Φ
¢
旨
①
一
肩
℃
嵩
。
ユ
）
こ
そ
は
「
A
は
A
で
有
る
」

と
い
う
同
一
律
の
逆
転
的
意
味
を
強
調
し
た
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
「
A
は
非
A
（
B
）
で
有
る
」
と
な
っ
て
は
じ
め
て
A
の
含
む

意
味
を
拡
張
し
た
こ
と
と
な
る
の
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
経
験
的
な
具
体
的
内
容
、
体
験
的
事
実
も
、
「
客
観
的
実
在
性
」

を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
内
実
上
含
入
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
抄
う
如
く
差
異
性
か
ら
の
「
分
離
の
契
機
臨
（
鼠
○
ヨ
①
艮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

山
雲
門
捲
窪
毒
σ
q
）
と
し
て
あ
る
同
一
性
は
、
異
な
る
主
語
と
述
語
を
コ
ブ
ラ
を
介
し
て
結
合
さ
れ
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
に
現
成
し

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
　
「
2
＋
2
は
4
で
あ
る
」
と
蕎
う
時
、
2
＋
2
を
い
く
ら
分
析
し
て
も
4
は
出
て
来
ぬ
。
2
＋
2
は
2
＋
2
と

行
く
の
が
、
へ
…
ゲ
ル
の
排
す
る
抽
象
的
同
一
律
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
全
く
空
虚
で
無
内
容
で
あ
っ
て
単
な
る
同
語
反
復
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
2
＋
2
薩
4
と
判
断
す
る
時
に
、
ま
さ
に
、
普
遍
的
自
我
の
判
断
作
用
が
あ
ず
か
っ
て
力
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
、
主
体
（
観
）

　
ヘ
　
　
へ

の
客
体
（
観
）
的
根
源
的
作
用
が
働
き
出
す
場
が
覇
断
形
式
に
於
て
は
、
コ
ブ
ラ
「
で
有
る
」
な
の
で
あ
る
。
既
に
ロ
ゴ
ス
の
表
現
に
み
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ら
れ
る
如
く
、
「
有
」
は
主
観
と
客
観
の
綜
合
〔
的
統
一
〕
の
場
で
あ
り
、
主
語
と
述
語
の
綜
合
の
場
で
あ
る
、
む
し
ろ
そ
の
様
な
働
き

「
S
E
I
N
」
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
異
的
な
他
者
同
志
を
そ
こ
で
は
じ
め
て
、
同
一
的
な
る
も
の
と
し
て
有
ら
し
め
、
又
そ
こ
か
ら
異

な
る
も
の
と
し
て
有
ら
し
め
る
、
そ
の
こ
と
が
「
有
」
に
他
な
ら
な
い
。
故
に
こ
の
有
は
決
し
て
分
析
的
同
一
性
と
は
称
し
が
た
い
。
明

ら
か
に
有
は
異
者
と
同
者
の
区
別
と
同
一
の
契
機
で
あ
る
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
認
識
論
も
超
越
論
的
有
論
と
し
て
読
み
と
ら
ね

ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
着
破
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
主
語
と
述
語
、
《
物
体
〉
と
《
重
い
》
は
一
見
、
い
か
に
も
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
の
如
く
見
え
る
。
何
故
に
。
「
物
体
は
重
い
」
と

判
断
す
る
時
に
、
両
概
念
を
結
合
す
べ
き
、
そ
の
異
質
的
な
両
者
の
同
一
性
の
地
平
が
前
提
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ず
、
更
に
そ
の
よ
う
な
細
論

的
見
地
に
於
て
、
か
か
る
同
一
的
客
観
一
般
が
前
提
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
即
ち
「
超
越
論
的
対
象
し
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
ま
さ

に
、
そ
れ
自
身
は
偶
然
的
出
会
い
に
す
ぎ
な
い
「
物
体
」
と
「
重
い
」
の
結
合
を
必
然
化
、
客
観
化
、
普
遍
化
す
る
も
の
は
、
時
間
の
相

を
超
越
せ
る
「
超
越
論
的
対
象
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
主
観
の
側
か
ら
考
え
ね
ぽ
な
ら
ぬ
が
故
に
、
普
遍
的
自
覚
た
る
「
統
覚
」
の
「
栢
関
」

（
溶
O
同
同
Φ
圃
節
一
¢
諺
）
と
し
て
は
じ
め
て
両
者
の
呼
応
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
客
観
的
先
根
拠
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
（
客
観
の
客
観
性
）

と
主
観
的
先
根
拠
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
（
主
観
の
主
観
性
）
と
の
相
関
的
同
一
性
は
、
か
か
る
超
越
論
的
認
識
の
根
源
的
地
盤
で
あ

る
限
り
、
そ
の
内
に
差
異
と
同
一
を
含
む
、
本
来
、
内
に
矛
盾
を
含
ん
だ
具
体
的
同
一
律
を
前
提
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
以
上
を
総
括
す
る
と
、
第
一
に
、
か
の
同
一
と
差
異
の
矛
盾
的
綜
合
と
し
て
の
、
両
老
の
同
一
性
は
、
認
識
の
成
立
す
る
地
盤
で
、
少

く
と
も
人
間
的
主
観
と
認
識
客
観
と
の
出
会
い
の
「
時
」
即
ち
「
同
時
」
性
に
於
て
成
立
す
る
。
第
二
に
、
対
象
（
客
観
）
と
主
観
の
差

異
と
同
一
と
の
矛
盾
綜
合
に
於
て
成
立
す
る
、
コ
プ
ラ
の
「
有
」
と
、
超
越
論
的
客
観
の
「
有
」
（
「
有
る
も
の
が
有
る
」
U
器
ω
①
す
巳
①

翼
）
と
超
越
論
的
統
覚
の
「
有
」
（
「
我
有
り
」
同
。
び
げ
ぎ
）
の
形
式
的
同
一
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
第
一
に
、
内
実
を
綜
合

す
る
と
い
う
構
成
的
側
面
か
ら
見
る
と
、
主
語
一
述
語
の
出
会
い
、
主
観
…
客
観
の
嵐
会
い
を
可
能
な
ら
し
め
る
構
想
力
に
よ
る
時
的
同

一
性
（
綜
合
）
を
了
得
で
き
、
第
二
に
、
形
式
的
統
一
と
い
う
統
制
的
側
面
か
ら
み
る
と
、
凡
て
「
有
し
論
的
に
、
判
断
の
繋
辞
と
、
超

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
樒
の
闘
題
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
一
号

越
論
的
主
客
の
有
と
が
女
島
血
糖
係
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

の
呼
応
を
究
明
し
、
次
章
で
改
め
て
「
統
一
」
と
し
て
の
「
超
越
論
的
統
覚
」

　
　
D
時
的
綜
合
（
超
越
論
的
構
想
力
）

　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

特
に
主
語
一
述
語
の
綜
合
と
主
観
（
体
）
一
客
観

の
有
を
問
う
こ
と
に
す
る
。

（
体
）

　
伝
統
的
形
葡
上
学
の
如
く
単
な
る
概
念
か
ら
認
識
せ
ん
と
す
る
場
合
の
判
断
た
る
分
析
的
判
断
は
、
た
だ
「
命
題
的
述
語
的
（
巷
9

℃
薮
馨
一
ω
。
げ
・
胃
践
涛
ゆ
ユ
＜
）
綜
合
」
を
成
し
得
る
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
主
語
概
念
の
内
容
を
増
す
こ
と
な
く
、
単
に
述
語
を
附
加
す
る
こ
と
に

よ
る
と
こ
ろ
の
主
語
の
「
説
明
判
断
臨
（
守
断
悪
玉
§
σ
q
象
慨
①
ε
に
終
る
。
然
る
に
あ
く
迄
主
語
概
念
の
意
味
を
「
拡
張
」
（
葦
毛
簿
興
§
ひ
q
）

す
る
べ
き
「
真
理
的
綜
合
」
（
〈
①
蜂
⇔
戯
く
Φ
G
。
讐
盛
の
。
。
囲
ω
）
を
な
す
と
こ
ろ
の
先
天
的
綜
合
判
断
た
る
も
の
は
「
所
与
概
念
の
内
に
留
ま
る
」

の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
か
ら
「
漏
出
し
」
（
び
ぎ
窪
ω
σ
q
塾
窪
）
て
そ
こ
に
於
て
考
え
ら
れ
た
も
の
と
は
「
全
く
別
の
も
の
」
を
そ
れ
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

係
に
於
て
考
察
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
（
じ
ご
お
ω
地
”
）
。
さ
て
然
ら
ば
、
二
つ
の
異
な
っ
た
概
念
の
綜
合
が
そ
こ
に
於
て
成
立
す
る
こ
と

の
で
き
る
「
第
三
の
も
の
」
（
⑦
一
質
　
困
）
H
一
け
帥
Φ
も
。
）
　
　
・
凡
て
の
陰
謀
判
断
の
媒
体
（
伍
。
。
。
。
鍵
の
鎌
ニ
ヨ
）
i
と
は
そ
も
そ
も
侮
も
の
か
。
カ
ン

ト
答
え
て
曰
く
「
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
著
々
の
表
象
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
総
括
（
ぎ
冨
σ
q
同
豪
）
に
す
ぎ
ぬ
。
即
ち
内
官
で
あ
る
。
而
し

て
内
官
の
先
天
的
形
式
は
時
雨
で
あ
る
。
諸
表
象
の
綜
合
は
構
想
力
に
基
づ
く
、
そ
の
綜
合
的
統
一
は
（
判
断
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
て
い

る
）
統
覚
の
統
一
に
基
づ
く
」
と
（
ゆ
8
潔
）
。
こ
れ
は
か
の
第
一
版
の
演
繹
論
に
於
け
る
石
質
の
綜
合
に
呼
応
す
る
が
如
く
で
あ
る
。
而

し
て
こ
の
時
、
綜
合
一
般
に
関
し
て
は
、
構
想
力
が
巨
入
子
役
割
を
為
す
。
　
「
綜
合
一
般
と
は
、
吾
々
が
将
来
見
る
様
に
、
構
想
力
即
ち

一
つ
の
盲
目
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
不
可
欠
な
る
魂
の
機
器
の
単
な
る
結
果
で
あ
る
」
（
じ
d
同
8
）
。
而
し
て
「
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
一

つ
の
綜
合
を
前
提
す
る
、
若
し
く
は
そ
れ
を
包
む
。
そ
し
て
綜
合
的
統
一
は
先
天
的
に
必
然
的
で
あ
る
か
ら
、
後
者
も
亦
先
天
的
な
綜
合

で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
故
に
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
は
、
認
識
に
於
け
る
多
様
の
全
合
成
の
可
能
性
の
先
天
的
制
約
と
し
て
構
想
力
の

純
粋
綜
合
に
関
係
す
る
。
併
し
先
天
的
に
成
立
し
得
る
の
は
構
想
力
の
産
出
的
綜
合
（
箕
○
鋤
鐸
ζ
ぞ
Φ
ω
面
談
｝
窓
ω
芭
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
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な
ら
再
生
的
綜
合
は
経
験
の
制
約
に
墓
つ
い
て
い
る
か
ら
。
故
に
構
想
力
の
純
粋
な
（
産
出
的
）
綜
合
の
必
然
的
統
一
の
原
理
は
統
覚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

先
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
可
能
性
の
、
特
に
経
験
の
可
能
牲
の
根
拠
で
あ
る
L
（
》
置
。
。
）
。

　
認
識
の
統
一
と
い
う
形
式
的
寺
上
か
ら
事
態
を
考
察
す
る
と
、
明
ら
か
に
根
源
的
一
化
作
用
と
し
て
の
統
覚
の
統
一
に
於
て
最
後
の
落

処
を
見
出
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
尚
こ
の
究
極
的
頂
点
に
到
達
す
る
途
中
に
於
て
は
、
即
ち
実
質
的
構
造
的
側
面
を
み
る
な
ら
ぽ
、
構
想

力
の
産
出
的
綜
合
を
以
て
優
と
な
す
。
た
と
え
ば
欝
±
山
に
登
る
の
に
一
合
厨
か
ら
十
合
昌
迄
一
段
一
段
と
登
っ
て
行
か
ね
ぽ
頂
上
に
到

達
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
頂
上
に
到
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
内
実
と
し
て
の
一
段
一
段
を
登
り
つ
め
る
こ
と
が
前
提
条
件
と
し
て
不
可
欠

で
あ
る
。
従
っ
て
途
中
と
頂
上
、
構
想
力
の
綜
舎
と
統
覚
の
統
一
と
は
全
く
異
な
っ
た
「
二
つ
の
独
立
的
過
程
」
で
は
な
く
、
「
区
別
と

　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
（
3
）

結
合
と
い
う
一
つ
の
過
程
の
異
な
っ
た
側
蘭
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
同
に
し
て
異
な
る
矛
盾
的
綜
合
的
統
一
関
係
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
説
に
従
え
ば
、
表
象
の
全
く
異
な
っ
た
二
つ
の
源
泉
と
し
て
の
「
感
性
」
と
「
悟
性
」
は
「
吾
々
に
と
っ
て
は
未

知
的
な
一
つ
の
根
か
ら
発
現
す
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
幹
」
（
じ
り
ト
つ
ゆ
）
で
あ
る
に
し
ろ
、
両
極
端
は
「
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
に
よ

っ
て
必
然
的
に
連
関
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
さ
も
な
く
ぼ
、
前
者
は
現
象
を
与
え
て
も
、
決
し
て
経
験
的
認
識
の
対
象
即

ち
何
ら
か
の
経
験
を
も
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
」
（
》
物
心
）
。
あ
く
迄
「
工
つ
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
認
識
は
発
現
し
得
る
」

（
ゆ
謬
ご
。
而
し
て
「
純
粋
尊
墨
力
」
（
象
Φ
器
ぎ
Φ
国
ぎ
ぴ
凶
夢
冒
σ
q
ω
ド
冨
艶
）
は
「
先
天
的
な
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
根
底
に
存
す
る
人
間
的
魂

の
根
本
能
力
（
①
ぎ
○
摂
窪
く
賃
ヨ
α
ひ
q
窪
鉱
興
簿
①
器
。
三
8
7
Φ
⇒
ω
Φ
①
δ
）
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
吾
々
は
「
直
観
の
多
様
」
を
「
純
粋

統
覚
の
必
然
的
統
一
」
と
い
う
制
約
と
結
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
（
》
這
膳
）
。

　
然
る
に
亦
、
具
体
的
認
識
を
導
隠
す
る
為
に
は
、
「
感
性
的
直
観
を
純
粋
悟
性
概
念
の
下
に
包
摂
（
ω
暮
鍵
ヨ
臨
。
づ
）
」
（
ω
嵩
①
）
或
い
は

「
純
粋
悟
性
概
念
を
現
象
一
般
へ
適
用
」
（
じ
d
團
ミ
）
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
図
式
」
（
ω
。
ず
Φ
ヨ
p
）
を
産

出
す
る
能
力
こ
そ
構
想
力
で
あ
っ
た
（
じ
ご
嶺
㊤
）
。
人
糞
約
悟
性
の
か
か
る
図
式
論
は
「
そ
の
現
象
と
そ
れ
ら
の
形
式
に
関
し
て
は
、
そ
の

真
の
操
法
を
そ
の
本
性
上
殆
ど
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
そ
れ
を
眼
前
に
は
覆
わ
れ
た
も
の
と
し
て
横
た
え
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
人
間

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
権
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

星
崎
の
深
処
に
や
ど
る
一
つ
の
秘
め
ら
れ
た
技
で
あ
る
L
（
し
d
一
〇
。
O
｛
・
）
。
而
し
て
二
つ
の
純
粋
構
想
力
の
図
式
は
、
決
し
て
如
何
な
る
形

像
（
じ
d
翫
）
に
も
持
ち
来
ら
さ
れ
得
な
い
量
る
も
の
で
あ
り
、
範
疇
が
表
現
し
て
い
る
概
念
一
般
に
従
っ
た
統
一
の
規
則
に
即
し
た
純
粋

綜
合
（
鰹
Φ
冨
一
器
G
り
扇
島
①
ω
口
。
。
）
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
は
内
官
｛
般
の
規
定
に
、
そ
の
形
式
（
時
間
）
の
諸
制
約
に
従
い
、
統
覚
の
統
一

に
従
っ
て
先
天
的
に
一
つ
の
概
念
の
内
に
共
属
す
る
べ
き
馨
り
の
凡
て
の
表
象
に
関
し
て
、
関
わ
る
構
想
力
の
超
越
論
的
産
物
（
の
写

霞
鋤
霧
N
Φ
民
撃
審
圃
窃
牢
○
偽
g
ζ
飢
2
国
ぎ
甑
鳥
§
α
q
ω
ξ
織
骨
）
で
あ
る
L
（
し
σ
H
Q
。
睡
）
。

　
か
か
る
「
超
越
論
的
図
式
偏
（
紆
ω
＃
露
。
。
N
窪
窪
Φ
コ
♂
δ
ω
c
ぴ
Φ
ヨ
⇔
）
は
一
方
に
於
て
「
範
疇
」
（
ぎ
叶
亀
Φ
江
q
亀
）
と
の
、
他
方
に
於
て
「
現

象
」
（
。
。
露
熱
。
げ
）
と
の
同
種
性
の
う
ち
に
立
た
ね
ぽ
な
ら
ぬ
第
三
者
（
①
言
∪
居
葦
窃
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
じ
σ
ミ
『
）
。
か
か
る
第
三

者
た
る
図
式
が
購
想
力
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
聴
に
は
じ
め
て
範
疇
が
現
象
に
適
用
さ
れ
、
所
謂
先
天
的
認
識
が
、
従
っ
て
先
天
的
綜
合

判
断
が
可
能
と
な
る
。
然
れ
ば
主
語
一
述
語
の
綜
合
を
可
能
な
ら
し
め
る
認
識
対
象
と
図
式
と
は
極
め
て
緊
密
な
連
関
に
あ
る
。
　
「
な
ぜ

な
ら
、
対
象
な
し
に
は
概
念
は
空
虚
で
あ
り
、
ひ
と
は
そ
れ
（
概
念
）
に
よ
っ
て
成
程
思
惟
し
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
単
に
諸
表
象
を
玩
弄

し
た
の
に
す
ぎ
な
い
」
或
い
は
「
諸
知
覚
の
狂
想
曲
」
に
終
る
（
じ
σ
H
潔
）
。
故
に
認
識
が
客
観
的
実
在
性
を
有
す
る
為
に
は
「
対
象
が
何
ら

か
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
（
じ
d
一
等
）
。
「
対
象
」
一
般
が
綜
合
的
判
断
の
媒
体
と
し
て
、
先
行
的
所
与

と
し
て
、
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
地
平
を
超
越
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
曰
く
「
対
象
が
自
ら
を
与
え
得
べ
き
為
に

は
予
め
招
来
さ
れ
得
べ
き
こ
と
へ
の
一
つ
の
指
向
（
N
自
≦
⑦
鼠
§
σ
q
）
が
生
じ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
～
へ
の
こ
の
先
行
的
自

己
指
向
は
超
越
論
的
演
繹
が
示
し
超
越
論
約
図
式
論
が
解
明
し
た
様
に
弁
論
的
綜
合
（
o
曇
9
0
α
q
｝
ω
浄
①
ω
団
簿
げ
①
ω
岡
。
・
）
に
於
て
生
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
Q
こ
の
自
己
－
指
向
（
ω
δ
7
－
N
環
≦
①
民
2
鎧
）
は
経
験
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
制
約
（
ヒ
d
巴
ぎ
σ
q
毒
σ
q
魯
餌
醇
］
≦
α
σ
q
浮
ゴ
犀
Φ
搾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

傷
Φ
の
国
翫
2
ゆ
げ
冨
ロ
。
。
）
で
あ
る
し
。
然
る
に
経
験
の
輝
輝
の
可
能
性
の
制
約
は
同
時
に
超
越
論
的
図
式
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
講
想
力
の
超

越
論
的
産
物
た
る
「
純
粋
悟
性
概
念
の
諸
麟
式
」
は
「
そ
れ
ら
の
概
念
に
対
し
て
客
観
へ
の
関
係
つ
ま
り
、
意
味
を
与
え
る
真
の
唯
一
の

制
約
」
で
あ
る
が
故
に
（
ゆ
H
O
。
㎝
）
。
か
く
し
て
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
し
成
立
の
時
、
即
ち
認
識
（
経
験
一
般
）
成
立
の
時
、
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範
疇
を
現
象
一
般
に
適
応
せ
し
め
る
図
式
の
可
能
根
拠
と
し
て
の
対
象
の
先
所
与
姓
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
即
ち
経
験
す
る

と
は
ま
さ
に
経
験
す
る
何
も
の
か
（
対
象
）
を
経
験
す
る
の
で
あ
り
、
何
も
の
か
が
前
提
さ
れ
ず
に
は
経
験
す
る
こ
と
自
体
が
、
無
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

的
夢
想
と
な
り
終
る
。
故
に
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
制
約
は
同
晴
に
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
で
有
る
」
（
b
u
お
出
●
〈
σ
q
憎
〉
目
H
・
）
。

第
三
者
た
る
超
越
論
的
図
式
は
、
主
語
と
述
語
、
主
観
と
客
観
と
の
同
時
有
（
N
q
σ
q
囲
諸
島
あ
①
ぼ
）
の
地
平
を
開
謝
す
る
も
の
で
あ
る
。
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
か
か
る
図
式
の
先
行
的
形
態
と
し
て
の
「
対
象
し
一
般
の
「
主
体
（
観
）
」
と
の
出
会
い
の
同
職
有
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
客
観
の
客
観
性
と
し
て
の
超
越
論
的
対
象
の
問
題
を
究
明
す
る
前
に
、
構
想
力
の
綜
合
能
力
に
大
役
を
与
え
て
い
る
第
一
版
を

以
て
、
悟
性
的
客
観
性
を
よ
り
多
く
語
っ
て
い
る
第
二
版
よ
り
も
、
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
と
い
う
点
で
よ
り
根
源
性
を
示
し
て
い
る
と

み
な
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
摘
を
い
さ
さ
か
反
省
し
て
お
く
。
カ
ン
ト
の
「
理
性
批
判
㎏
の
立
場
は
、
「
現
有
」
（
U
卑
ω
Φ
ヨ
）
と
し
て
の

全
人
聞
か
ら
の
立
場
で
は
な
く
、
人
聞
的
有
限
性
は
認
め
つ
つ
も
、
「
理
性
し
そ
の
も
の
の
能
力
の
客
観
性
、
原
則
性
の
卓
越
性
を
認
め

て
い
る
（
そ
れ
は
畢
齢
し
て
自
然
科
学
の
尊
大
に
連
続
す
る
で
あ
ろ
う
）
。
因
み
に
「
悟
性
は
統
覚
へ
の
関
係
に
於
け
る
構
想
力
の
綜
合

に
対
し
て
根
源
的
に
且
つ
自
ら
綜
合
的
統
一
を
与
え
る
」
（
じ
d
b
。
⑩
①
）
と
言
う
如
く
、
自
然
へ
の
立
法
能
力
た
る
悟
性
に
棲
家
を
有
す
る
範

疇
的
認
識
は
、
超
越
論
的
構
想
力
の
時
間
限
定
的
な
図
式
的
綜
合
を
、
超
時
間
化
し
、
論
理
化
し
、
法
則
化
し
、
形
式
化
、
一
化
し
な
け

　
　
　
　
　
（
5
）

れ
ぽ
な
る
ま
い
。
　
「
悟
性
自
身
が
膚
然
へ
の
立
法
老
で
あ
る
、
換
雷
す
れ
ば
、
悟
性
を
侯
た
ず
し
て
は
何
処
に
も
自
然
即
ち
現
象
の
多
様

の
規
則
的
な
る
綜
合
的
統
一
は
存
し
な
い
」
（
〉
信
α
）
と
雷
う
如
く
、
カ
ン
ト
は
客
観
性
に
真
理
を
託
し
た
。

　
こ
れ
に
反
し
て
構
想
力
を
「
人
間
認
識
能
力
の
二
つ
の
幹
の
根
」
と
し
て
考
え
そ
の
根
源
性
を
人
間
存
在
及
び
形
而
上
学
の
根
源
性
と

解
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
哲
学
を
実
体
の
形
而
上
学
か
ら
主
体
（
観
）
の
形
而
上
学
へ
の
移
行
と
み
な
し
、
そ
こ
で
は
有
（
元
々

「
実
体
」
）
の
問
題
を
時
論
の
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
し
、
実
体
の
実
体
性
を
時
間
性
へ
と
還
元
し
た
。
さ
て
然
ら
ば
両
者
、

実
体
と
時
間
と
の
関
係
如
何
。
例
え
ば
「
現
象
に
於
け
る
こ
の
持
続
約
な
る
も
の
（
価
博
0
白
o
m
ω
　
　
】
W
Φ
び
偉
δ
H
H
一
岡
O
げ
Φ
）
は
あ
ら
ゆ
る
時
習
規
定
の

基
体
（
畠
。
・
ω
昏
ω
露
譲
日
龍
①
H
N
Φ
川
霧
‘
p
ω
野
離
ヨ
§
ひ
q
）
で
あ
る
、
従
っ
て
諸
知
覚
即
ち
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
綜
合
的
統
一
の
可
能
性
の
制

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
掘
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

約
で
あ
る
」
（
じ
d
昏
⊃
b
。
①
）
。
而
し
て
「
時
間
に
於
て
」
（
ヨ
自
運
N
箪
）
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
の
意
識
の
対
象
と
な
る
内
蓋
の
対
象

は
尽
く
時
問
規
定
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
。
さ
て
全
表
象
の
多
様
が
尽
く
常
に
「
私
の
意
識
」
と
し
て
「
存
立
し
、
停
滞
す
る
我
」

の
相
関
と
な
る
如
く
、
凡
て
の
現
象
に
於
け
る
諸
々
の
現
存
在
の
様
相
、
即
ち
諸
時
間
（
ζ
Q
鎌
瓜
興
N
①
ぎ
じ
づ
b
。
霧
）
は
そ
の
内
に
凡
て

の
変
易
を
受
け
と
め
る
「
時
聞
そ
の
も
の
」
（
N
U
⑦
｝
紳
　
　
P
一
P
　
　
ω
岡
O
げ
）
一
そ
れ
自
体
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
（
じ
d
b
。
b
。
α
）
一
の
栢
関

（
囚
。
糞
心
象
）
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
こ
の
持
続
的
な
る
も
の
に
関
し
て
は
時
間
に
於
け
る
凡
て
の
現
存
在
と
凡
て
の
変
易
は
、
留
ま
り

持
続
す
る
も
の
の
実
存
在
の
一
つ
の
単
寧
（
①
一
瓢
　
　
奪
O
儀
¢
o
自
　
仙
①
同
　
　
国
〉
【
剛
ω
衿
の
昌
N
）
と
し
て
の
み
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
（
じ
d
諮
日
）
。
な
ぜ
な

ら
「
そ
こ
に
於
て
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
が
同
時
に
で
は
な
く
継
時
的
（
⇒
⇔
O
一
ρ
①
一
誰
効
轡
μ
伽
①
同
）
に
定
立
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
喉
一
つ
の
時
間

（
国
ぎ
①
N
①
ε
が
有
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
」
（
じ
d
昏
⊃
G
。
b
っ
）
Q
即
ち
時
間
は
唯
一
つ
で
あ
り
、
無
限
の
連
続
量
で
あ
っ
た
（
感
性
論
）
。
謬
り
と

せ
ぽ
、
吾
人
が
時
間
規
定
を
通
じ
て
態
象
認
識
を
成
立
せ
し
め
る
こ
と
は
、
時
間
の
方
か
ら
見
れ
ば
ま
さ
に
階
隠
そ
の
も
の
の
自
己
限
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
し
て
の
「
純
粋
自
己
触
発
」
に
他
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
有
（
実
体
の
実
体
姓
）
の
問
題
を
蒔
間
の
そ
れ
へ
と
還
元
し
た
カ
ン
ト
は
「
有
の

　
　
（
7
）

と
き
性
」
（
↓
①
ヨ
眉
0
8
漆
弩
号
の
ω
①
冒
ω
）
を
最
初
に
究
明
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
カ
ン
ト
は
そ
の
手
が
か
り
を
与
え
た
に
留
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

っ
て
最
後
は
こ
の
人
疲
有
限
性
、
構
想
力
の
時
の
問
題
を
表
っ
て
客
観
的
呼
懲
と
し
て
の
対
象
一
般
へ
と
逃
避
「
退
劫
」
し
た
。
つ
ま
り

有
の
問
題
を
完
全
に
時
の
問
題
へ
と
解
体
で
き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
ま
だ
「
悟
性
そ
の
も
の
」
の
能
力
と
し
て
、

凡
て
の
悟
性
的
使
用
や
論
理
学
金
体
が
そ
こ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
「
最
高
点
」
に
留
ま
っ
た
（
じ
d
一
ω
魁
　
》
瓢
ヨ
・
）
。

　
　
U
　
有
的
相
関
（
超
越
論
的
対
象
）

　
　
（

　
上
述
の
如
く
、
構
想
力
は
成
程
綜
合
一
般
に
於
て
は
臣
人
髪
役
割
を
な
す
と
難
も
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
綜
合
だ
け
で
は
宋
だ
認
識
は

完
成
さ
れ
な
い
。
統
覚
が
指
紙
力
の
内
実
的
綜
合
を
形
式
的
統
一
へ
と
統
難
し
、
合
理
化
し
、
舎
法
則
化
し
な
け
か
ぼ
な
ら
な
い
。
即
ち

「
こ
の
統
覚
と
は
ま
さ
に
純
粋
構
想
力
に
対
し
て
そ
の
機
能
を
知
性
的
な
ら
し
め
る
為
に
附
遷
せ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
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構
想
力
の
綜
合
は
そ
れ
自
体
で
は
た
と
え
先
天
的
に
行
使
さ
れ
て
も
、
に
も
拘
ら
ず
感
性
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
直
観
に
於
け
る

現
象
す
る
が
ま
ま
の
多
様
を
た
と
え
ぽ
三
角
形
の
形
態
を
結
含
す
る
が
故
に
し
（
｝
憲
躰
）
。
即
ち
構
想
力
自
体
に
於
け
る
単
独
的
綜
合
た

る
「
形
態
的
綜
合
（
訣
σ
q
貯
ぎ
げ
Φ
ω
卸
量
げ
霧
ジ
ω
矯
簿
ぴ
ぐ
。
ω
陣
ω
馨
。
鼠
。
紹
）
は
、
範
疇
に
於
て
思
惟
さ
れ
る
統
覚
の
根
源
的
綜
合
的
統
一
即
ち

こ
の
超
越
論
的
統
一
に
の
み
関
わ
る
時
に
は
、
単
な
る
知
性
的
結
合
（
ω
績
簿
『
Φ
ω
δ
ぎ
溶
濠
。
ε
讐
ω
）
と
区
別
し
て
構
想
力
の
超
越
論
的
綜

合
と
謂
わ
れ
る
」
（
じ
d
H
縁
）
。
而
し
て
「
構
想
力
の
綜
合
へ
の
関
係
に
於
け
る
統
覚
の
統
一
は
悟
性
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
同
じ
統
一
が
、

構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
へ
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
純
粋
悟
性
で
あ
る
」
（
〉
鷺
⑩
）
故
に
統
覚
と
は
、
感
性
や
構
想
力
を
内
実
と
し
た
、
そ

れ
を
止
揚
綜
合
し
て
形
式
的
に
悟
性
と
な
っ
た
人
皆
的
認
識
能
力
で
あ
る
。
素
朴
な
悟
性
で
は
な
く
超
越
論
的
な
背
暴
を
有
す
る
悟
性
、

即
ち
統
覚
の
対
象
は
、
単
な
る
眼
前
酌
対
象
で
は
な
い
。
か
か
る
経
験
的
所
与
に
於
け
る
普
遍
性
、
法
則
性
を
先
行
的
に
可
能
に
す
る
根

拠
と
し
て
「
超
越
論
的
対
象
」
（
霞
き
の
器
鼠
①
簿
p
。
可
○
ω
σ
q
の
甥
器
巳
）
が
前
提
さ
れ
る
。
彌
も
、
こ
れ
は
質
料
な
き
単
な
る
形
式
を
の
み

有
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
吾
々
に
と
っ
て
構
ら
の
直
接
的
表
象
に
な
り
得
ぬ
も
の
、
「
無
」
（
Z
坤
。
聞
ω
）
或
い
は
「
X
」
或
い
は
「
或

る
も
の
一
般
」
（
団
暑
⇔
ω
窪
興
ぼ
⊆
導
）
に
他
な
ら
な
い
（
》
8
0
頓
）
。
「
こ
の
超
越
論
的
対
象
（
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
吾
々
の
認
識
に
於
て
現

実
的
に
常
に
一
様
1
1
X
で
あ
る
）
の
純
粋
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
吾
々
の
経
験
的
概
念
一
般
に
於
て
興
る
対
象
へ
の
関
係
即
ち
客
観
的
実
在
性

を
賦
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
如
何
な
る
限
定
さ
れ
た
直
観
を
も
含
み
得
ぬ
。
そ
し
て
認
識
の
多
様
に
於
て
見

出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
当
の
統
一
以
外
の
何
も
の
に
も
関
わ
ら
な
い
一
そ
の
多
様
が
対
象
へ
の
関
係
に
於
て
存
立
す
る
限
り
に
於
て
。
併

し
こ
の
関
係
は
意
識
の
必
然
的
統
一
に
他
な
ら
ぬ
。
つ
ま
り
嬉
野
に
於
け
る
多
様
を
結
合
す
る
心
性
の
共
通
の
機
能
に
よ
る
多
様
の
結
合

の
必
然
的
統
一
で
も
あ
る
」
（
〉
陣
O
㊤
）
。
こ
こ
に
は
、
根
拠
律
（
ω
舞
N
〈
o
露
○
毎
注
）
の
適
胴
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
甲
羅
的
経
験

的
事
実
の
普
遍
化
、
客
観
化
を
可
能
に
す
る
先
行
心
象
拠
の
藩
論
的
前
提
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
吾
々
の
認
識
に
呼
応
す
る
が
そ
れ
と
は
区

別
さ
れ
た
対
象
砿
（
》
回
O
q
。
）
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
「
私
が
現
象
「
般
を
そ
れ
に
関
係
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
客
観
は
超
越
論
的
対
象
で

あ
る
、
換
需
す
れ
ぽ
、
痴
る
も
の
一
般
の
限
定
さ
れ
ざ
る
思
考
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
直
接
的
に
「
吾
々
の
直
観
」
の
対
象
で
は
な
く
て
「
感

カ
ン
ト
に
於
げ
る
梯
…
紹
の
問
題

三
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

性
的
直
観
一
般
篇
の
対
象
と
だ
け
言
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
（
＞
b
っ
器
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
別
的
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
の
普

遍
的
超
越
論
的
真
理
を
読
み
取
る
一
い
わ
ぽ
永
遠
の
椙
の
下
に
事
物
を
観
る
一
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
る
が
故
に
、
ど

こ
か
歪
曲
せ
る
や
も
知
れ
ぬ
三
角
形
の
図
彩
に
村
し
て
「
三
角
形
の
思
惟
さ
れ
た
述
語
」
に
よ
っ
て
思
惟
し
て
い
る
対
象
薩
X
の
表
象
は

ま
さ
に
三
角
形
一
般
の
規
則
性
に
統
一
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
表
象
の
多
様
の
綜
合
に
於
け
る
意
識
の
形
式
的
統
一
」
に
他
な
ら
な

い
（
》
緋
O
㎝
）
。
然
る
が
故
に
、
超
越
論
的
統
覚
の
内
容
は
超
越
論
的
対
象
で
あ
り
、
外
を
極
め
る
こ
と
は
内
を
極
め
る
こ
と
で
あ
り
、
己

れ
を
知
る
こ
と
は
他
を
知
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（
自
覚
覚
他
）
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
の
核
心
た
る
超
越
論
的
主
観
・
客

観
の
相
関
に
有
の
真
実
態
を
瞥
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
な
ぜ
な
ら
（
純
粋
統
覚
の
）
存
立
し
淳
汗
す
る
我
（
偽
器
ω
8
『
①
巳
①
量
匹
窪
鉱
ぴ
①
注
①
H
o
げ
）
は
あ
ら
ゆ
る
吾
々
の
表
象
の
相
関

（圏

i
O
同
肖
①
囲
鋤
↓
償
ヨ
）
を
な
す
、
但
し
そ
の
表
象
を
意
識
す
る
こ
と
が
可
能
的
で
あ
る
限
り
に
於
て
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
凡
て
を
抱
括

す
る
一
つ
の
純
粋
統
覚
に
属
す
る
」
（
〉
蕊
。
。
粘
●
）
。
讃
し
て
「
超
越
論
的
客
観
は
翻
る
も
の
即
ち
X
を
意
味
す
る
、
吾
々
は
こ
れ
に
つ
い
て

全
然
知
ら
な
い
、
亦
一
般
に
（
吾
々
の
悟
性
の
現
在
の
購
造
に
よ
っ
て
は
）
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
却
っ
て
た
だ
感
性
的
直
観
に
於
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
多
様
の
統
一
に
対
し
て
統
覚
の
統
一
の
梱
関
と
し
て
の
み
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ぬ
」
（
諺
昏
。
α
O
）
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

関
的
呼
応
の
下
で
は
、
「
超
越
論
的
統
覚
は
同
時
に
超
越
論
的
対
象
で
有
る
」
と
か
の
凡
て
の
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
を
置
換
し
得
る
。

限
定
す
る
主
観
と
隈
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
は
ま
さ
に
同
時
符
で
あ
る
。
而
も
限
定
の
源
泉
は
何
も
実
体
に
あ
ら
ず
、
法
鰯
性
を
成
立
せ
し

め
る
も
の
は
統
覚
で
あ
る
。
然
る
に
経
験
的
現
象
が
か
く
法
則
性
に
基
づ
い
て
読
み
取
ら
れ
る
為
に
は
そ
の
対
象
も
予
め
法
則
性
に
合
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
故
に
「
法
則
性
（
○
①
ω
篭
写
畠
犀
Φ
δ
は
同
時
に
合
法
則
性
（
○
霧
ω
欝
ヨ
跳
硲
マ
①
搾
）
で
有
る
」
。
こ
れ
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
、
限
定
者
と
被
限
定
者
の
繊
会
い
に
於
け
る
同
時
性
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
範
囲
内
に
於
て
「
超
越
論
的
観
念
論
は
同
時
に
経
験
的
実

　
　
　
へ

在
論
で
有
る
」
。
主
語
面
的
、
質
料
的
な
る
「
経
験
の
対
象
」
（
ω
¢
げ
。
。
＄
⇒
臨
く
白
雨
⑦
臥
巴
一
富
同
）
は
述
語
面
的
、
形
式
的
な
る
「
経
験
～
般
し

の
可
能
性
の
原
理
（
9
。
＆
⑦
匪
く
ま
§
p
。
ま
鐸
じ
⇔
瞳
①
》
コ
幹
）
よ
り
限
定
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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主
語
述
語
の
内
実
的
綜
合
的
時
的
同
一
性
は
右
の
如
く
、
主
観
（
体
）
客
観
（
体
）
の
形
式
的
相
関
的
有
的
同
一
性
と
相
依
相
属
す
る
。

真
理
（
概
念
と
対
象
の
一
致
）
成
立
の
時
、
超
越
論
的
世
鼻
が
影
藤
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
主
観
の
主
観
性
（
超
越
論
的
統
覚
）
へ
の
徹

賎
的
内
的
自
己
還
帰
は
同
時
に
客
観
の
客
観
性
（
超
越
論
的
対
象
）
へ
の
徹
底
的
外
的
他
麿
到
達
で
あ
る
。
因
み
に
「
延
長
、
不
可
入
性
、

連
関
、
運
動
、
要
す
る
に
吾
々
に
対
し
て
外
宮
の
み
が
提
示
し
得
る
凡
て
の
も
の
は
思
考
、
感
情
、
傾
向
性
或
い
は
決
意
で
は
な
い
。
か

か
る
も
の
は
一
般
に
外
的
直
観
の
対
象
で
も
な
い
も
の
を
含
ま
ぬ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
外
的
現
象
の
根
底
に
存
し
、
吾
々
の
感
宮
を
触

発
し
て
そ
れ
が
空
間
、
物
質
、
形
体
等
々
の
表
象
を
獲
得
せ
し
め
る
こ
の
怠
る
も
の
即
ち
ヌ
ー
メ
ノ
ン
（
一
層
適
切
に
は
超
越
論
的
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

象
）
と
し
て
観
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
下
る
も
の
は
け
れ
ど
も
同
縛
に
思
考
の
主
体
（
観
）
で
も
有
り
得
た
で
あ
ろ
う
」
（
〉
。
。
α
。
。
）
。
「
種
的

に
は
全
く
異
な
っ
た
現
象
し
と
し
て
の
思
惟
す
る
存
在
老
た
る
我
と
物
質
（
憲
舞
Φ
二
③
）
た
る
私
の
外
な
る
空
間
中
の
村
象
と
は
、
内
的
直

観
及
び
外
的
現
象
の
根
底
に
あ
っ
て
両
者
の
「
経
験
的
概
念
を
与
え
る
諸
現
象
の
、
吾
々
に
と
っ
て
未
知
的
な
根
拠
」
と
な
る
と
こ
ろ
の
「
超

越
論
的
客
観
」
（
簸
ω
＃
9
。
二
塁
鼠
Φ
纂
鉱
①
○
ぼ
Φ
葬
）
と
し
て
も
は
や
「
異
な
っ
た
物
」
（
〈
①
誘
O
迂
路
窪
①
U
ぎ
α
q
Φ
）
と
は
考
え
ら
れ
な
い

こ
と
、
既
に
超
越
論
的
有
論
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
如
く
で
あ
る
（
〉
。
。
謬
ご
。

　
併
し
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
表
現
で
は
「
超
越
論
的
客
観
」
が
「
物
霞
体
」
で
あ
る
か
の
如
く
見
ら
れ
る
が
（
＜
σ
q
囲
●
》
“
。
①
9
じ
d
。
。
。
。
G
。
導
じ
d
ま
刈
）
、

カ
ン
ト
を
正
し
く
理
解
す
る
為
に
は
両
者
の
異
嗣
に
留
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
確
か
に
素
朴
実
在
論
的
に
、
現
象
が
存
在
す

る
限
り
、
そ
の
根
底
に
何
か
或
る
も
の
、
無
規
定
的
な
意
味
で
の
物
自
体
が
有
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
て
い
た
。
か
か
る
前
認
識
論
的
見

地
、
即
ち
有
的
地
平
か
ら
考
察
す
れ
ぽ
、
現
象
も
、
倉
法
則
性
の
先
根
拠
た
る
超
越
論
的
な
対
象
も
従
っ
て
主
観
も
物
自
体
と
見
誤
ら
れ

る
余
地
が
あ
る
。
然
る
に
、
超
越
論
的
対
象
は
超
越
論
的
な
認
識
主
観
に
と
っ
て
の
み
有
意
味
的
で
あ
り
、
有
的
な
「
認
識
さ
れ
た
も
の
扁

で
は
な
く
、
有
爵
的
な
綜
含
的
「
認
識
」
に
於
て
出
現
す
る
以
上
、
そ
れ
は
物
密
体
と
は
上
の
如
き
「
消
極
的
意
味
で
の
ヌ
ー
メ
ナ
」
と

し
て
は
破
る
関
連
を
有
す
る
が
、
「
認
識
」
の
事
態
に
即
し
て
語
れ
ば
両
者
の
距
離
は
天
地
懸
隔
で
あ
り
、
超
越
論
的
対
象
は
あ
く
ま
で

有
る
も
の
的
ノ
エ
マ
的
に
で
は
な
く
、
作
用
的
ノ
エ
シ
ス
的
に
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
物
自
体
」
と
「
超
越
論
的
対
象
」
と

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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哲
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三
四

の
区
別
を
知
る
べ
く
具
体
的
な
卑
近
な
実
例
を
以
て
我
々
は
瓢
㌘
兄
て
み
る
。
例
え
ば
或
る
物
事
を
全
く
知
ろ
う
と
努
力
せ
ず
に
、
無
関
心

に
あ
る
時
、
そ
の
物
事
は
吾
々
に
と
っ
て
全
く
不
可
知
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
か
か
る
知
と
か
不
可
知
と
か
の
対
象
以
前
の
物
自
体
で

あ
っ
て
、
そ
の
物
事
は
吾
々
に
と
っ
て
現
象
し
な
い
に
等
し
い
。
然
る
に
吾
々
の
関
心
を
大
い
に
引
き
、
大
い
に
そ
の
真
意
を
究
明
ぜ
ん

と
努
め
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
物
事
は
畢
覧
す
る
に
吾
々
に
と
っ
て
不
可
知
な
X
と
い
う
性
格
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
現
象
的

枠
組
の
被
制
約
性
と
有
限
性
に
留
ま
る
限
り
は
、
そ
の
も
の
は
尚
X
と
い
う
超
経
験
性
を
以
て
意
味
を
普
逓
化
し
得
る
。
即
ち
無
関
心
的

X
か
超
知
的
X
か
の
差
で
あ
る
Q
　
「
物
自
体
は
ま
さ
に
そ
の
様
な
も
の
と
し
て
、
認
識
の
対
象
で
は
な
く
、
そ
れ
は
超
越
論
的
対
象
の
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

対
象
一
般
の
他
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
対
象
の
対
象
性
の
総
括
で
あ
り
、
そ
の
様
な
も
の
と
し
て
対
象
と
し
て
は
把
え
ら
れ
な
い
、
無
で
あ

　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
、
併
し
規
定
さ
れ
た
無
で
あ
り
、
現
象
の
無
で
あ
る
」
。
端
的
な
る
「
無
規
定
的
有
」
で
あ
る
か
、
諸
対
象
へ
の
規
定
性
と
そ
れ
自
身

の
不
可
知
性
と
の
弁
証
法
的
連
関
に
あ
る
「
規
定
的
被
規
定
的
有
」
で
あ
る
か
の
相
異
で
あ
る
。
従
っ
て
超
越
論
的
対
象
は
「
計
る
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
つ
ら
い

的
な
無
規
定
的
に
対
抗
存
立
す
る
（
ひ
q
①
ひ
q
窪
ω
8
げ
Φ
巳
）
有
る
も
の
」
で
は
な
く
て
、
凡
て
の
諸
対
象
が
そ
こ
か
ら
対
象
と
し
て
出
来
す
る

先
行
的
「
地
平
」
（
出
。
旨
。
葺
）
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
対
象
的
に
は
「
無
」
で
あ
る
。
か
く
し
て
こ
の
「
地
平
」
は
成
程
「
非
主
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

的
」
（
自
邸
夢
Φ
ヨ
警
ω
些
）
で
は
あ
っ
て
も
、
「
瞥
見
の
内
に
」
（
冒
臣
下
閃
）
有
ら
ね
ば
な
ら
な
い
底
の
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
き
「
超
越
論
的
客
観
」
の
素
描
は
同
時
に
こ
れ
に
相
関
す
る
「
超
越
論
的
統
覚
」
に
も
妥
当
す
る
。
超
越
論
的
相
関
に
於
て

開
示
さ
れ
る
一
そ
の
具
体
性
は
判
断
の
繋
辞
「
デ
有
ル
」
に
出
来
す
る
i
主
語
と
述
語
の
綜
合
、
主
観
と
客
観
と
の
相
関
、
特
殊
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

体
的
事
実
と
普
遍
抽
象
的
概
念
と
の
同
一
性
、
畢
溢
す
る
に
存
在
（
有
）
と
思
推
の
同
一
性
が
そ
こ
に
道
得
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
梢
異
な

る
も
の
を
結
合
す
る
「
と
」
と
は
ま
さ
に
両
者
の
出
会
い
の
時
…
一
同
隠
有
　
　
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
根
源
的
課
題
た
る

「
如
何
に
し
て
先
天
的
綜
合
判
断
は
可
能
で
有
る
か
」
の
問
の
答
も
か
の
超
越
論
的
同
時
有
の
内
に
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
判
断
繋
辞
「
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

有
ル
し
は
超
越
論
的
叢
論
的
主
客
と
の
呼
応
栢
即
の
下
に
有
り
、
こ
れ
ら
と
同
時
的
に
有
る
か
さ
も
な
く
ば
無
で
あ
る
。
こ
の
同
時
有
は

即
ち
、
統
覚
に
よ
る
意
識
の
綜
舎
的
形
式
的
統
一
を
頂
点
に
そ
の
内
実
的
側
面
と
し
て
構
想
力
の
時
聞
規
定
を
内
に
含
蔵
す
る
。
か
か
る
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欄
約
の
下
に
激
て
の
み
、

な
の
で
あ
る
か
ら
し
と
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

カ
ン
ト
に
予
て
も
バ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
を
語
り
得
る
。
即
ち
「
何
と
な
れ
ば
、
同
じ
も
の
が
有
に
し
て
思
惟

　
（
田
辺
元

（
6
）

（
7
）

　
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
辻
村
公
～
「
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
扁
（
理
想
社
刊
「
実
存
主
義
」
第
三
五
暑
及
び
、
創
文
社
刊
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
論
致
」
）
参
照
。

（
8
）
　
霞
⑦
包
①
σ
q
σ
q
①
び
慾
ミ
§
職
叙
ゑ
》
、
o
ミ
恥
ミ
§
、
・
き
ミ
ミ
口
恥
画
⑳
ω
劉
ω
・
置
①
～
嵩
伊

　
　
○
霧
〔
ぎ
と
し
て
の
人
間
存
在
を
ω
G
お
⇔
に
於
て
構
え
、
そ
こ
に
人
悶
有
限
性
の
顕
著
な
も
の
を
考
察
す
る
「
有
と
時
」
の
哲
学
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
一
が
、
悟
性
と
感
性
の
中
仙
的
認
識
能
力
た
る
「
構
想
力
し
を
積
概
的
に
取
り
あ
げ
る
の
は
惑
然
で
あ
る
。
か
く
て
無
明
的
な
不
可
解
な
る
「
構
想

　
力
の
論
理
」
と
し
て
、
実
体
の
実
体
性
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
の
問
題
を
聴
の
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
と
、
諸
行
無

　
常
と
し
て
一
切
の
存
在
を
み
る
こ
と
も
で
き
、
然
れ
ば
、
実
体
の
実
体
性
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
れ
、
客
体
的
な
も
の
で
あ
れ
、
諸
法
無
我
と
観
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
構
想
力
か
ら
結
局
後
頚
し
、
悟
性
を
圃
持
し
て
未
だ
「
雄
象
存
在
」
に
対
す
る
慣
範
瞬
」
を
の
み
演
繹
し
た

　
が
、
「
現
有
」
と
し
て
の
人
間
を
規
定
す
る
「
実
存
購
」
を
発
見
す
る
に
は
到
ら
な
か
っ
た
。
「
無
明
」
を
発
端
と
す
る
仏
教
の
十
二
胴
縁
は
、
カ
ン

　
ト
の
範
購
よ
り
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
の
実
存
購
に
近
さ
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
は
人
間
の
現
有
だ
け
に
盗
る
も
の
で
は
な
く
、
所
謂
「
悉
有
」

　
で
あ
る
。
従
っ
て
両
春
に
は
成
程
「
葬
る
親
留
性
」
が
認
め
ら
れ
て
も
、
夢
也
未
見
在
な
る
も
の
が
隔
て
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
六
参
照
）
。

（
9
）
一
§
〈
§
癖
地
ζ
Φ
巳
鐸
さ
蔑
ミ
§
黛
》
竪
筑
§
叙
慾
ミ
ミ
ミ
b
箋
§
Q
・
ミ
ミ
ミ
9
，
ミ
斜
¢
卜
。
9
＜
σ
q
野
》
謡
O
一
“
9
Φ
ω
騨
ζ
§
§
窪

　
住
臣
窺
。
に
ヨ
§
o
欝
冨
湊
窪
．
、
（
α
隔
ピ
血
器
2
0
瓢
ヨ
窪
9
ρ
ぎ
唇
。
。
惹
く
①
ヨ
＜
Φ
簗
詮
議
ρ
》
鵠
G
。
Y

頃
⑦
α
q
Φ
r
ミ
訪
§
絶
ミ
幡
叙
笥
・
，
導
讐
鉤
N
監
置
嵩
じ
σ
g
ダ
さ
噂
憎
ω
褒
≧
）
。
・
。
『
砦
r
N
毒
｝
帥
①
ψ
置
鋤
冨
Φ
γ
｝
b
鳶
ミ
§
帖
～
ミ
、
・

霞
。
髭
の
σ
q
σ
窺
㊦
び
穴
§
妹
§
叙
糺
霜
賜
や
・
o
ミ
§
N
誉
、
．
｝
§
ミ
蔑
～
鴇
隷
、
㈱
吋
醸
“
ω
．
δ
誓
い

○
餌
岸
9
9
ミ
昏
ミ
ミ
ミ
象
。
、
評
ヒ
ミ
慾
ミ
’
切
8
瀞
圃
や
黛
①
．

霞
。
践
⑦
α
q
σ
Q
Φ
ジ
○
℃
．
畠
二
ω
冒
一
δ
．

「
超
越
論
的
対
象
」
は
あ
く
ま
で
門
地
平
圏
と
し
て
時
問
を
形
成
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
時
聞
を
越
え
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

　
　
「
綜
合
と
超
越
」
、
全
集
第
四
巻
、
第
三
三
九
頁
）
。

頴
①
賦
㊦
σ
q
σ
q
①
び
○
や
翁
こ
吻
ω
心
”
ω
．
嵩
｝
e

寓
①
置
£
σ
q
の
ひ
恥
魯
N
§
概
N
無
嚇
曽
吻
9
0
Q
幽
昏
。
G
。
h
尚
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
構
想
力
」
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
関
心
」
（
G
o
o
お
。
）
の
呼
応
と
、
時
の
問
題

カ
ン
卦
に
於
け
る
様
絹
の
問
題

一嵩

ﾜ
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（
1
0
）
　
＝
Φ
達
Φ
σ
q
α
Q
①
ひ
慾
ミ
§
職
職
箋
㌻
，
。
ミ
馬
ミ
野
・
、
撃
妹
§
書
臨
画
ゆ
怒
。
9
0
0
．
客
受
．

（
1
1
）
　
「
判
断
と
云
う
の
は
、
か
か
る
表
現
す
る
も
の
と
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
と
の
矛
唇
的
自
己
専
一
的
関
係
に
於
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
」

　
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
、
全
集
第
十
一
巻
、
第
三
八
一
頁
）
。

（
落
照
幾

五
、
普
遍
的
自
己
の
有
（
超
越
論
的
統
覚
）

　
先
ず
霞
我
は
「
こ
の
純
粋
な
根
源
的
不
変
的
な
意
識
」
（
〉
陣
ミ
）
、
「
（
純
粋
統
覚
の
）
存
立
し
、
停
滞
す
る
我
」
（
》
誌
G
。
）
、
「
純
粋
統

覚
、
根
源
的
統
覚
」
（
切
一
。
。
b
。
堕
資
①
）
と
し
て
常
に
自
己
自
身
に
等
し
い
。
即
ち
「
自
己
自
身
の
同
一
性
の
根
源
的
且
つ
必
然
的
意
識
し

（
》
同
O
Q
。
’
＜
σ
q
田
》
津
b
。
り
躍
9
じ
d
雛
。
。
”
お
膳
）
で
あ
る
。
か
か
る
意
識
の
同
一
性
は
「
主
観
の
同
一
性
」
（
ゆ
H
。
。
ω
）
と
し
て
「
同
一
的
自
己
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
し
σ
お
9
お
◎
。
）
を
顕
示
す
る
。
さ
り
と
て
こ
の
も
の
は
有
る
も
の
で
は
な
く
て
有
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
議
論
に
於
て
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
「
私
の
経
験
的
に
限
定
さ
れ
た
実
存
在
の
可
能
的
抽
象
を
、
私
の
思
惟
す
る
自
己
の
〔
経
験
的
現

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

象
か
ら
〕
切
り
離
さ
れ
た
可
能
的
実
存
在
の
誤
ま
っ
た
意
識
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
（
じ
d
お
刈
）
。
あ
く
ま
で
意
識
（
表
象
の
多
様
）
の

綜
合
的
、
客
観
的
、
根
源
的
、
必
然
的
、
汎
通
的
、
普
遍
的
、
超
越
論
的
統
一
即
ち
「
主
観
の
論
理
的
統
一
し
（
〉
。
。
Q
。
b
。
）
と
し
て
の
全
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

象
の
相
関
で
あ
り
、
従
っ
て
関
係
の
自
己
同
一
性
に
他
な
ら
な
い
。
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
意
識
は
超
越
論
的
（
凡
て
の
特
殊
な
経
験

に
先
行
す
る
）
意
識
即
ち
根
源
的
統
覚
と
し
て
の
田
屋
身
へ
の
必
然
的
関
係
を
持
つ
」
（
〉
目
H
刈
　
》
添
書
’
）
。
而
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
他
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

象
（
そ
の
集
合
的
統
一
を
可
能
に
す
る
）
へ
の
関
係
に
於
け
る
単
な
る
表
象
、
我
は
超
越
論
的
意
識
で
あ
る
」
（
陣
鉱
典
）
。
か
く
し
て
自
我

は
「
凡
て
を
包
括
す
る
純
粋
統
覚
臨
（
〉
這
G
。
）
と
し
て
「
全
体
的
可
能
的
自
己
意
識
」
（
紆
ω
σ
q
帥
農
の
ヨ
α
σ
q
ま
び
①
ω
Φ
間
げ
ω
8
①
≦
o
露
ω
臨
P
＞
目
。
。
）

と
し
て
の
～
つ
の
「
能
力
」
（
＜
舞
ヨ
α
ぴ
q
①
ジ
＞
H
霜
》
昌
ヨ
●
）
に
他
な
ら
な
い
。
然
も
自
我
は
「
あ
ら
ゆ
る
範
疇
の
乗
物
（
＜
①
窪
犀
包
）
」

（
曳
き
①
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
我
は
範
疇
に
よ
っ
て
翻
意
自
身
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
範
癬
を
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら

ゆ
る
対
象
を
統
覚
の
絶
対
的
統
一
に
於
て
つ
ま
り
自
己
霞
身
に
よ
っ
て
認
識
す
る
の
で
あ
る
」
（
》
蒔
O
b
。
）
。
か
く
て
、
我
は
範
疇
の
範
躊
、
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喉
「
の
根
本
範
疇
と
恋
う
こ
と
が
で
き
る
。
十
二
の
範
疇
は
、
思
惟
作
用
の
自
己
分
化
と
し
て
の
自
己
顕
現
の
道
程
而
も
カ
ン
ト
哲
学
と

い
う
一
つ
の
道
程
に
於
て
か
く
分
た
れ
た
の
で
あ
っ
て
本
来
思
推
そ
の
も
の
は
あ
な
が
ち
十
二
に
分
化
嘉
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

無
限
無
量
の
可
能
性
を
自
己
中
に
蔵
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
Q
と
も
あ
れ
、
か
く
の
如
く
し
て
、
「
統
覚
の
綜
合
的
統
一
は
、
そ
こ
に
、
ひ

と
が
全
悟
性
使
用
を
、
論
理
学
全
体
を
も
、
そ
れ
に
従
い
、
超
越
論
的
哲
学
を
も
結
び
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
最
高
点
で
あ
る
」
（
じ
こ
お
躰
》
⇒
ヨ
’
）
。

　
然
る
に
カ
ン
ト
に
依
る
と
「
我
思
う
E
幅
（
U
9
・
ω
”
H
穀
粒
農
試
の
）
は
一
つ
の
経
験
的
命
題
で
あ
っ
て
自
己
自
身
の
う
ち
に
す
で
に
「
我
有
り
」

（H

ｩ
Φ
践
巴
窪
①
（
び
ヨ
）
）
を
含
む
、
否
寧
ろ
両
者
は
同
一
命
題
で
あ
る
。
例
え
ば
「
思
惟
す
る
凡
て
の
も
の
は
存
在
す
る
」
（
〉
囲
一
①
。
・
》
≦
器

価
魯
ζ
》
①
臨
ω
爲
Φ
溝
）
と
云
う
如
く
、
思
惟
か
ら
存
在
を
導
出
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
両
老
は
根
拠
と
帰
結
の
関
係
に
な
る
。
超
越
論
的
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

念
論
（
囲
。
げ
励
声
即
Φ
）
は
同
時
に
経
験
的
実
在
論
（
囲
。
獣
①
×
岡
ω
江
霞
Φ
）
で
有
る
。
即
ち
囲
。
げ
伽
Φ
づ
醤
。
と
い
う
こ
と
は
H
o
ず
Φ
圏
。
・
酔
搭
器

伽
魯
ぎ
鼠
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
「
経
験
的
命
題
」
と
雷
う
の
は
、
こ
の
命
題
に
於
け
る
我
が
「
経
験
的
表
象
篇
の
謂
い
で
は
な
く
て
、

か
か
る
「
純
粋
知
性
的
」
表
象
も
そ
れ
の
適
用
振
替
た
る
「
経
験
的
な
る
も
の
」
な
し
に
は
「
我
奮
う
」
と
い
う
作
用
さ
え
生
じ
得
な
い

で
あ
ろ
う
（
じ
d
蒔
b
Q
G
ゆ
　
》
摩
羅
7
）
、
そ
れ
故
、
こ
の
命
題
は
「
隈
定
さ
れ
ざ
る
経
験
的
直
観
即
ち
限
定
さ
れ
ざ
る
知
覚
」
（
Φ
ぎ
①
自
p
げ
①
の
瓜
ヨ
ヨ
↓
Φ

Φ
露
嘗
臨
。
。
o
ぴ
Φ
》
霧
。
び
鋤
離
瓢
置
σ
q
》
鮎
」
・
ミ
効
ゲ
讐
①
ゲ
ヨ
蟷
添
α
q
●
じ
d
趣
b
。
鱒
〉
⇒
ヨ
・
）
を
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
「
与
え
ら
れ
て
い
る
或

る
実
在
的
な
る
も
の
（
2
≦
器
幻
①
巴
①
。
。
）
、
然
も
思
椎
一
般
に
対
し
て
、
だ
か
ら
現
象
と
し
て
で
も
な
く
、
事
物
そ
の
も
の
（
ヌ
ー
メ
ナ
）

と
し
て
で
も
な
く
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
或
る
も
の
（
Φ
響
撰
≦
器
ぎ
匹
露
6
£
・
け
の
蝕
ω
幕
属
）
」
を
意
味
す
る
（
切
蕊
。
。
》
⇔
欝
）
。
即

ち
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
に
於
け
る
自
己
意
識
は
、
私
が
私
に
対
し
て
現
象
す
る
相
に
（
惹
①
転
げ
邑
擁
醇
。
。
畠
①
β
Φ
）
於
て
で
も
な

く
、
私
が
私
自
体
に
於
て
有
る
糧
（
≦
一
①
　
博
O
げ
　
鋤
⇒
　
巴
P
一
触
　
ω
の
臨
U
o
ゆ
砕
　
一
∪
一
］
P
）
に
曾
て
で
も
な
く
、
唯
「
我
有
り
と
い
う
こ
と
」
（
審
ゆ
ざ
ぴ
げ
ぎ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
他
な
ら
な
い
、
勿
論
こ
れ
は
思
惟
作
用
（
O
象
犀
睾
）
で
あ
っ
て
如
何
な
る
直
観
作
用
（
〉
器
象
碧
8
）
で
も
な
い
（
じ
σ
一
α
刈
）
。
ま
さ
に

「
我
有
り
の
表
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
伴
い
得
る
意
識
を
、
直
接
的
に
主
観
の
実
存
在
を
自
己
中
に
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
意
識
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

現
し
て
い
る
」
（
ゆ
b
。
謡
）
。
そ
れ
は
「
現
存
在
の
感
清
」
（
O
Φ
密
旨
鮎
①
ω
○
窃
①
ぎ
ω
）
と
瓢
一
塁
い
得
る
程
に
、
「
そ
れ
の
直
接
的
知
覚
（
意
識
）

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
閣
一
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

は
同
時
に
そ
れ
の
現
実
性
の
充
分
な
証
明
で
有
る
」
（
》
。
。
§
）
。
こ
れ
は
自
己
意
識
（
統
覚
）
の
根
源
的
事
実
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

思
惟
の
自
同
性
の
意
識
は
あ
く
迄
自
己
認
識
で
は
な
い
、
直
観
を
欠
く
故
に
。
蓋
し
「
そ
の
自
発
性
を
私
が
自
ら
意
識
し
て
い
る
私
の
内

な
る
限
定
者
を
限
定
作
用
の
働
き
に
先
行
し
て
与
え
る
別
種
の
直
観
を
持
た
ぬ
」
（
し
d
一
鶏
｛
曾
》
コ
ヨ
．
）
。
た
だ
私
は
、
直
観
の
仕
方
を
捨
象

し
て
「
客
観
一
般
」
（
○
怠
①
爆
睡
げ
霧
匿
段
讐
）
と
し
て
思
惟
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
思
惟
に
於
け
る
私
の
自
己
の
意
識
に
於
て
は
、

私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
に
何
も
の
も
与
え
ら
れ
ぬ
「
存
在
者
そ
の
も
の
」
（
留
ω
妻
①
。
。
讐
ω
夕
げ
ω
け
）
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
は
「
思
惟
の

根
拠
」
（
O
同
§
鳥
鳥
∩
の
U
Φ
葬
①
器
）
、
「
思
考
の
主
体
（
観
）
」
（
ω
β
互
①
ぎ
鳥
醇
○
巳
呂
開
①
昌
）
を
自
ら
表
象
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
じ
d
誌
㊤
）
。

　
こ
こ
に
、
上
々
は
、
超
越
論
的
主
観
（
自
我
）
と
超
越
論
的
客
観
（
対
象
）
と
の
お
そ
ら
く
は
「
異
な
っ
た
物
」
で
な
い
と
こ
ろ
の
根

本
的
意
味
を
瞥
見
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
純
粋
我
も
亦
「
客
観
一
般
」
と
し
て
表
象
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
存
在
老
そ
の
も
の
は
た
だ

「
我
有
り
」
と
い
う
思
惟
的
主
観
の
自
己
意
識
の
客
観
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
験
約
認
識
の
超
越
論
的
根
拠
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
我
の
現
実

性
、
『
我
有
り
』
と
い
う
こ
と
（
焦
魯
鵠
　
一
〇
ぴ
　
び
ゴ
P
）
の
意
識
が
経
験
の
客
観
性
の
真
の
究
極
的
根
拠
で
あ
る
、
経
験
を
可
能
に
す
る
根
拠
で

　
（
3
）

あ
る
」
。
　
「
我
有
り
」
と
は
即
ち
「
超
越
論
的
対
象
が
有
る
」
「
有
る
も
の
が
有
る
」
と
同
じ
一
つ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

「
我
有
り
」
と
は
、
経
験
一
般
の
可
能
根
拠
と
し
て
の
根
本
経
験
で
あ
る
、
従
っ
て
カ
ン
ト
曰
く
「
普
遍
的
自
己
意
識
」
（
じ
d
回
。
。
昏
⊃
）
と
。

然
れ
ば
、
か
の
先
天
的
綜
含
判
断
の
可
能
根
拠
は
一
に
か
か
っ
て
「
超
越
論
的
弓
象
は
有
る
」
「
我
有
り
」
と
い
う
「
対
象
一
般
」
の
絶

耕
的
措
定
と
し
て
の
有
の
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
因
み
に
「
趨
越
論
的
客
観
は
現
象
の
原
因
（
つ
ま
り
そ
れ
自
身
、
現
象
で
は
な
い
）

で
あ
り
、
そ
し
て
量
と
し
て
も
、
実
在
性
〔
質
〕
と
し
て
も
、
実
体
〔
関
係
）
と
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
」
（
ゆ
ω
ホ
）
、
更
に
亦
「
こ
の

我
は
直
観
の
如
何
な
る
述
語
を
も
有
さ
ぬ
」
（
ゆ
も
。
喧
Q
。
●
＜
σ
q
ピ
》
。
。
α
O
）
と
雷
わ
れ
る
如
く
、
両
者
は
畢
寛
す
る
に
現
象
の
実
在
的
述
語
た

る
量
、
質
、
関
係
の
範
曉
を
以
て
は
語
り
得
ざ
る
こ
と
、
「
有
」
の
絶
対
的
、
及
び
相
対
的
措
定
の
問
題
と
深
処
に
於
て
連
関
し
て
い
る

こ
と
を
物
語
る
。
従
っ
て
、
「
我
思
惟
し
つ
つ
存
在
す
偏
と
し
て
の
「
我
有
り
」
の
理
解
（
認
識
に
あ
ら
ず
し
て
意
識
）
の
仕
方
は
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
の
有
に
つ
い
て
の
言
明
、
「
何
ら
か
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
有
る
」
こ
と
と
し
て
の
「
有
の
了
解
」
（
ω
Φ
ぎ
ω
＜
興
ω
籔
a
巳
砂
）
に
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（
4
）

極
め
て
返
い
。
事
物
の
存
在
と
違
っ
て
自
我
の
存
在
に
関
し
て
は
精
々
「
現
実
的
要
請
」
を
満
た
す
の
み
で
あ
る
こ
と
は
、
所
謂
の
対
象

認
識
は
自
我
に
つ
い
て
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
「
存
在
（
出
鉱
ω
欝
器
）
は
こ
こ
で
は
ま
だ
範
疇
（
深
舞
㊦
σ
q
鍵
ぼ
）
で
は
な
い
」
（
じ
ご
誌
。
。

》
づ
寧
）
。

　
か
く
の
如
く
、
自
己
の
問
題
究
明
に
あ
た
っ
て
は
理
論
的
理
性
に
と
っ
て
限
界
が
あ
る
。
因
み
に
こ
の
「
我
」
の
表
象
は
「
意
識
の
単

な
る
形
式
」
（
＞
Q
。
Q
。
鱒
）
、
「
我
有
り
の
単
な
る
表
象
」
（
じ
σ
鷺
『
）
、
「
単
純
な
且
つ
そ
れ
自
体
で
は
内
容
全
く
空
虚
な
表
象
」
（
じ
ご
蔭
O
蒔
）
、
「
そ
の

述
語
で
あ
る
思
考
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
、
毫
髪
の
概
念
も
持
ち
得
ぬ
思
考
の
超
越
論
的
主
体
（
観
）
即
ち
X
」
（
ω
ら
膳
）
、
「
最
も
貧
弱
な

表
象
偏
（
じ
d
蒔
8
）
、
「
思
惟
す
る
主
観
の
忠
己
活
動
性
の
単
な
る
知
性
的
表
象
」
（
じ
d
b
。
刈
。
。
）
、
「
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
伴
い
得
る
単
な
る
意
識
」

（
じ
ご
献
O
腿
）
等
々
の
前
例
に
よ
っ
て
知
ら
る
る
如
く
、
極
め
て
消
極
的
に
の
み
語
ら
れ
て
い
る
様
に
見
え
る
。
併
し
乍
ら
逆
に
こ
の
「
最

も
貧
弱
な
表
象
」
と
し
て
「
如
何
な
る
述
語
」
も
持
た
ざ
る
こ
と
は
、
畢
寛
し
て
統
覚
の
最
普
遍
性
と
最
根
源
性
を
意
味
す
る
。
若
し
何

も
の
か
の
述
語
づ
け
、
内
容
限
定
を
受
け
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
概
に
限
定
さ
れ
た
特
殊
者
で
あ
っ
て
、
よ
く
「
普
遍
的
自
己
意
識
」
と
し

て
「
全
範
疇
の
乗
物
」
た
り
得
な
い
1
丁
度
、
「
有
し
が
最
普
遍
的
で
あ
っ
た
が
為
に
定
義
不
可
能
で
永
遠
に
未
知
的
で
あ
っ
た
如
く
。

そ
れ
自
身
は
汲
め
ど
も
尽
き
ぬ
泉
の
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
〔
水
〕
を
入
る
る
無
限
無
量
に
伸
縮
自
在
な
一
つ
の
容
器
的
能
力
を
も
っ
て

い
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
i
恰
も
時
間
が
た
だ
一
つ
の
純
粋
直
観
と
し
て
許
多
の
経
験
的
直
観
、
諸
虚
聞
を
自
己
中
に
包
み
得
る
無
限
の

連
続
量
で
あ
っ
た
如
く
。
而
し
て
「
我
と
は
、
一
般
に
客
観
を
認
識
す
る
為
に
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
蓋
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

客
観
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
隈
定
す
る
自
己
（
思
惟
）
が
限
定
さ
れ
得
る
自
己
（
思
惟
す
る
主
観
）
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、

認
識
が
対
象
か
ら
区
携
さ
れ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
し
（
諺
麟
8
）
。
「
思
惟
」
は
か
く
の
如
く
、
行
為
自
覚
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
即
ち

「
統
覚
」
は
「
能
力
」
（
〈
芝
露
£
窪
）
で
あ
り
（
〉
賦
Q
。
）
、
「
我
考
う
し
は
「
作
幣
」
（
〉
簿
話
）
で
あ
る
（
ゆ
お
。
。
》
譜
導
．
）
Q
理
論
的
洞

察
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
は
「
そ
れ
が
ど
の
様
な
存
在
者
で
あ
り
、
如
何
な
る
性
状
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
れ
以

上
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
」
、
高
々
そ
れ
は
そ
れ
に
藤
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
偶
有
性
を
脱
落
せ
し
め
た
時
に
も
残
存
す
る
と
こ
ろ
の
云
わ

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
相
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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哲
学
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四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ぽ
「
実
体
的
な
る
も
の
」
（
窪
船
6
唾
　
ω
d
島
u
o
Q
け
帥
⇔
什
随
Ω
◎
一
㊦
）
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
的
自
覚
的
な
る
思
惟
（
ω
℃
o
箕
嘗
①
譲
計
G
っ
駄
ぴ
ω
け
側
臥
α
q
開
画
け
）
に
よ
っ
て
僅
か
に
暗
示
せ
ら
れ
た
純
粋
我
は
、
行
為
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

作
用
的
な
る
が
故
に
、
実
践
的
趨
我
と
し
て
道
徳
法
則
の
主
体
と
し
て
主
命
的
価
値
を
獲
得
し
、
叡
智
的
世
界
を
開
示
す
る
。
因
み
に

「
思
惟
の
自
発
性
は
、
私
が
自
ら
を
叡
智
者
（
同
門
①
蕪
ひ
q
曾
N
）
と
呼
ぶ
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
（
b
ご
誤
Q
Q
》
コ
影
．
）
。
ま
こ
と
、
「
物
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
G
っ
恥
畠
①
）
と
し
て
で
は
な
く
「
晶
群
」
（
℃
震
。
。
o
鄭
）
と
し
て
の
我
は
「
感
覚
的
直
観
を
遙
か
に
超
え
た
崇
高
な
能
力
」
を
さ
し
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
今
や
思
惟
的
自
己
意
識
は
そ
の
観
想
的
消
極
性
を
実
践
的
積
極
性
へ
と
変
貌
し
た
「
実
践
的
自
己
意
識
偏
と
し
て
思
惟
は
外
的
自
然

（
経
験
）
を
限
定
す
る
人
聞
自
身
の
自
由
能
力
（
超
越
論
的
統
覚
）
に
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
人
間
自
然
（
行
為
）
を
限
定
す
る

自
由
能
力
（
道
穂
的
主
体
、
実
践
的
自
己
）
を
発
見
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
。
従
っ
て
経
験
の
形
而
上
学
か
ら
道
徳
の
形
而
上
学

へ
の
移
行
に
於
け
る
人
聞
主
観
（
体
）
の
鍵
は
思
惟
と
行
為
の
膚
己
意
識
で
あ
る
。
恰
も
「
純
粋
理
性
の
、
思
弁
理
性
す
ら
も
の
体
系
の

全
構
築
の
要
石
」
（
℃
G
。
ご
た
る
「
自
由
」
が
、
存
在
根
拠
的
な
「
超
越
論
的
〔
宇
勝
論
的
、
原
理
的
〕
自
由
」
か
ら
、
主
体
的
実
践
的
に

確
立
さ
れ
た
「
実
践
的
自
由
」
へ
と
自
己
を
変
貌
し
、
い
わ
ぽ
形
式
的
窃
由
が
実
質
的
膚
由
と
な
っ
て
自
己
を
具
体
的
豊
富
的
な
ら
し
め

た
如
く
。
そ
の
例
証
に
「
併
し
乍
ら
、
人
間
は
全
自
然
を
ぽ
、
さ
も
な
く
ぽ
単
に
感
嘗
に
よ
っ
て
知
る
が
、
単
な
る
統
覚
に
よ
っ
て
も
亦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
己
自
身
を
認
識
す
る
、
然
も
彼
が
感
官
の
印
象
に
は
決
し
て
数
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
行
為
及
び
内
的
限
定
に
於
て
で
あ
る
。
人
間
は
勿

論
一
方
に
於
て
は
現
象
体
（
フ
ェ
ノ
ー
メ
ン
）
で
あ
る
が
、
併
し
他
方
に
於
て
は
、
つ
ま
り
或
種
の
能
力
に
関
し
て
は
単
な
る
叡
智
的
対

象
で
あ
る
Q
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
能
力
の
作
用
は
感
性
の
受
容
性
に
は
決
し
て
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
吾
々
は
こ
の
能
力
を
悟
性

及
び
理
性
と
呼
ぶ
、
殊
に
後
者
ぱ
全
く
本
来
的
に
優
越
的
仕
方
で
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
力
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は

理
性
は
そ
の
対
象
を
理
念
に
従
っ
て
の
み
考
察
し
、
且
つ
そ
の
（
然
も
純
粋
で
も
あ
る
）
概
念
の
経
験
的
使
用
を
な
す
と
こ
ろ
の
悟
性
を

そ
の
理
念
に
従
っ
て
限
定
す
る
の
で
あ
る
」
（
ご
ご
㎝
誤
）
。
「
純
粋
理
性
は
そ
れ
自
身
で
は
実
践
的
で
あ
る
」
（
℃
も
。
臼
）
、
嘉
し
て
道
徳
法
鑓
は

「
純
粋
実
践
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
（
℃
も
。
Φ
｛
6
）
と
し
て
如
構
に
翼
然
の
影
響
や
感
性
的
強
調
が
強
か
ろ
う
と
も
、
「
最
も
不
敵
な
無
法
者
㎏



41

（℃

W
）
に
対
し
て
も
お
さ
な
い
「
子
供
し
（
℃
総
）
に
対
し
て
も
こ
れ
を
「
為
す
べ
し
」
の
定
言
的
命
法
を
以
て
「
心
中
に
減
ず
る
こ
と

な
く
響
き
わ
た
る
」
（
知
腿
⑩
）
が
故
に
、
道
徳
法
則
を
意
識
す
る
主
体
は
、
幾
等
外
的
な
る
自
然
に
関
わ
り
な
く
、
真
に
自
発
的
自
律
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
自
己
自
身
で
自
己
限
定
を
為
し
得
る
。
即
ち
、
我
は
実
践
（
道
徳
）
的
自
己
と
し
て
「
吾
々
自
身
の
現
存
在
に
関
し
て
立
法
的
で
あ
り
、

且
つ
こ
の
存
在
を
自
ら
限
定
し
」
従
っ
て
「
経
験
的
直
観
と
い
う
解
約
を
要
ぜ
ず
し
て
、
吾
々
の
現
実
性
を
限
定
し
得
る
自
発
性
」
た
る

こ
と
を
如
実
に
示
す
（
じ
d
お
。
。
）
。
そ
れ
故
、
ま
さ
に
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
観
念
論
は
そ
の
最
も
内
的
中
核
に
於
て
「
道
徳
的
意
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
観
念
論
と
し
て
感
巴
を
証
示
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
は
じ
め
て
「
意
識
一
般
偏
の
観
念
論
た
る
こ
と
を
完
遂
す
る
の
で
あ
る
。

（
－
）
　
轡
瓢
r
き
髭
。
瞬
馬
面
艶
y
輌
、
o
、
ミ
ミ
禽
、
ミ
黛
、
N
叙
洩
竃
帖
勘
昏
、
ネ
無
卦
團
ぐ
三
囲
ε
（
劉
④
日
切
繋
ω
．
ト
っ
O
曽
「
統
覚
的
認
識
は
空
聞
的
な
る
も
の
及
び
磁
瞳
間
的
生
起
に
つ

　
い
て
の
知
識
の
様
な
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
で
は
な
く
て
、
凡
て
の
空
間
的
な
る
も
の
及
び
賭
闘
的
な
る
も
の
の
『
外
に
』
及
び
『
醜
に
』

　
あ
る
一
つ
の
関
係
や
出
来
事
の
認
識
で
あ
る
㌔
尚
、
俗
に
「
ひ
と
の
ふ
り
見
て
我
が
ふ
り
直
せ
」
と
か
「
他
人
の
欠
点
は
よ
く
見
え
て
も
、
自
分

　
の
そ
れ
は
申
々
分
ら
な
い
」
と
言
う
こ
と
は
、
霞
巴
は
対
象
化
さ
れ
得
ぬ
こ
と
、
対
象
化
さ
れ
た
も
の
は
既
に
非
自
己
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

　
て
い
る
。
こ
こ
に
本
来
、
自
己
究
明
の
困
難
が
あ
る
。

（
2
）
　
挙
，
o
や
題
ミ
ミ
ミ
，
励
お
≧
白
一
’

（
3
）
零
。
溝
ひ
ぎ
謡
慾
ミ
ミ
ヒ
㌧
辱
簑
“
ま
」
あ
・
り
呼

（
4
）
　
霞
。
罷
Φ
α
q
α
q
。
ひ
恥
簿
～
§
叙
撃
～
、
”
も
。
凄
し
。
◆
ρ
霧
σ
q
α
q
絡
さ
b
箋
・
b
ミ
～
愛
。
鵜
§
、
、
ミ
N
幾
職
宮
窪
ミ
き
ω
．
お
｛
●

（
5
）
＄
ミ
寒
窓
き
魯
，
警
§
・
罫
ξ
ξ
罫
母
く
（
〈
。
・
要
＾
囲
・
『
－
〉
霧
・
・
琶
層
。
。
■
㊤
9

（
6
）
　
Q
o
乱
）
」
Φ
ζ
・
○
び
」
の
謀
な
る
ド
イ
ツ
語
は
、
ド
イ
ツ
観
念
論
で
は
「
主
観
・
客
観
」
、
　
マ
ル
ク
ス
主
義
や
実
存
石
畳
で
は
「
主
体
・
客
体
」
と
訳
す
の

　
が
定
跡
の
様
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
一
様
な
鴎
式
で
は
貫
き
通
せ
な
い
。
菌
み
に
金
子
武
蔵
訳
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
『
繕
神
現
象
学
』
（
岩
波

　
書
店
、
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
4
）
で
は
、
「
主
体
」
を
採
用
し
て
い
る
Q
筆
者
は
、
少
く
と
も
カ
ン
ト
暫
学
の
範
圏
内
に
於
て
は
、
理
論
哲
学
に
於
て
は

　
「
曳
観
」
、
爽
践
哲
学
に
於
て
は
「
霊
体
」
と
訳
す
の
が
　
応
の
筋
だ
と
は
思
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
勿
論
残
る
。
例
え
ば
、

　
「
思
蝶
主
観
扁
と
し
て
の
「
超
越
論
的
統
覚
扁
の
作
用
（
》
剛
（
｛
．
屋
）
の
特
性
が
「
自
発
性
」
（
も
合
℃
〇
三
邸
5
㊦
鼠
門
）
と
か
「
自
己
活
動
性
」
（
ω
集
盗
曇
ξ
ハ
鉱
じ

　
で
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
な
如
く
、
そ
の
「
主
観
」
は
「
主
体
」
的
有
り
方
な
し
に
は
、
「
主
観
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
者
の
関
係
は
、
丁
魔
、

カ
ン
ト
に
於
け
る
様
縮
の
問
題

四
～
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四
二

　
「
我
思
う
」
と
「
我
有
り
」
の
関
係
、
認
識
根
拠
と
存
在
根
拠
と
の
そ
れ
に
比
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
存
在
論
的
見
地
や
実
践
的
立
場
を
優

　
越
視
す
れ
ば
「
主
体
．
客
体
」
の
方
が
「
主
観
・
客
観
」
な
る
訳
語
よ
り
一
二
適
切
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
右
の
訳
無
に
関
し
て
未
だ
妙
案
を
見
出
さ

　
ず
、
些
か
困
却
し
て
い
る
が
、
識
者
の
御
教
示
を
得
れ
ば
、
無
上
の
光
栄
で
あ
る
。

（
7
）
S
ミ
・
§
、
ご
・
、
§
・
㌧
ミ
辱
・
ミ
ミ
ξ
蔑
詠
あ
み
。
尋

（
8
）
　
第
鵠
①
ぎ
ψ
o
②
陛
7
9
ミ
欺
§
捜
ミ
ミ
ミ
。
旨
＼
さ
、
馬
N
ミ
ミ
§
ミ
N
漆
ミ
3
答
、
誉
ミ
ミ
§
刈
ゲ
も
Q
響
卜
Q
鰹
．

（
9
）
訊
δ
器
び
。
℃
・
簿
二
〇
。
．
窃
。
。
．

六
、
余
語

東
洋
的
反
省

　
「
我
思
う
」
（
同
些
号
葬
Φ
）
で
あ
れ
、
「
汝
為
し
能
う
、
汝
為
す
べ
き
が
故
に
」
（
σ
＝
罫
コ
塁
r
痔
峯
島
二
。
。
色
ω
酔
）
で
あ
れ
、
自
己
（
統
覚
我
及
び
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

我
）
は
、
常
に
対
象
（
経
験
と
善
悪
）
へ
の
関
係
の
臼
己
同
一
性
と
し
て
相
関
疑
点
で
あ
る
が
故
に
、
も
は
や
実
体
的
有
で
は
な
く
、
然
も
こ
の
実
体
性

も
カ
ン
ト
に
於
て
は
主
観
（
体
）
性
に
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
れ
ば
時
（
間
）
性
に
還
元
せ
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
内
的
現
象
の
こ
の
流
れ
に
於
て

は
「
如
何
な
る
存
立
し
或
い
は
停
滞
す
る
言
忌
も
な
い
」
（
》
一
〇
刈
）
と
言
う
如
く
、
全
経
験
を
可
能
に
す
る
、
且
つ
そ
れ
に
先
行
す
る
純
粋
我
は
、
本
来

は
自
己
の
根
拠
を
持
た
ぬ
、
依
る
べ
な
き
「
無
底
」
（
⊆
薦
蓋
益
）
「
深
淵
」
（
》
ぴ
σ
q
月
卿
）
畢
煩
し
て
「
無
我
」
な
る
も
の
と
観
る
こ
と
も
出
来
た
で
あ
ろ

う
　
　
少
く
と
も
時
間
性
と
の
関
係
を
徹
底
的
に
掘
り
下
げ
る
な
ら
ば
、
「
諸
行
無
常
」
と
知
得
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
然
る
に
第
二
版
で
構
想

力
（
自
己
自
身
の
定
住
の
棲
家
を
持
た
ぬ
、
私
生
児
的
無
明
的
能
力
、
「
魂
の
竃
屋
的
な
け
れ
ど
も
不
可
欠
な
機
能
」
じ
d
μ
8
）
か
ら
退
却
し
た
カ
ン
ト
は

悟
性
の
客
観
性
に
真
理
を
託
し
た
。
か
か
る
客
観
化
論
理
の
立
場
は
、
有
の
問
を
も
「
有
る
も
の
の
有
」
（
O
D
①
…
＝
　
（
囲
ゆ
Q
p
　
ω
④
一
の
欝
儒
の
富
）
と
し
て
あ
く
ま
で
対
象

性
の
地
平
を
維
持
し
て
行
き
、
そ
の
限
り
人
問
は
対
客
観
的
主
観
の
位
置
に
留
ま
り
、
真
の
有
る
が
ま
ま
の
自
己
自
身
は
不
問
の
ま
ま
で
あ
る
、
そ
れ
は

亦
、
有
そ
の
も
の
（
も
0
Φ
一
＝
　
⇔
「
し
喝
　
　
ω
O
｝
0
7
①
o
な
）
か
ら
思
索
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
「
有
の
忘
却
し
（
G
Q
皇
繁
く
。
『
α
q
の
絵
①
三
θ
終
）
に
基
づ
く
西
洋
哲
学
の
一
伝
統
で

　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
あ
る
。
そ
れ
は
亦
「
有
」
と
「
有
る
も
の
」
の
「
有
論
的
差
異
」
（
§
琶
。
管
・
7
。
O
罎
2
，
①
瞬
§
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
忘
却
で
も
あ
っ
た
。

　
然
れ
ば
有
そ
の
も
の
、
有
と
し
て
の
有
を
問
い
、
そ
れ
を
人
問
の
「
現
有
レ
に
即
し
て
究
明
せ
ん
と
し
、
更
に
実
体
即
ち
「
ウ
シ
ア
偏
（
9
q
費
）
の
内
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に
「
現
前
存
在
」
（
℃
〔
禦
）
霧
貫
＜
0
7
＞
【
茜
。
亨
し
り
。
…
コ
）
を
観
取
し
、
実
体
の
実
体
性
を
蒔
の
一
様
態
へ
と
解
体
し
、
有
論
の
歴
史
を
破
壊
せ
ん
と
企
て
た
結

　
　
　
　
　
　
（
3
）

果
、
「
有
の
と
き
性
」
（
、
一
β
2
躍
煮
》
【
，
〔
色
悪
門
＾
醇
も
。
。
易
）
に
思
い
到
っ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
於
て
は
、
富
農
の
問
題
、
有
と
思
惟
の
連
関
は
如
何
に
究
明
さ
れ

て
い
る
か
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
従
え
ば
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
に
お
け
る
有
と
思
惟
の
同
一
性
の
聞
題
は
、
西
洋
的
思
惟
の
二
千
年
以
上
の
歳
月
を
要
し
て
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
準
備
さ
れ
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
に
於
て
「
同
一
性
の
自
体
内
的
綜
合
的
本
質
」
の
内
に
「
安
息
所
」
を
見
出
し
た
。

ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
の
出
現
以
来
、
「
同
～
性
の
統
一
性
」
（
吊
一
口
『
O
一
日
目
焦
Φ
憎
　
冒
儒
O
コ
瓜
〔
叫
〔
）
を
単
な
る
一
様
性
（
焦
霧
雨
。
潮
露
器
蕃
一
）
と
し
て
考
え
た
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

こ
の
統
一
性
の
内
に
行
き
亙
っ
て
い
る
「
媒
介
」
（
＜
①
§
一
審
ぎ
薦
）
を
無
視
す
る
こ
と
は
禁
句
と
な
っ
た
Q
従
っ
て
こ
の
問
一
性
は
「
等
し
さ
し
（
○
莚
3
－

　
　
　
　
　
（
5
）

剛
嗣
緯
）
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
、
徹
底
的
な
意
味
に
於
て
有
と
思
惟
が
相
等
し
い
も
の
な
ら
ば
、
懸
者
を
引
き
離
し
つ
つ
、
結
び
付
け
る
「
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ト

が
両
者
問
に
介
在
す
る
必
要
も
な
く
、
亦
「
有
壁
、
「
思
憔
」
の
異
名
辞
で
以
て
呼
ば
れ
る
に
は
及
ば
な
い
Q
そ
こ
に
は
言
（
霊
）
の
相
違
と
共
に
事
（
態
）

の
違
い
が
あ
る
。

　
然
ら
ば
、
有
と
思
惟
を
、
事
と
雷
を
そ
れ
で
以
て
分
離
し
且
つ
結
合
す
る
、
二
つ
の
相
異
な
る
自
己
矛
盾
的
役
割
を
な
す
「
と
」
は
～
体
全
体
何
処
か

ら
発
現
し
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恰
も
「
感
性
」
と
「
悟
性
」
の
共
通
根
源
が
吾
々
に
と
っ
て
未
知
的
で
あ
っ
た
如
く
、
こ
の
差
異
性
と
同
一
性
の
根
源

も
亦
、
闇
で
あ
る
と
同
仁
に
、
そ
の
不
明
が
「
有
」
と
「
思
雛
」
と
し
て
己
れ
を
明
示
す
る
。
即
ち
結
合
詞
「
と
扁
を
通
じ
て
、
「
有
」
と
「
思
惟
」
は

「
相
依
掘
属
す
る
」
（
N
窃
実
学
9
ロ
『
餅
コ
α
q
2
ρ
）
。
か
か
る
「
相
依
相
属
性
扁
は
元
々
「
相
異
な
る
も
の
が
同
じ
～
つ
の
も
の
を
根
拠
に
し
て
、
相
互
に
属
し
合

う
こ
と
し
、
従
っ
て
種
々
の
同
心
円
の
中
心
の
如
き
元
々
根
拠
嶽
身
の
「
自
同
性
扁
（
ω
Φ
藷
α
q
匿
［
）
と
し
て
の
「
岡
一
町
扁
（
ω
箕
N
簿
「
晟
Φ
コ
臼
弩
）
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
て
道
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
有
」
と
人
間
の
本
質
で
あ
．
る
「
思
惟
」
と
が
網
依
網
属
し
合
う
徴
界
、
「
法
界
」
（
儀
霧
○
霧
肖
Φ
醇
）
に
於
て
、
両
者
が
ま
さ

に
そ
の
嵐
性
、
本
質
を
最
も
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
で
発
揮
し
て
い
る
「
性
起
し
（
本
性
漁
戸
単
。
哲
誘
）
の
「
蒔
」
に
、
法
は
法
華
に
住
し
、
「
有
」
と
「
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

惟
」
と
の
「
同
」
一
性
も
根
源
的
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
然
ら
ば
「
性
起
」
と
は
そ
も
そ
も
如
何
な
る
事
態
で
あ
る
か
。

　
こ
こ
で
仏
教
的
な
意
味
で
一
つ
の
有
（
三
界
）
と
思
惟
（
心
）
の
間
題
と
し
て
コ
エ
界
唯
一
心
、
心
外
無
別
法
、
心
仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
扁
（
華

厳
経
）
を
考
え
て
み
る
。
晴
闘
で
あ
れ
、
空
聞
で
あ
れ
、
神
で
あ
れ
、
仏
で
あ
れ
、
尽
く
人
問
的
思
惟
の
、
畢
諾
し
て
心
の
産
物
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
糊
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



44

哲
学
研
究
第
五
糞
三
十
一
暑

四
鰹

　
　
　
た
く

「
心
は
工
み
な
る
藤
師
の
如
し
。
種
々
の
五
心
を
繭
く
。
　
切
世
界
中
、
法
と
し
て
造
ら
ざ
る
は
無
し
。
心
の
如
く
、
仏
も
亦
瞠
り
。
仏
の
如
く
、
衆
生
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

掛
り
。
心
と
仏
と
及
び
衆
生
と
、
是
の
三
、
差
別
無
し
。
諸
仏
は
悉
く
、
一
切
心
よ
り
転
ず
と
了
知
す
。
若
し
人
如
是
郷
す
れ
ば
、
彼
の
人
真
仏
を
見
る
」
。

　
右
文
に
於
て
は
、
心
と
は
有
に
網
関
的
に
対
立
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
、
涜
職
と
客
観
と
い
う
二
元
的
仮
定
が
ま
さ
に
「
虚
仮
」
で
あ

っ
て
、
自
体
的
規
定
で
は
な
い
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
普
通
対
象
思
考
的
論
理
か
ら
す
る
と
、
確
か
に
知
る
自
分
と
知
ら
れ
る
物
と
が

別
々
に
存
在
す
る
如
く
思
え
る
が
、
概
念
と
対
象
の
一
致
と
し
て
の
真
理
を
つ
ぶ
さ
に
洞
察
す
る
と
、
そ
こ
で
は
物
は
も
は
や
物
で
も
な
く
、
概
念
は
概

念
で
も
な
く
、
爾
し
て
そ
こ
か
ら
物
が
物
と
し
て
、
概
念
が
概
念
と
し
て
始
め
て
発
現
し
て
来
る
両
者
の
撮
会
い
の
地
平
（
「
法
界
」
）
が
形
成
さ
れ
て
い

る
。
主
！
述
、
主
－
客
の
結
合
に
は
「
矛
盾
的
豫
己
同
　
的
な
る
媒
介
着
」
が
あ
ず
か
っ
て
力
あ
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
の
媒
介
者
そ
の
も
の
か
ら
観

れ
ば
、
二
に
し
て
一
、
一
に
し
て
二
、
多
顯
一
、
～
即
多
と
し
て
所
謂
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
分
別
心
か
ら
み
れ
ば
、
主
語
と

述
語
、
主
観
と
客
観
の
「
綜
禽
的
野
ご
と
し
て
「
概
念
と
対
象
の
一
致
」
と
し
て
の
「
真
理
」
が
成
り
立
つ
。
併
し
、
概
念
的
に
事
象
を
立
て
ず
、
む

　
　
　
　
　
　
　
　
つ

し
ろ
有
そ
の
も
の
に
即
い
て
い
る
「
応
留
処
傭
蒲
生
慢
心
し
か
ら
す
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら
二
つ
の
異
な
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
両
者
は
む
し

ろ
不
二
一
体
一
勿
論
こ
れ
は
一
に
も
黎
ま
ら
ぬ
不
一
で
も
あ
る
一
と
し
て
無
始
劫
来
有
る
も
の
で
あ
る
。
も
の
が
も
の
の
あ
る
が
ま
ま
に
そ
の
本
来

の
諭
厨
を
発
揮
し
て
い
る
真
梢
、
真
実
態
（
真
如
）
を
知
る
と
い
う
立
場
は
た
だ
単
に
心
意
識
を
運
転
し
、
念
想
観
の
測
最
を
な
す
こ
と
を
超
え
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
不
動
智
或
い
は
無
心
の
立
場
が
そ
れ
で
あ
る
。
物
と
我
と
の
媒
介
者
の
心
境
に
於
け
る
心
の
働
き
が
即
ち
三
界
唯
一
心
で
あ
る
。
恰

も
、
雲
上
に
広
が
る
青
空
は
無
限
空
間
に
広
大
無
辺
に
拡
が
っ
て
い
る
如
く
、
亦
、
諸
大
陸
、
大
小
の
島
撰
、
或
い
は
高
山
や
深
海
も
、
畢
溢
す
る
に
海

彌
を
自
己
の
衣
と
す
る
一
或
い
は
海
面
を
零
と
す
れ
ば
…
陸
続
き
の
　
衣
帯
水
的
な
唯
一
の
大
地
の
懲
黒
変
様
態
に
す
ぎ
ぬ
が
如
く
、
一
切
の
水
も

唯
一
大
海
に
帰
す
る
が
如
く
、
た
だ
有
る
は
「
唯
一
心
」
の
み
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
不
一
二
如
の
論
理
は
、
二
と
雷
え
ば
一
が
消
え
、
一
と
言
え
ば
二

が
無
く
な
る
如
き
、
単
に
排
中
雑
と
同
一
律
に
の
み
支
配
さ
れ
た
、
閉
じ
ら
れ
た
静
的
対
象
論
理
で
は
な
く
て
、
開
か
れ
た
動
の
論
理
で
あ
り
、
「
真
理
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

の
論
理
で
は
な
く
「
糞
魏
」
の
そ
れ
で
あ
る
（
鳥
蔑
如
鳥
、
魚
行
似
魚
）
。
一
の
み
に
執
着
す
れ
ば
、
神
秘
的
空
想
に
陥
り
、
二
の
み
を
見
れ
ば
、
対
立

抗
争
を
起
す
か
無
縁
の
も
の
に
な
り
下
る
Q
却
っ
て
「
一
階
多
・
多
即
こ
の
絶
対
矛
盾
割
出
己
同
～
底
に
働
く
も
の
こ
そ
、
諸
相
に
と
ら
わ
れ
ざ
る

「
応
無
様
住
而
生
面
心
」
で
あ
り
、
「
不
動
智
」
で
あ
り
、
真
の
「
平
常
心
し
で
あ
り
、
諸
法
実
網
を
離
れ
て
霧
に
「
真
如
」
は
何
処
に
も
な
い
。
か
く
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へ

の
如
く
仏
教
に
於
け
る
「
一
」
と
は
、
実
体
的
コ
者
」
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
コ
如
」
の
関
係
で
あ
り
、
そ
の
関
係
は
実
体
を
徹
底
的
に
空
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
行
く
、
無
を
も
無
化
し
、
空
を
も
空
ず
る
動
的
活
作
略
と
蓑
裏
罫
即
（
一
如
）
し
て
い
る
Q

　
そ
れ
は
「
真
理
」
の
論
理
学
で
は
な
く
、
「
真
如
」
の
論
理
、
実
体
の
論
理
で
は
な
く
、
空
の
そ
れ
で
あ
る
。
対
象
的
、
概
念
的
に
「
刷
る
も
の
」
を

「
走
る
も
の
し
と
規
定
し
、
定
義
し
た
時
に
は
、
規
定
さ
れ
た
も
の
は
既
に
元
の
「
塗
る
も
の
」
自
体
に
何
も
の
か
が
附
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
既
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
或
る
も
の
」
以
上
或
い
は
以
下
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
所
謂
南
嶽
懐
譲
の
門
説
似
一
物
薄
々
中
し
で
あ
る
。
或
い
は
菩
提
翼
下
の
「
聖
諦
第
一
義
」

の
問
に
対
す
る
「
廓
然
無
聖
」
で
あ
る
。
従
っ
て
「
諸
仏
の
ま
さ
し
く
、
諸
仏
な
る
と
き
は
、
自
己
は
諸
仏
な
り
と
覚
知
す
る
こ
と
を
も
ち
い
ず
、
し
か

あ
れ
ど
も
証
仏
な
り
、
仏
を
証
し
も
て
ゆ
く
」
（
正
法
眼
蔵
「
現
成
公
案
」
）
、
或
い
は
「
得
処
か
な
ら
ず
唐
己
の
知
見
と
な
り
て
、
慮
知
に
知
ら
れ
ん
ず

る
と
な
ら
う
こ
と
な
か
れ
。
証
越
す
み
や
か
に
現
成
す
と
難
も
、
密
集
か
な
ら
ず
し
も
現
成
に
あ
ら
ず
、
期
成
こ
れ
瀬
野
な
り
」
（
同
）
。
か
く
て
門
窮
己

意
識
」
の
立
場
は
…
思
惟
的
自
己
の
み
な
ら
ず
道
徳
的
自
己
で
さ
え
も
含
め
て
一
こ
こ
で
は
放
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
休
潟
な
る
悟
跡

を
長
々
繊
」
な
ら
し
め
、
「
出
路
に
一
如
を
行
」
ず
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
「
本
来
の
自
己
」
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
↓
馨
訂
長
岡
§
σ
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴛
）

の
主
体
と
し
て
の
「
絶
対
察
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
知
的
直
観
」
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
精
神
」
も
尽
く
「
自
己
意
識
」
的
立
場
を
出
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
否
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
東
洋
的
思
考
と
極
め
て
類
似
せ
る
も
の
と
需
わ
れ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
神
秘
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で

さ
え
そ
の
根
底
に
於
て
は
ま
だ
「
対
象
論
理
的
立
場
」
を
お
そ
ら
く
脱
却
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
「
、
バ
ラ
」
が
何
故
な
し
に
咲
く
聴
、
そ
こ
に
「
神
」
が

幾
己
を
顕
現
す
る
と
言
わ
れ
る
時
、
バ
ラ
の
被
造
的
惣
然
性
が
虚
無
化
さ
れ
、
神
と
の
一
が
需
わ
れ
る
と
こ
が
消
え
、
バ
ラ
の
絶
対
性
が
失
わ
れ
、
パ
ラ

は
絶
対
的
に
臼
己
（
本
来
の
薗
国
）
を
咲
か
せ
て
い
る
と
い
う
平
常
底
の
絶
対
性
が
失
わ
れ
、
神
と
の
合
一
面
、
神
性
の
み
が
強
調
さ
れ
「
神
秘
主
義
」

の
烙
印
を
押
さ
れ
る
。
，
所
謂
「
眼
横
鼻
直
」
を
弁
得
了
知
す
る
「
叢
平
心
」
に
と
っ
て
は
、
一
切
嫁
「
不
可
思
議
微
妙
法
門
」
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
「
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

秘
的
」
出
来
事
で
は
な
く
、
諸
法
の
実
相
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
か
か
る
「
柔
軟
心
偏
は
一
勢
を
無
差
励
悪
平
等
的
に
取
り
扱
う
文
字
通
り
の
「
無
分
秘
し
況
ん
や
「
無
意
識
」
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
間
の
消

息
を
道
破
す
る
に
は
、
筆
者
に
は
、
以
下
の
如
き
西
田
哲
学
の
○
①
警
毒
羅
に
即
し
て
思
索
す
る
の
が
、
極
め
て
適
切
で
あ
る
よ
5
に
思
え
る
。
そ
れ
に

従
え
ば
門
東
洋
的
無
心
し
と
云
っ
て
も
、
当
然
、
「
自
己
」
は
な
く
な
ら
な
い
し
、
不
禽
理
的
な
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
　
切
の
合
理
も
、
物
も
、
自
己
も

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
様
掘
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
瀞
ず
研
究
第
五
百
一
二
十
－
～
喩
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
山
ハ

そ
こ
か
ら
成
立
す
る
底
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
物
を
自
己
と
な
す
し
の
で
は
な
く
、
「
忠
己
が
物
の
自
己
と
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
神
人

合
一
」
と
い
う
こ
と
は
「
人
間
が
神
と
な
る
」
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
人
問
が
神
の
物
と
な
る
」
こ
と
で
あ
る
◎
「
故
に
自
己
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
で
あ
る
。

唯
そ
れ
は
絶
対
の
事
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
故
に
物
と
な
っ
て
考
え
、
物
と
な
っ
て
行
う
」
、
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
欝
己
が
物
と
な
っ
て
消
さ
れ
る
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

で
は
な
く
し
て
、
密
画
が
物
と
し
て
働
く
立
場
、
自
己
が
包
ま
れ
る
立
場
で
あ
る
。
自
己
が
絶
対
現
在
の
博
聞
的
自
己
隈
定
と
な
る
立
場
で
あ
る
」
。
即
ち

応
即
処
住
畢
生
鬼
心
と
は
単
純
な
る
、
皮
網
的
な
る
無
処
住
で
は
な
く
し
て
、
無
憂
住
に
し
て
而
も
そ
の
心
を
自
在
無
凝
に
生
ぜ
し
め
躍
動
せ
し
め
、
亦
、

皮
栢
的
な
る
生
其
心
に
あ
ら
ず
し
て
、
生
其
心
し
つ
つ
も
、
そ
の
生
其
心
に
と
ら
わ
れ
ず
、
融
通
無
芸
で
あ
る
が
故
に
ま
さ
し
く
無
処
佳
な
の
で
あ
る
。

因
み
に
山
州
草
木
は
そ
の
徹
底
的
に
自
性
三
昧
性
に
鞭
て
、
即
ち
「
山
川
草
木
」
な
る
人
間
的
概
念
的
規
定
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
従
っ
て
未
だ
或
い
は

も
は
や
山
川
草
木
に
あ
ら
ざ
る
所
に
於
て
山
川
草
木
と
し
て
撰
源
現
成
し
て
い
る
が
故
に
、
仏
性
の
全
露
場
と
し
て
悉
皆
成
仏
な
の
で
あ
り
、
我
も
大
地

も
、
そ
の
自
性
王
昧
即
ち
無
我
性
に
於
て
、
も
は
や
そ
の
「
我
」
「
大
地
」
と
限
定
さ
れ
た
部
分
的
「
我
」
「
大
地
」
に
あ
ら
ざ
る
不
二
一
如
の
「
我
」
「
大

地
」
と
し
て
「
蝋
画
成
道
」
し
て
い
る
が
故
に
仏
性
の
全
露
現
な
の
で
あ
る
。
即
ち
絶
対
否
定
的
に
は
「
非
思
量
の
処
、
識
情
測
り
難
し
、
真
如
法
界
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

他
無
く
自
無
し
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
絶
対
肯
定
的
に
は
そ
れ
は
「
不
二
な
れ
ば
、
包
容
せ
ず
と
雷
ふ
こ
と
な
し
、
十
方
の
智
者
、
皆
此
の
宗
に
入
る
」

の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
東
洋
的
に
言
え
ば
、
神
人
と
は
本
来
、
不
二
で
あ
り
、
不
二
の
こ
と
を
神
人
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
神
と
入
と
の
「
合
一
」
を
敢

え
て
雷
わ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
「
神
秘
主
義
」
に
於
て
は
、
・
禾
だ
神
と
人
の
こ
者
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
「
唯
仏
与
仏
偏
の
立
場
と
「
塩
入
合
一
」

の
そ
れ
に
は
自
ら
異
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
神
人
「
合
一
」
と
欝
う
限
り
は
、
畢
画
す
る
に
「
有
」
（
対
象
）
と
「
思
惟
」
（
概
念
）
と
の
一
一
元
論
的
原
理

に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
か
か
る
対
象
論
理
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
三
界
唯
一
心
」
と
は
ま
さ
に
「
唯
有
与
有
」
で
あ
り
、

「
唯
思
惟
与
思
惟
」
で
あ
り
、
「
有
」
と
「
思
惟
」
の
「
不
二
」
で
あ
り
「
綜
合
的
統
一
」
で
は
な
い
。
即
ち
「
錨
誤
は
、
対
象
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た

も
の
を
、
逆
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
実
体
と
考
え
る
所
に
あ
る
の
で
あ
る
。
所
調
概
念
の
実
体
化
に
あ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
却
っ
て
こ
の
点
を
弱

　
　
　
（
1
7
）

．
ら
か
に
し
た
」
Q
つ
ま
り
有
と
思
惟
が
対
立
的
、
二
光
的
に
臨
現
す
る
立
場
の
根
源
に
は
、
両
者
の
等
根
源
的
な
不
二
一
如
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
、
か

か
る
二
元
的
比
量
知
、
分
別
知
を
め
ぐ
ら
す
吾
々
の
自
己
の
奥
底
に
は
ど
こ
ま
で
も
か
か
る
意
識
的
自
己
を
超
え
た
も
の
の
あ
る
こ
と
を
了
得
し
て
、
そ
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（
1
8
）

こ
か
ら
対
象
論
理
の
み
な
ら
ず
諸
学
一
般
も
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
対
象
論
理
の
限
界
と
そ
の
仮
説
性
を
告
知
せ
し
め
る
立
場
で
あ
る
。
困
み
に
カ
ン

ト
自
身
で
さ
え
、
感
性
と
悟
性
、
直
観
と
思
惟
の
梢
互
否
定
的
な
媒
介
的
一
と
し
て
の
両
落
の
「
共
通
の
根
」
或
い
は
「
綜
合
的
統
一
」
に
究
極
的
落
処

を
置
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
は
、
「
意
識
的
盆
側
扁
に
は
ど
う
し
て
も
割
り
切
り
得
ざ
る
も
の
が
膚
己
の
奥
底
に
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い

る
（
心
不
可
得
）
。
有
と
思
惟
と
の
出
会
い
、
差
異
と
岡
一
は
、
ま
さ
に
か
か
る
絶
対
矛
盾
的
自
己
聞
一
の
豊
成
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
絶
え
ざ
る

「
今
・
此
処
」
の
具
体
的
・
部
分
的
・
時
空
を
「
即
今
・
即
処
」
的
に
三
世
十
方
を
集
約
す
る
金
的
時
空
と
し
て
活
用
し
、
働
か
せ
る
自
己
は
、
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

か
か
る
絶
対
現
在
の
瞬
間
的
自
己
限
定
と
し
て
却
っ
て
　
切
の
時
間
を
従
っ
て
ま
た
一
切
の
意
識
を
も
可
能
に
す
る
媒
介
的
根
源
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
浮
圃
島
Φ
σ
q
σ
q
Φ
炉
S
籍
職
ミ
～
幾
§
ミ
ミ
§
婁
ω
晶
。
。
”
。
。
①
■

（
2
）
副
巴
①
σ
q
α
q
①
ジ
ミ
恥
・
暢
ミ
翫
、
§
叙
O
ミ
ミ
、
§
鉾
○
。
．
参

（
3
）
　
「
有
の
と
き
性
（
日
、
o
ヨ
羨
門
ゑ
＆
［
）
扁
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
に
よ
っ
て
も
「
有
と
聴
偏
の
第
二
部
に
於
て
究
甥
さ
れ
る
と
予
告
さ
れ
乍
ら
未
完
成
に

　
終
っ
た
。
　
「
と
き
性
」
或
い
は
「
と
き
」
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
「
諸
行
無
常
偏
と
か
「
有
戸
」
と
か
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
か
、
こ
れ
は
署
々

　
に
と
っ
て
今
は
課
題
に
し
て
お
く
。
参
照
、
辻
村
公
一
「
カ
ン
ト
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
扁
（
理
想
社
刊
「
実
存
蛍
義
」
第
三
十
五
号
、
二
十
六
頁
～
三

　
十
八
頁
）
、
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
「
解
説
」
（
河
出
書
房
刊
「
有
と
時
」
訳
書
第
五
〇
六
頁
）
。
尚
対
象
性
の
地
平
で
有
を
時
的
に
と
ら
え
る
と
現
前
性

　
（
》
雛
芝
Φ
ω
の
夢
①
芦
○
の
σ
Q
窪
－
蓄
誉
く
。
7
≧
μ
σ
Q
Φ
困
あ
鋒
）
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
尽
く
、
も
は
や
短
象
化
さ
れ
得
な
い
「
暗
」
そ
の
も
の
の
派
生
的

　
諸
形
態
、
そ
の
「
時
」
の
一
様
態
に
侮
な
ら
な
い
。
然
れ
ば
「
聴
」
そ
の
も
の
は
、
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
自
身
の
「
と
き
性
」

　
究
明
の
挫
折
も
「
と
き
」
そ
の
も
の
の
有
す
る
園
難
性
と
雷
う
こ
と
も
で
き
よ
う
（
＜
σ
q
げ
○
算
。
℃
α
α
q
σ
q
鉱
①
び
b
ミ
b
Q
、
誌
重
土
さ
、
、
ミ
N
寒
ミ
薦
鷺
、
距

　
ω
．
G
丹
卜
）
h
）
o

（
4
）
　
属
①
置
Φ
σ
q
σ
q
9
ミ
§
ミ
ミ
ミ
軋
望
§
ざ
，
§
盈
ψ
一
㎝
粘
．

（
5
）
響
…
〔
落
σ
q
鐸
慾
き
S
、
§
Q
§
ミ
，
叙
ミ
浄
、
、
～
あ
■
も
。
祭
’
＜
α
q
野
b
偽
・
，
晒
ミ
賛
§
㌶
9
、
§
猟
ω
』
ゲ

（
6
）
　
ミ
ミ
～
欺
ミ
、
§
～
叙
b
、
§
鯉
、
§
タ
く
牲
．
鉾
蕊
～
ト
つ
一
“
b
箋
、
砺
ミ
戸
山
ミ
祐
○
、
，
ミ
～
気
’
O
o
層
純
一
h
辻
村
先
生
の
訳
者
註
二
四
、
二
五
、
二
六
参
照
（
「
根
拠

　
律
」
麟
輯
文
桂
刊
餓
叩
二
六
三
可
貝
、
　
二
六
賜
頁
）
O

（
7
）
ミ
ミ
ミ
§
§
匙
b
、
S
誉
・
，
ミ
～
評
ω
．
卜
。
。
。
～
ω
騒
・

カ
ン
ト
に
於
け
る
様
絹
の
問
題

四
七
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四
八

（
8
）
　
華
厳
経
、
纂
十
一
巻
十
丁
　
夜
摩
天
宮
菩
薩
心
慮
昂
、
如
来
林
菩
薩
、
唯
心
偶
。
尚
、
河
野
法
雲
「
華
厳
経
講
義
」
（
東
方
書
院
昭
和
八
年
刊
、

　
大
蔵
経
講
座
第
四
巻
）
解
説
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
ね
ん

（
9
）
　
「
～
と
の
　
致
〕
と
い
う
作
為
性
に
で
は
な
く
「
非
隠
蔽
性
」
（
¢
コ
＜
Φ
嵩
ご
お
〇
三
益
○
と
い
う
載
る
種
の
自
然
性
に
真
理
を
観
取
す
る
ハ
イ
デ

　
ッ
ガ
…
は
こ
の
点
仏
教
乃
至
東
洋
的
思
考
と
重
る
種
の
親
密
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
傭
え
よ
う
。

（
1
0
）
　
上
田
閑
照
「
禅
仏
教
」
（
筑
摩
雲
務
刊
）
第
五
五
頁
。

（
1
1
）
　
「
南
嶽
大
乱
禅
師
、
は
じ
め
て
曹
難
古
仏
に
参
ず
る
に
、
古
仏
日
、
下
図
召
物
態
慶
来
。
こ
の
泥
弾
子
を
日
参
す
る
こ
と
、
始
終
八
年
な
り
。

　
腰
上
に
偏
参
す
る
一
著
手
を
古
仏
に
白
し
て
ま
う
さ
く
、
懐
譲
会
三
得
当
初
来
様
、
和
尚
接
二
二
譲
白
露
撮
物
慧
塵
来
殉
因
曹
難
古
仏
道
、
禰
作
塵
生

　
会
。
と
き
に
大
悟
ま
う
さ
く
Q
説
脇
窯
一
州
物
即
不
レ
中
。
こ
れ
循
参
現
成
な
り
、
八
年
現
出
な
り
。
曹
艶
古
仏
と
ふ
◎
還
仮
二
修
証
殉
大
慧
ま
う
さ
く
、

　
論
証
不
レ
無
、
染
汚
即
急
レ
得
。
す
な
は
ち
墨
譜
日
、
吾
亦
如
是
、
汝
亦
如
是
乃
至
西
天
諸
仏
諸
鷲
鼻
如
是
。
云
々
。
」
（
正
法
眼
蔵
「
編
参
」
）

（
1
2
）
　
何
れ
に
し
ろ
、
洋
の
棄
爾
を
問
わ
ず
、
永
遠
旦
つ
普
遍
的
な
真
の
自
巴
、
本
来
の
自
己
を
求
め
て
や
ま
ぬ
、
或
い
は
哲
学
的
、
或
い
は
宗
教
的
、

　
或
い
は
一
箇
徳
粟
粥
轟
氷
が
よ
め
っ
た
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
「
汝
自
身
列
を
知
れ
」
、
デ
カ
ル
ト
「
我
思
う
故
に
我
有
り
」
、
カ
ン
ト
「
太
一
来
様
白
一
己
」
）
o
こ
の
希
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
が
懇
洋
哲
学
史
に
於
て
は
、
心
意
識
の
上
に
一
方
的
に
腸
限
さ
れ
て
、
そ
の
為
に
美
的
に
構
築
さ
れ
た
概
念
体
系
に
麩
つ
い
て
、
論
理
的
客
観
的
に

　
求
め
ら
れ
た
、
従
っ
て
ど
う
し
て
も
「
主
観
主
義
」
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
酉
田
幾
多
郎
「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
し
、
全
集
第
十
巻
、

　
第
一
四
三
頁
）
の
に
対
し
、
特
に
禅
仏
教
に
於
て
は
、
「
赤
肉
団
上
に
一
無
位
の
真
人
あ
り
」
（
臨
済
録
）
と
言
わ
れ
る
如
く
、
「
即
今
・
目
前
・
聴

　
法
底
」
な
る
活
国
々
地
に
於
て
、
身
心
一
儲
に
基
づ
く
「
身
学
道
扁
で
以
て
体
験
的
自
覚
的
に
「
己
事
究
睨
」
さ
れ
た
。
「
仏
道
を
習
ふ
と
い
ふ
は
、

　
自
己
を
翌
ふ
な
り
、
自
己
を
習
ふ
と
云
ふ
は
自
己
を
忘
る
る
な
り
」
（
「
現
成
公
案
篇
）
と
日
わ
れ
る
如
く
「
忘
我
」
（
無
我
）
に
「
真
の
上
巴
」
を
見
串

　
す
こ
と
は
ロ
．
コ
ス
的
規
定
、
実
体
蘭
規
定
と
は
ま
さ
に
「
逆
対
応
」
す
べ
き
「
空
篇
の
論
理
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
ド
ス
ト
諜
フ
ス

　
キ
ー
の
如
き
、
如
何
な
る
深
刻
な
体
験
を
も
含
ん
で
お
り
乍
ら
、
ど
こ
ま
で
も
「
平
常
心
魚
道
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
函
鑓
幾
多
郎
「
場
所
的
論

　
理
と
宗
教
的
世
界
し
、
全
集
第
十
一
巻
、
第
四
五
一
頁
）
。
か
か
る
絶
対
霞
露
な
る
真
の
自
己
の
働
き
を
「
応
無
業
佐
沼
生
其
心
」
（
金
剛
経
）
、
「
不

　
動
智
」
（
沢
庵
）
、
「
東
洋
的
無
心
・
鼠
本
的
霊
性
・
霊
性
的
自
覚
し
（
大
拙
）
と
言
う
の
で
あ
る
（
鈴
木
大
拙
選
集
「
金
剛
経
の
禅
」
参
照
）
o

（
1
3
）
　
禅
と
神
秘
主
義
の
異
同
に
つ
い
て
は
上
田
二
曲
「
禅
仏
教
」
（
前
掲
書
）
の
特
に
第
一
章
参
照
。
及
び
問
先
生
の
酉
田
哲
学
解
説
参
照
（
筑
摩
書

　
房
禰
、
現
代
日
本
思
想
大
系
2
2
「
西
田
幾
多
郎
」
解
説
皿
、
「
場
瞬
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
＝
一
頁
）
。

（
1
4
）
　
「
無
心
」
と
「
集
合
約
無
意
識
」
と
の
相
異
に
つ
い
て
は
、
久
松
真
～
先
生
と
ユ
ン
グ
教
授
と
の
讃
談
及
び
「
東
洋
的
無
扁
参
照
（
久
松
真
一
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著
作
集
第
一
巻
所
駁
、
理
想
社
刊
）
。

（P

n
1
）
　
西
田
幾
廊
夕
郎
「
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ
ク
シ
ス
」
、
金
権
ポ
第
ゐ
i
巻
、
第
一
七
五
頁
。

（
1
6
）
　
鑑
智
僧
環
門
儒
心
銘
－
覧

（
1
7
）
　
西
田
幾
多
郎
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
没
界
観
」
、
全
集
第
十
一
巻
、
第
醤
｝
六
～
四
一
八
頁
。

（
1
8
）
　
彌
田
幾
多
郎
「
実
践
暫
学
序
論
」
、
全
集
第
十
巻
、
鑓
一
一
五
頁
～
一
一
一
三
頁
。

（
1
9
）
　
か
か
る
媒
介
的
根
源
か
ら
世
界
を
観
る
と
い
う
こ
と
は
、
瞬
謂
の
形
而
上
学
と
は
全
く
疑
っ
た
行
き
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
普
遍
的
理
性
が
経

　
験
を
規
定
す
る
と
欝
っ
て
も
、
如
何
に
そ
れ
が
純
粋
で
先
天
的
で
超
感
性
的
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
こ
の
理
性
を
繰
る
人
置
は
感
覚
や
肉
体
を
有
し
、

　
そ
の
働
き
の
場
で
あ
る
経
験
（
今
・
此
処
）
か
ら
顛
何
に
し
て
も
脱
却
で
き
な
い
。
理
性
と
経
験
、
主
観
と
客
観
と
の
関
係
は
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
の

　
そ
れ
の
如
く
悪
無
限
的
に
連
続
す
る
。
む
し
ろ
真
実
は
か
か
る
二
元
約
見
地
と
は
逆
対
応
的
に
あ
る
。
従
っ
て
超
経
験
的
、
形
禰
上
学
的
、
理
性
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
云
っ
て
も
そ
の
立
場
は
全
的
一
た
る
、
併
し
同
聴
に
個
的
多
で
も
あ
る
「
経
験
』
の
瞬
間
だ
％
で
あ
り
形
而
上
学
が
超
え
ん
と
す
る
乃
歪
排
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
す
る
駈
謂
「
経
験
」
も
全
経
験
（
悉
有
）
の
半
癒
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
行
き
方
は
、
所
謂
西
洋
的
思
考
や
形
而
上
学
と
は
全
く
趣
き
を
異
に
し

　
た
「
事
」
（
象
）
の
購
え
方
で
あ
り
、
従
っ
て
全
く
別
の
（
論
）
「
理
篇
を
展
開
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
多
く
の
仏
典
や
就
中
禅
宗
祖
師
の
語
録
に
よ

　
っ
て
、
吾
々
憲
身
の
精
神
的
伝
統
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
繭
谷
啓
治
編
「
西
雷
幾
多
郎
」
（
前
掲
書
）
解
説
・
玉
、
「
善
の
研
究
に
つ
い
て
」

　
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
た
だ
し
、
習
々
の
精
神
的
伝
統
の
も
つ
（
論
）
理
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
鷹
ち
に
自
学
と
な
る
も
の
で
は
な
く
一
1
そ
の
点
で
は
、
宗
教
と
哲
学
と

　
は
一
線
を
画
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
i
、
そ
の
哲
学
化
へ
の
道
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
険
路
難
路
で
あ
り
、
そ
の
哲
学
化
の
為
に

　
は
、
西
田
幾
多
郎
先
生
並
み
の
天
才
と
願
力
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
小
論
に
於
け
る
東
洋
的
反
省
は
、
全
く
貧
弱
な
も
の
に
終
っ
た
が
、
た
だ
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
を
加
え
た
理
由
は
、
筆
者
の
哲
学
的
思
索
（
算
奏
）
・
・
o
℃
該
9
σ
H
】
）
の
核
を
何
処
に
澱
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
為
で
あ
っ
た
。

　
　
　
補
記
e
、
尚
、
小
論
は
元
々
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
京
大
文
学
研
究
科
、
博
士
三
盛
単
位
修
得
の
為
の
研
究
報
叩
石
要
旨
を
提
出
し
た
際
に
、
四

　
　
　
　
百
字
詰
で
約
五
十
枚
書
い
て
い
た
も
の
を
、
昭
和
四
十
八
年
秋
（
奈
良
教
育
大
学
奉
職
中
）
に
再
考
改
作
し
た
も
の
（
約
百
二
十
枚
）
で
あ

　
　
　
　
る
。

　
　
　
補
記
⇔
、
引
用
文
申
、
学
道
上
の
雛
師
古
仏
、
学
問
上
の
恩
師
立
論
に
対
し
て
学
術
論
文
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
て
心
な
ら
ず
も
尊
称
敬
称
を
省

　
　
　
　
略
し
た
。
以
て
御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
於
け
る
様
畑
胴
の
問
題

照
九



哲
学
研
究
第
五
百
三
十
一
号

五
〇

50

補
記
⇔
、
尚
、
独
文
の
要
旨
を
作
製
し
た
際
、
名
大
文
学
部
の
ヘ
ル
ツ
ェ
ソ
（
団
．
　
鵠
α
一
N
①
冨
）

　
上
を
借
り
て
、
岡
教
授
の
友
惰
と
親
切
に
＝
言
、
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
こ
う
。

客
員
教
授
に
一
読
修
正
し
て
い
た
だ
い
た
。
誌

（
筆
老
　
名
古
屋
大
学
文
学
部
〔
暫
学
〕

　
（
了
）

助
教
授
）



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Tんθ・u彦伽ε・）f　such　anα7・オ漉α5　aρPearsゴηmore漁ηone　7ZUMうer（）f　this

masraxine　is　to　be　given　togethe？一　zvith　the　last　instalment　of　the　article．

　　　　　　　　　Zur　Proble搬at豆k　der顛odalitat　bei　Kant

　　　　　　　　　　　　　　Mi£einer　buddhistischen　Reflexion

　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　K6gaku　Arifuku

　　Die　Absicht　dieser　Abhandlung　besteht　darin，　nach　der　Darstellung

Kants　von　der　Modalitllt　den　Grund　an　den　Tag　kommen　zu　lassen，

war疑m　es　fgr　das　menschliche　Wissen（d．　h．　den　dlskursive簸Verstand）

immer　dle　gegenstitzlichen　Momente，　z．　B．　Begriff　und　Gegenstand，　M6g－

lichkeit　und　Wirklichkeit，　De登ken　und　Sein鷺．　s．　w．　gibt，　Dazu畑ssen

wir　z疑erst　fragen：Was　ist　die　Modalitat　？Was　lst＞modus《？Der　Klas－

sif圭kat至on　Kants最ach（圭n　den　Post疑1aten　des　empirischen　De盛ens惹ber－

haupのwerden　drel　Arten　der　Modallt翫unterschieden：M6g｝ichkeit，

Wirklichkeit　und　Notwendigkeit．

　　In　der　Philosophle　Kants　ist　das　Problem　der　Modalitat　das　Problem

des　Selns，　sei　es　das　Se圭n　als　Kopula，　sei　es　das　Sein　als．　Existenz．　Hier。

durch　versuche籍wir　mlt　Hilfe　der　Erltiuterung　Heideggers　den　Sinn　des

Seins　ins　klare　zu　bringen。　Wenn　man　das　Sein　als　Kopula　genau　analy－

siert，　w玉rd　es　ganz　k麦ar，　da昼im　Sein　als　Kopula　eine　dopPelte　Bez玉ehung

enthalten　圭st，　nAmlich　die　Subjekt・Prad圭katBez玉ehung　und　d至e　S曲jek£一

〇bjekt瞳］3ez圭ehu簸9、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　Aber　d圭e　Subjekt－Prtidikat－Be乞iehung三n　der　Kop疑至a　besagt　die　Uberein。

stimmung　des　Sa£z－Subjekts面t　dem　Satz－Pradikat，　nam蕪ch　die　Begegnung

von　de鍛beiden　ga離z　versch圭edenen　Elementen，　Gegenstand　und　Begriff

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



　　und　auBerdem　setzt　diese　Begegnung　die　Subsumtion　des　Gegenstandes

　　unter　den　Begriff　oder　die　Anwendung　der　Ka£egorien　auf　die　Erschein－

　　ungen　voraus，　welche　dem　Schematismus　Kants　nach　erst　durch　das　Se－

　　herna　als　Predukt　der　transzendentalen　Einbildungskraft　ermUglicht　wird．

　　Daher　mu6　man．hierin．　das　Verhaltnis　von　dem　Sein　und　der　Einbildungr

　　s1〈raft　ausdrtickiich　erfassen，　um　das　Seinsproblem　Kants　zu　untersuchen．

　　　In　deT　Subjekt－Objekt－Bezlehung　（Korrelation）　mgssen　das　Sein　des

　denkenden　lch　und　das　Sein　des　gedachten　Objekts　gleichzeitig　zusammen

　　bestehen．　“lch　denke”　bei　’Kant　・bedeut6t　“lch　denke’irgendetwas”，

　schlieBlich，　“Ich　denke，　daS　es　das　transzendentale　Objel〈t　als　den　allgem－

　eingifltigen　Grund　jeder　empirischen　ErscheinungeR　gibt”．　Das　transzend－

　entale　Objekt　als　das　Seiende　Uberhaupt　ist　der　objektive　Grund　der

　Allgemeinheit　jedes　einzelnen　empirischen　Seienden　（Mannigfaltigen），　die

　transzendentale　Apperzeption　al＄　das　BewuBtsein　“berhaupt　ist．　dagegen

．　der　subjektive　Grund　jed，es　．，einzelnen　empirischen　lch．　Aber　ohne　die

　Handlttng　der　transzendentalen　．　Apperzeption　（lch　denke）　k6nnte　weder

　Depken　ifberh4upt　．bestehen，p．　och　Sein　zum　Gegenstand　des．Denkens

騨・¢ht．　W・・d・n・Al・・．・t・ht中・・y・th・ti・φ・E三麟・iゆ・ApP・rzepti・n

・gl．　d・・Sp三tze　d・・．　th・・：練・rh・豫Ph三1…phl・K・・t・・D・・n・i・iポ‘d・・

髄・t・P・・kpl細Vρr貫⑳d・・g・brau・h・・”（B　134　A餓・）・D圭・臨・zen－

dentale　Apperzeption　ist　ein　Verm6gen，　nieht　nur　jedes　Mannigi”altige　zur

　syRthetischen　Einh．　eit／，zu　bringep，　sondem　auch　die　jeweilig　．verschiedenen

　empiris¢hen　lchs　als　ein　und　dasselbe　transzendentale　lch　zu　erhalten　und

　vereinen．　Also　ist　die　transzendentale　Apperzeption　nicht　nur　Denken　des

　Seins，　sondern　auch　Denken　des　Denkens．　“Ich　denke”　ist　namlich　so－

　wohl　der　Grund　dessen，　dqB，“d．a＄　transzendentale　Objekt　（das　Seiende）

　isゼ’，　als　auch　Gru珍d（iessen，　daB‘‘Ich　bin’1．

　　　Damit　ist　die　Erklarung　von　Kants　Modalittltenlehre　sel，bst　eigentlich

　erledigt．　Aber　wir　versuchen　die　Problematik　von　Sein　und　Denken　noch

　weiter　zu　verfolgen，　und　zwar　besonders　auf　der　einep一　Seite　in　Rifcksight

　auf　die　Erwtihnung　Heideggers　davon，　auf　der　anderen　Seite　in　Rticksicht

2



auf　die　buddhistische　Denkweise．　Dam1t　wird　diese　Abhandlung　abges6h－

lossen．

Das　Prob亙em　der　重ransze鉦de盤ta亙e簸Sub∫ektivi痴t

　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Atsushi　Tanaka

　　Im　fo｝genden　Aufsatz　wird　das　Problem　der　transzendentalen　Subjekti－

vltat　｝n　der　Phtinomenologie　Edmttnd　Husserls　er6rtert．　Hier　bedeutet

die　Subjel〈tivitat　das　ur＄perttngliche　Verhtiltnis，　d．　h．　die　Korrelation　des

Ich　und　der　Welt．　Seit　dem　ersten　Anfang　ist　dieses　Verhaltnis　vom

Subjektiven　und　Objektiveit　schoR　als　die　Aufgabe　der　Phtinomenologie

bewuSt　gesetzt　und　immer　radikaler　ausgefuhrg，　je　nach　der　weiteren

Entwicklung　der　Methode　der　phanomenologischen　Reduktion．

　　Phanomenologische　Reduktion　fordert　die　ganze　natgrliche　Welt　einzu－

1〈lammern，　welches　nicht　die　Beschrankung　des　zuforschenden　Feldes　auf

eine　Region　eder　auf　das　“Residuum”　ist，　sondern　die　Grundmethode，

Welt　als　Welt　der　subjektiven　Phanornene　zu　gewinnen．

　　Erst　in　dieser　primordinalen　（d．　h．　ganz　subjektiven）　Welt　wird　dieje－

nige　lntentionalitat　entdeckt，　in　welcher　sich　der　neue　Seinssinn，　ein　a！ter

ego　und　damit　die　objektive　Welt　konstituiert．　Phanomenologie　scheint

durch　diese　spezifische　Objektlvittit　der　lntexsubjektivitat　die　Ob］e！〈tivltat

als　die　ldee　der　Wissenschaft　zu　realisieren．　Darin　besteht　wie　in　den

AufkltiTungen　anderer　Hauptthemen　eine　gewisse　Zweideutigkeit，　welche

einen　Sch1Ussel　darbringt，　das　eigeRt｝iche　Ziel　der　Philosophie　Husserls

begreiflich　zu　machen．　Man　kann　dieses　Verhaltnis　als　ln－der・Welt－sein

verstehen．　Phtinomenologie　als　Selbstentfaltung　der　；ranszendentalen　Sub一

’jelgtivit5t，　yvelehe　durch　die　Aufkltirung　der　lnteRtionalittit　hinsichtlich

des　“objektiven”　Sinnes　sich　als　transzendentales　lch　apodiktis：h　daylegen

soll．
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