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デ
カ
ル
ト
の
判
断
論

　
一
『
規
則
論
』
に
お
け
る
知
性
の
判
断
に
つ
い
て
！

倉
　
田

隆

　
デ
カ
ル
ト
の
主
要
著
作
、
す
な
わ
ち
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
よ
れ
ば
、
判
断
は
、
知
性
が
提
示
す
る
も
の
に
同
意
す
る
こ
と
或

い
は
同
意
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
志
の
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
は
別
の
判
断
論
を
も
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
判
断
は
、
認
識
の
能
力
と
と
も
に
、
知
性
に
帰
せ
ら
れ
る
能
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
者
の
判
断
論
の
間
に
は
、
明
ら

か
な
懸
隔
が
あ
る
。
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
比
べ
れ
ば
、
確
か
に
『
規
則
論
』
の
判
断
論
は
、
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
言

い
難
い
し
、
未
成
熟
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
言
っ
て
済
ま
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
不
十
分
で
未
成
熟
で
あ
る
と
は
い
え
、
『
規
則
論
』

は
、
後
期
の
主
要
著
作
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
判
断
論
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
実
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
は
、
青
年
デ
カ
ル
ト
の
思
索
を
、
後
年
の
成
熟
し
た
思
想
の
圏
外
に
追
い
や
り
、
両
者
の
間
に
深
い

断
絶
を
築
く
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
の
成
熟
し
た
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
両
者
の
判
断
論
の
間
に
存
す
る

懸
隔
を
埋
め
て
い
く
作
業
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
作
業
は
、
両
者
の
間
に
恣
意
的
な
一
貫
性
を

設
定
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
『
規
則
論
』
の
判
断
論
と
後
期
の
主
要
著
作
の
そ
れ
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

『
規
則
論
』
か
ら
『
省
察
』
に
至
る
時
期
に
書
か
れ
た
、
デ
カ
ル
ト
の
幾
つ
か
の
著
作
と
数
多
く
の
書
簡
の
中
に
、
決
定
的
な
転
圓
点
を

探
し
出
そ
う
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
無
駄
で
あ
ろ
う
。
『
規
則
論
』
の
判
断
論
と
後
期
の
主
要
著
作
の
そ
れ
と
の
間
に
存
す
る
懸
隔
を
埋

め
て
い
く
作
業
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
移
行
の
過
程
の
内
的
連
関
を
確
認
し
て
い
く
作
業
に
な
る
で
あ
ろ
う
。



本
稿
は
、
こ
の
作
業
の
第
一
の
着
手
点
と
し
て
、
『
規
則
論
』
に
お
け
る
判
断
論
の
成
立
の
根
拠
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、

志
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
を
、
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

後
期
の
判
断
音
心

一
　
知
性
と
意
志

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
、
精
神
（
ヨ
Φ
器
）
の
働
き
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
一
つ
は
意
志
作
用
で

　
　
あ
り
、
も
う
一
つ
は
認
識
作
用
で
あ
る
。
意
志
作
用
は
も
ち
ろ
ん
意
志
（
〈
O
一
口
”
仲
P
ω
）
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
認
識
作
用
を
担
う
も

　
　
の
は
、
知
性
（
卿
P
梓
Φ
岡
一
Φ
O
瞥
口
ω
）
、
想
像
力
（
§
。
。
α
q
ぎ
薮
。
）
、
感
覚
（
器
屋
湧
）
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『
省
察
』
に
つ
い
て
見
る
と
、

　
　
第
二
省
察
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
私
と
は
何
で
あ
る
か
。
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
考
え
る
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
。
す
な
わ

　
　
ち
、
疑
い
（
α
償
び
一
叶
沙
門
①
）
、
理
解
し
（
葺
Φ
葺
ぴ
q
①
冨
）
、
肯
定
し
（
鋤
由
§
母
①
）
、
否
定
し
（
密
α
q
p
。
話
）
、
欲
し
（
〈
亀
①
）
、
欲
せ
ず
（
き
滞
）
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
お
ま
た
、
想
像
し
（
”
ヨ
p
g
o
q
ド
ロ
9
コ
）
、
感
覚
す
る
（
ω
窪
琴
Φ
）
も
の
で
あ
る
。
」
‘

　
　
　
こ
れ
ら
が
考
え
る
も
の
と
し
て
の
私
の
す
べ
て
、
つ
ま
り
私
と
い
う
精
神
の
営
み
の
す
べ
て
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
四
省
察
に
よ
れ
ば
、

　
　
「
意
志
の
本
質
は
、
知
性
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
提
示
さ
れ
る
も
の
を
肯
定
あ
る
い
は
否
定
し
た
り
、
追
及
（
胃
。
ω
①
ρ
忌
）
あ
る
い
は
忌
避

　
　
（
｛
茜
Φ
話
）
し
た
り
す
る
こ
と
へ
と
、
何
ら
外
的
な
力
に
よ
っ
て
も
ぞ
う
す
る
よ
う
に
と
決
定
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
は
赴
く
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
『
以
下
六
つ
の
省
察
の
概
要
』
に
よ
れ
ば
、
疑
う
こ
と
は
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ら
に
固
有
の
自
由
を
用
い
て
」
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
「
疑
う
、
肯
定
す
る
、
否
定
す
る
、
欲
す
る
、
忌
避
す
る
」
の
は

　
　
意
志
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
村
し
て
、
第
六
省
察
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
更
に
私
は
、
私
の
内
に
、
（
「
理
解
す

　
　
る
」
と
い
う
純
粋
に
知
性
的
な
作
用
の
他
に
）
或
る
特
殊
な
仕
方
で
思
惟
す
る
能
力
を
、
す
な
わ
ち
、
想
像
す
る
能
力
お
よ
び
感
覚
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
能
力
を
見
出
す
が
、
…
…
こ
れ
ら
二
つ
の
能
力
は
、
自
ら
の
形
相
的
概
念
の
内
に
、
何
ほ
ど
か
知
性
作
用
を
含
ん
で
い
る
」
の
で
あ
る
か

　
　
ら
、
「
理
解
す
る
、
想
像
す
る
、
感
覚
す
る
」
と
い
う
認
識
作
用
は
、
広
い
意
味
で
は
知
性
の
働
き
で
あ
り
、
し
か
も
、
知
性
が
単
独
で

謝　
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八
二

28
3
　
純
粋
に
働
く
場
合
の
他
に
、
想
像
力
や
感
覚
が
関
与
す
る
よ
う
な
認
識
の
仕
方
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
点
に
つ
い
て
『
哲
学
原
理
』
は
、
も
っ
と
簡
潔
に
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
経
験
す
る
あ

　
　
ら
ゆ
る
思
惟
様
態
は
、
二
つ
の
一
般
的
な
様
態
に
帰
せ
ら
れ
う
る
。
一
つ
は
認
知
（
唱
興
8
℃
諜
。
）
す
な
わ
ち
知
性
の
活
動
で
あ
り
、
も
う

　
　
一
つ
は
意
欲
（
〈
o
馨
ざ
）
す
な
わ
ち
意
志
の
活
動
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
感
覚
す
る
、
想
像
す
る
、
純
粋
に
理
解
す
る
な
ど
は
、
認
知
の

　
　
様
々
な
様
態
に
他
な
ら
ず
、
求
め
る
（
O
煽
ロ
①
『
Φ
）
、
退
け
る
（
磐
醇
鈴
ユ
）
、
肯
定
す
る
、
否
定
す
る
な
ど
は
、
意
欲
の
様
々
な
様
態
だ
か
ら
で

　
　
（
5
）

　
　
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
　
こ
の
よ
う
な
二
分
法
が
、
デ
カ
ル
ト
の
比
較
的
若
い
時
期
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
『
規
則
論
』
に
も
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
言
い
難
い
。
し
か
し
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
真
理
を
探
求
す
る
の
は
「
生
活
の
一
々
の
状
況
に
お
い
て
知
性
が
意
志
に
何
を
選
ぶ
（
①
一
一
α
q
①
話
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
か
を
示
す
た
め
で
あ
る
」
と
か
、
神
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
「
何
で
あ
れ
不
分
明
な
こ
と
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
信
ず
る
こ

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
と
（
ま
①
ω
）
は
、
認
識
力
（
ぎ
σ
q
①
乱
骨
盤
）
の
働
き
で
は
な
く
、
意
志
の
働
き
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
『
規
則
論
』

　
　
に
見
出
さ
れ
る
意
志
に
つ
い
て
の
僅
か
な
言
及
か
ら
推
測
す
る
限
り
で
は
、
デ
カ
ル
ト
は
『
規
則
論
』
執
筆
の
頃
既
に
、
精
神
の
働
き
は

　
　
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
実
際
、
『
規
則
論
』
は
、
そ
の
正
式
な
題
名
『
認
識
力
を
導
く
た
め
の
諸
規
則
』
が
示
す
よ
う
に
、
真
理
認
識
の
た
め
に
は
認
識
能
力

　
　
を
い
か
に
用
い
る
べ
き
か
、
を
教
え
る
こ
と
を
濁
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
認
識
力
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
意
志
に

　
　
関
す
る
言
及
が
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
僅
か
な
言
及
箇
所
で
は
、
意
志
は
常
に
知
性
な
い
し
認
識
力
と
鮒
置
さ
れ
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
そ
し
て
認
識
力
に
限
っ
て
い
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
は
、
事
物
の
認
識
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
だ
四
つ
の
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、
知
性
、
想
像
力
、
感
覚
、
詑
憶
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
は
、
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
に
お
け
る
認
識
能
力
の
分
類
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
真
理
認
識
の
主
役
が
知
性
で
あ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
う
に
、
『
規
期
論
』
に
お
い
て
も
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
お
い
て
は
、
た
だ
知
性
の
み
が
訳
知
（
ω
。
δ
旨
薮
）
を
持
ち
う
る
」
と
言
わ
れ
て
い



　
　
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
精
神
の
働
き
を
大
き
く
意
志
と
知
性
と
に
分
け
、
意
志
に
は
意
志
作
用
を
担
わ
せ
知
性
に
は
認
識
作
用
を

　
　
担
わ
せ
る
と
い
う
二
分
法
そ
の
も
の
は
、
『
規
則
論
』
か
ら
後
期
主
要
著
作
に
至
る
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
、
意
志
や
知
性
が
具
体
的
に
何
を
な
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
『
規
則
論
』
と
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
と
の
間
に

　
　
は
大
ぎ
な
相
違
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
先
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
省
察
』
や
『
哲
学
原
理
』
に
お
い
て
は
、
「
肯
定
あ
る

　
　
い
は
否
定
す
る
」
こ
と
は
意
志
の
働
き
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
知
性
の
働
き
な
の
で
あ
る
。
規
則

　
　
十
二
で
デ
カ
ル
ト
は
、
「
知
性
が
そ
れ
で
も
っ
て
直
観
し
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
能
力
」
と
「
知
性
が
そ
れ
で
も
っ
て
肯
定
あ
る
い
は
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
の
判
断
を
下
す
と
こ
ろ
の
能
力
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
知
性
は
肯
定
あ
る
い
は
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
を
下
す
能
力
を
有
す
る

　
　
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
　
し
か
し
、
後
期
の
著
作
に
お
い
て
は
、
「
意
志
の
作
用
、
す
な
わ
ち
判
断
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
意
志
が
判
断
の
主
体
で
あ
る
。
あ

　
　
る
い
は
少
な
く
と
も
、
判
断
は
意
志
と
知
性
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
際
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
意
志
で
あ
る
。
『
哲
学
原
理
』
で
は

　
　
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
ま
っ
た
く
認
知
し
て
い
な
い
事
物
に
つ
い
て
は
、
何
の
判
断
も
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か

　
　
ら
、
判
断
す
る
た
め
に
は
な
る
ほ
ど
知
性
が
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
何
ら
か
の
仕
方
で
認
知
さ
れ
た
事
物
に
同
意
（
9
0
ω
ω
O
嶺
ω
”
O
）
が
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
意
志
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
」
判
断
は
、
知
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
判
断
す
る
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
知
性
が
必
要
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
意
志
の
同
意
を
ま
っ
て
判
断
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
規

　
　
則
論
』
の
見
解
と
の
相
違
は
明
瞭
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
デ
カ
ル
ト
は
後
年
、
『
規
則
論
』
の
見
解
を
自
ら
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
一
六
四
七
年
、
　
か

　
　
っ
て
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
最
も
忠
実
な
信
奉
者
で
あ
っ
た
レ
ギ
ウ
ス
が
、
知
性
の
働
き
を
認
知
と
判
断
と
に
分
け
る
と
い
う
説
を
公
表
し
た

　
　
時
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
「
実
際
、
私
が
思
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
判
断
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て

293　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

303　
　
い
る
認
知
の
他
に
、
判
断
の
形
を
講
成
す
る
た
め
に
は
、
肯
定
と
否
定
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
認
知
し
た

　
　
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
自
由
に
同
意
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
同
意
す
る
と
い
う
こ
と
に
の

　
　
み
、
言
い
換
え
れ
ば
、
肯
定
な
い
し
否
定
に
の
み
存
す
る
判
断
の
働
き
は
、
知
性
の
認
知
に
で
は
な
く
、
意
志
の
決
定
に
帰
せ
ら
れ
る
と

　
　
（
1
5
）

　
　
思
う
。
」

　
　
　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
ど
う
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ペ
ッ
ク
は
、
「
デ
カ
ル
ト
は
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
…
…
彼
自
身
の
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
確
な
判
断
論
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
ペ
ッ
ク
の
言
う
通
り
、
『
規
鋼
論
』
に
見
醒
さ
れ
る
判
断
論
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
「
中
間
的
な
理
論
」
で
あ
り
未
成
熟
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
中
間
的
で
あ
り
未
成
熟
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
が
孕
む
問
題

　
　
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
成
熟
し
た
判
断
論
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
も
の
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
　
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
『
規
劉
論
』
の
叙
述
に
則
っ
て
、
認
識
め
主
体
で
も
あ
り
判
断
の
主
体
で
も
あ
る
と
い
う
知
性
と
は
い
か
な
る
も

　
　
の
で
あ
る
か
を
見
て
い
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
認
識
と
判
断

　
　
　
知
性
は
何
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
の
か
。
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
「
肯
定
や
否
定
の
判
断
を
下
す
」
知
性
に
つ
い
て
明
確
に
説
明

　
　
し
て
い
る
箇
所
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
認
識
す
る
知
性
と
い
う
側
面
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　
　
『
規
期
論
』
に
よ
れ
ば
、
知
性
は
、
単
純
本
質
（
器
偉
葺
．
p
ω
冒
昆
①
×
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
や
、
そ
れ
ら
が
複
合
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
直

　
　
観
す
る
（
凶
暮
器
亀
あ
る
い
は
経
験
す
る
（
。
岩
Φ
触
鑓
）
と
い
う
仕
方
で
、
認
識
す
る
。
直
観
あ
る
い
は
経
験
と
い
う
些
か
暖
帯
な
言
い
方

　
　
を
し
た
が
、
こ
れ
は
、
直
観
と
経
験
が
同
じ
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
規
劉
十
二
で
は
、
「
直
観
は
、
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
知
性
が
、
自
分
自
身
の
中
に
、
あ
る
い
は
想
像
（
讐
9
。
葺
⇔
ω
一
”
）
の
中
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
端
的
に
経
験
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
及
ぶ
」

　
　
と
言
わ
れ
、
直
観
と
経
験
が
ほ
ぼ
同
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
「
経
験
は
し
ば
し
ば
人
を
欺
く
も
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（
1
9
）

の
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
経
験
も
確
か
に
一
つ
の
認
識
で
は
あ
る
が
、
経
験
は
そ
の
ま
ま
直
観
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
明
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

的
な
認
識
す
な
わ
ち
学
知
を
獲
得
す
る
道
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
最
も
信
を
お
く
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
直
観
が
、
人
を
欺
く
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
直
観
の
定
義
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
直
観
と
は
、
純
粋
で
注
意
深
い
（
餌
瞥
け
①
昌
叶
躍
ω
）
精
神
の
把
握
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
わ
れ

わ
れ
が
理
解
す
る
も
の
に
つ
い
て
何
の
疑
い
も
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
ほ
ど
に
、
容
易
で
か
つ
判
明
な
（
自
一
ω
け
一
づ
O
酔
環
ω
）
把
握
の
こ
と

　
（
2
1
）

で
あ
る
。
」
先
に
引
用
し
た
「
直
観
は
、
知
性
が
経
験
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
及
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
経
験
的
認
識
の

す
べ
て
に
、
こ
の
よ
う
な
直
観
の
鋭
い
願
差
し
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
直
観
に
よ
っ
て
、
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
す
べ
て
の
単
純
本
質
を
判
明
に
認
識
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
精
神
の
直
観
は
単
純
本
質
の
す
べ
て
に
及
ぶ
」
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
単
純
本
質
に
つ
い
て
の
説
明
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
認
識
が
き
わ
め
て
明
瞭
か
っ

判
明
で
あ
っ
て
、
よ
り
判
明
に
認
識
さ
れ
る
さ
ら
に
多
く
の
も
の
に
精
神
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
ら
だ
け
を
単

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

純
本
質
と
呼
ぶ
。
…
…
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
こ
れ
ら
単
純
本
質
か
ら
複
合
さ
れ
て
い
る
。
」
し
か
も
、
「
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

単
純
本
質
と
、
そ
れ
ら
相
互
の
あ
る
種
の
混
合
な
い
し
複
合
を
除
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
理
解
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
真
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

認
識
は
ま
さ
に
、
「
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
単
純
本
質
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
他
の
も
の
を
複
合
す
る
か
を
判
明
に
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
存

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
単
純
本
質
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
他
の
も
の
を
複
合
す
る
か
を
判
明
に
知
る
」
と

い
う
こ
と
こ
そ
が
、
真
理
の
認
識
で
あ
り
学
知
の
獲
得
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
認
識
と
判
断
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思

え
る
の
で
あ
る
。
先
を
急
ぐ
よ
う
で
あ
る
が
、
判
断
は
認
識
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
単
純
本
質
か
ら
複
合
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
単
純
本
質
相
互
の
結
合
は
、
「
必
然
的
（
器
8
ω
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ω
巴
ゆ
）
で
あ
る
か
偶
然
的
（
8
註
品
魯
ω
y
で
あ
る
か
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
結
合
が
必
然
的
で
あ
る
場
舎
か
ら
見
て
い
こ
う
。
必
然
的
な
結
舎
と
い
う
の
は
、
「
両
者
が
相
互
に
分
離
し
て
い
る
と
わ
れ
わ

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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@
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

3
　
れ
が
判
断
す
る
な
ら
ば
、
い
ず
れ
を
も
判
明
に
把
握
し
え
な
い
」
よ
う
な
結
合
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
逆
に
賜
え
ば
、

　
　
単
純
本
質
は
直
観
に
よ
っ
て
こ
そ
判
明
に
把
握
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
結
合
を
有
す
る
よ
う
な
両
単
純
本
質
を
直
観
に

　
　
よ
っ
て
判
明
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
が
結
合
し
て
い
る
と
、
直
観
に
よ
っ
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
る
。
こ
こ
に
重
な
る
判
断
の
最
も
単
純
な
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
精
神
の
直
観
は
単
純
本
質
相
互
の
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
的
結
合
の
認
識
に
及
ぶ
」
の
で
あ
り
、
し
か
も
一
つ
の
真
な
る
判
断
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
単
純
で
真
な
る
判
断
が
直
観
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
と
誉
っ
て
も
、
事
態
と
し
て
は
同
じ
こ
と
を
指
し

　
　
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
知
性
は
、
直
観
に
よ
っ
て
、
単
純
本
質
を
必
然
的
に
結
び
付
け
る
と
い
う
、
最
も
単
純
で
真
な
る
判
断
を
下

　
　
す
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
知
性
が
下
し
う
る
麗
な
る
判
断
は
、
こ
の
よ
う
な
単
純
な
判
断
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
知
性
は
必
然
的
結
合
の
連

　
　
鎖
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
演
繹
（
畠
O
畠
⊆
O
肯
卿
O
）
で
あ
る
。

　
　
　
演
繹
と
は
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
、
確
実
に
知
ら
れ
た
駆
る
他
の
事
柄
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
純
本
質
と
い
う
用
語
を
使
え
ば
、
演
繹
と
は
、
知
性
が
直
観
し
た
彌
々

　
　
の
単
純
本
質
を
、
こ
れ
ま
た
知
性
が
直
観
し
た
必
然
的
結
合
に
よ
っ
て
相
互
に
結
び
付
け
、
こ
う
い
う
必
然
的
結
合
の
長
い
連
鎖
を
辿
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
な
が
ら
、
真
な
る
判
断
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
最
も
単
純
な
判
断
は
、
直
観
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
い
っ
て
も
よ
い
し
、
演
繹
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
真
な
る
判
断
が
、
直
観
さ
れ
う
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
長
い
連
鎖
を
辿
っ
て
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
そ

　
　
の
判
断
は
、
原
理
的
に
は
、
諸
単
純
本
質
及
び
そ
れ
ら
相
互
の
必
然
的
結
合
の
直
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
も
の

　
　
で
あ
る
。
直
観
が
知
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
判
断
も
知
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
ご
く
自
然

　
　
な
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
真
理
の
認
識
と
真
な
る
判
断
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
『
規
奇
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
　
冒
頭
の
規
嬬
に
あ
る
よ
う
に
、
学
知
を
獲
得
す
る
こ
と
の
四
輪
は
、
「
現
れ
出
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
堅
固
で
真
な
る
判
断
を
下
す
」



　
　
こ
と
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
真
理
の
認
識
す
な
わ
ち
学
知
の
獲
得
と
真
な
る
判
断
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
偶
然
的
な
結
合
の
車
舎
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
諸
々
の
単
純
本
質
か
ら
偶
然
的
に
複
合
さ
れ
て
い

　
　
る
事
柄
を
、
た
だ
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
は
一
つ
の
経
験
で
あ
り
知
性
に
よ
る
認
識
で
は
あ
っ
て
も
、

　
　
そ
れ
は
真
な
る
判
断
で
は
な
く
、
従
っ
て
学
事
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
知
性
は
諸
単
純
本
質
が
偶
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
そ

　
　
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
「
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
単
純
本
質
が
一
緒
に
集
ま
っ
て
他
の
も
の
を
複
合
す

　
　
る
か
を
判
明
に
」
知
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
　
こ
の
よ
う
な
経
験
そ
の
も
の
が
偽
な
る
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
も
し
知
性
が
、
…
…

　
　
想
像
力
が
感
覚
の
対
象
を
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
と
か
、
感
覚
が
事
物
の
真
の
形
を
帯
び
て
い
る
と
か
、
ま
た
外
的
事
物
は
そ
れ
が
現
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
そ
の
通
り
に
常
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
か
、
判
断
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
知
性
は
決
し
て
経
験
に
よ
っ
て
欺
か
れ
る
こ
と
は
な
い
」

　
　
の
で
あ
る
。
経
験
が
そ
の
ま
ま
偽
な
る
判
断
な
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
が
誤
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
は
、
た

　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
だ
、
わ
れ
わ
れ
が
真
と
信
ず
る
弓
柄
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ
っ
て
或
る
仕
方
で
複
合
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
か
「
わ
れ
わ
れ
自
身
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
「
何
で
あ

　
　
れ
不
分
明
な
こ
と
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
信
ず
る
の
は
、
…
…
意
志
の
働
き
」
で
あ
っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
意
志
の
こ
と
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
し
か
し
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
意
志
は
、
判
断
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
偽
な
る
判
断
す
な
わ
ち
誤
謬
に
お
い
て
、
主
要
な
役
割
を
果

　
　
た
す
も
の
で
は
な
い
の
か
。
第
四
省
察
が
、
「
何
故
わ
れ
わ
れ
は
誤
る
の
か
」
を
主
題
的
に
追
及
し
な
が
ら
、
意
志
の
本
質
で
あ
る
と
こ

　
　
ろ
の
決
定
の
自
由
（
一
一
び
①
騰
償
旨
　
　
国
『
σ
一
け
増
一
償
ヨ
）
の
正
し
く
な
い
使
用
に
、
誤
謬
の
原
因
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
断
の
主
体
を
意
志
に

　
　
　
（
3
4
）

　
　
帰
し
た
の
で
あ
れ
ぽ
、
『
規
則
論
』
に
お
い
て
も
、
判
断
の
主
体
を
意
志
と
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
　
　
し
か
し
、
『
規
則
論
』
そ
の
も
の
に
の
み
則
る
限
り
、
こ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
を
意
志
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
『
規
則
論
』
に
お
い

　
　
て
は
、
意
志
が
真
と
信
ず
る
も
の
は
、
信
仰
が
そ
の
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
単
純
本
質
の
必
然
的
結
合

333　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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献
質
学
研
四
究
　
鱗
弟
五
｝
日
五
十
六
昇
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

に
よ
る
明
証
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
不
分
明
な
る
こ
と
を
知
性
が
既
に
自
覚
し
て
い
る
事
柄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
不
分

明
で
あ
る
が
故
に
」
か
「
不
分
明
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
」
な
の
か
は
別
と
し
て
、
不
分
明
で
あ
る
と
知
性
が
知
っ
て
い
る
事
柄
を
信
じ
う

る
の
は
意
志
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
確
信
は
、
本
来
、
真
偽
を
問
う
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
『
規
劉
論
』
が
問
題
に
し
て

い
る
の
は
、
学
知
の
獲
得
に
関
わ
る
場
面
で
の
真
偽
で
あ
る
。
し
か
も
、
煙
雨
を
獲
得
し
う
る
の
は
知
性
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
の
も
知
性
の
こ
と
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
知
性
は
、
不
分
明
な
も
の
を
不
分
明
な
も
の
と
知
り
つ
つ
、
確
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
性
が
確
信
で
き
る
も
の
は
、
そ

れ
が
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
諸
単
純
本
質
と
必
然
的
結
合
と
か
ら
複
合
さ
れ
て
い
る
と
、
知
性
自
身
が
認
め
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
知
性
は
、
自
ら
が
経
験
す
る
事
柄
に
お
い
て
、
諸
単
純
本
質
と
そ
れ
ら
相
互
の
必
然
的
結
合
と
を
見
誤
り
、
自
分
自
身
で
諸
単
純

本
質
を
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
し
た
に
す
ぎ
な
い
判
断
を
真
で
あ
る
と
確
信
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
時
、
誤
謬
が
生
じ
う
る
。

「
経
験
が
し
ば
し
ば
人
を
欺
く
」
の
は
、
知
性
が
、
諸
単
純
本
質
が
偶
然
的
に
結
合
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
経
験
内
容
に
何
ら
か
の
必
然

性
を
見
出
し
た
と
誤
り
、
そ
う
い
う
偶
然
的
な
結
合
に
必
然
性
を
付
与
し
て
、
結
果
的
に
一
つ
の
誤
っ
た
判
断
を
形
成
し
そ
れ
を
確
信
す

る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
誤
謬
を
避
け
る
に
は
、
「
或
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
結
合
が
ま
っ
た
く
必
然
的
で
あ
る
と
直
観
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

限
り
、
決
し
て
そ
れ
ら
を
相
互
に
結
合
し
な
け
れ
ば
よ
い
」
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
判
断
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
艶
麗
も
偽
で
あ
る
場
合
も
、
単
純
本
質
と
必
然
的
結
合
と
い
う
認
識
の
用
語
で
語
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
確
か
に
『
規
翔
論
』
に
お
い
て
は
、
「
判
断
す
る
こ
と
」
と
「
認
識
す
る
こ
と
」
と
は
、
と
も
に
知
性
の
能
力
で
あ
る
と
さ
れ

な
が
ら
も
、
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
今
ま
で
児
て
き
た
よ
う
に
、
判
断
は
認
識
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
知
性
が
判
断
の
主
体
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
な
お
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
誤
謬
の
場
合
、
知
性
を
見
誤
ら
せ
複
合

を
促
す
も
の
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
も
の
と
知
性
と
の
関
係
を
明
確
に
し
な
い
限
り
、
真
な
る
判
断
は
と
も
か
く
、
誤
謬

に
つ
い
て
も
そ
の
責
任
を
知
性
に
負
わ
せ
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
知
性
と
、
そ
の
他
の
認
識
能
力
、
と
り
わ
け
想
像
力
と
の



関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

三
　
知
性
と
想
像
力

　
　
　
誤
謬
は
、
或
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
結
合
が
必
然
的
で
あ
る
と
直
観
し
て
い
な
い
の
に
、
知
性
は
そ
れ
ら
相
互
が
必
然
的
に
結
合
し

　
　
て
い
る
と
見
誤
り
、
自
ら
が
複
合
し
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
確
信
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
誤
謬
は
確
か
に
知
性
の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
「
純
粋
で
注
意
深
い
精
神
の
疑
い
え
な
い
把
握
」
で
あ
る
直
観
を
そ
の

　
　
本
領
と
す
る
知
性
が
、
何
故
、
そ
の
間
に
必
然
的
結
合
を
直
観
し
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
を
、
相
互
に
結
び
付
け
複
舎
す
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
か
。
も
し
、
必
然
的
結
合
を
見
誤
ら
せ
、
そ
の
よ
う
な
複
合
を
知
性
に
促
す
も
の
が
他
の
認
識
能
力
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
誤
謬
の

　
　
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
実
際
、
『
規
則
論
』
で
は
、
そ
の
よ
う
な
複
合
が
、
「
想
像
の
傾
向
性
（
象
呂
。
の
諜
。
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
ほ
と

　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
（
3
8
）

　
　
ん
ど
常
に
欺
く
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
直
観
を
定
義
す
る
際
に
も
、
直
観
は
「
不
当
に
捏
造
す
る
想
像
力
の
誤
っ
た
判
断
」
で
は

　
　
な
い
、
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
平
な
る
判
断
は
さ
て
お
き
、
誤
っ
た
判
断
は
想
像
力
が
下
す
も
の
で
は
な
い
の
か
。
あ

　
　
る
い
は
少
な
く
と
も
、
誤
謬
の
責
任
を
負
う
べ
き
は
想
像
力
で
は
な
い
の
か
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
想
像
力
も
認
識
能
力
の
一
つ
に
数
え

　
　
入
れ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
攣
る
種
の
認
識
が
そ
の
ま
ま
誤
っ
た
判
断
を
形
成
す
る
と
は
言
え
て
も
、
そ
の
誤
謬
の
責
任
が
知
性
に
あ
る
と

　
　
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
知
性
と
想
像
力
と
の
関
係
を
も
っ
と
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
想
像
力
と
は
何
な
の
か
。
『
規
則
論
』
の
機
械
論
的
生
理
学
的
説
明
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
外
部
感
覚
は
、
「
そ
れ
が
身
体
の
一
部
で

　
　
あ
る
限
り
、
…
…
た
だ
受
動
に
よ
っ
て
感
覚
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
蝋
が
印
章
か
ら
形
を
受
け
取
る
の
と
同
じ
仕
方
」
で
あ
っ
て
、

　
　
し
か
も
こ
れ
は
単
な
る
比
喩
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
、
外
部
感
覚
が
対
象
か
ら
受
け
取
っ
た
形
は
、

　
　
「
共
通
感
覚
（
の
2
ω
器
8
毒
ヨ
§
置
）
と
呼
ば
れ
る
身
体
の
儲
る
部
分
に
、
同
時
に
伝
わ
る
。
」
さ
ら
に
、
共
通
感
覚
は
、
「
こ
れ
ら
の
形
な

353　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
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363　
　
い
し
観
念
（
譜
珪
器
く
Φ
＝
畠
。
器
）
を
、
あ
た
か
も
蠣
に
刻
印
す
る
か
の
よ
う
に
、
想
像
な
い
し
想
像
力
の
中
に
形
成
す
る
た
め
に
、
印
章

　
　
の
役
割
を
果
た
す
」
の
で
あ
る
。
こ
の
想
像
な
い
し
想
像
力
は
、
「
身
体
の
実
際
の
部
分
」
す
な
わ
ち
脳
に
そ
の
場
所
を
持
ち
、
延
長
と

　
　
い
う
身
体
的
特
徴
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
形
な
い
し
観
念
」
と
い
う
の
は
、
厳
密
な
意
味
で
、
変
形
さ
れ
た
形
で
あ
り
、
　
一
定

　
　
の
大
き
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
想
像
力
は
身
体
の
一
部
に
場
所
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
多
数
の
形
を
そ
こ
に
保
持
し
保
存
し

　
　
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
想
像
力
が
こ
れ
ら
の
「
形
な
い
し
観
念
」
を
保
存
す
る
機
能
を
果
た
す
限
り
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
そ
れ
は
記
憶
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
機
械
論
的
説
明
の
当
否
を
問
う
必
要
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
現
代
の
生
理
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は

　
　
歴
史
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
注
目
し
た
い
の
は
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
想
像
力
と
は
、
あ
く
ま
で
身
体
の
側

　
　
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
物
体
的
運
動
に
還
元
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
誤
謬
が
、
想
像
力
の
判

　
　
断
に
よ
っ
て
生
じ
た
り
、
想
像
力
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
完
金
に
決
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
し
た
ら
、
判
断
と
い
う
働
き
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

　
　
そ
の
一
半
を
身
体
が
担
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
『
規
劉
論
』
に
お
け
る
判
断
論
が
不
十
分
半
あ
り
「
中
閾
的
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
所
以
は
、
判
断
の
一
部

　
　
を
精
神
に
帰
し
、
一
部
を
身
体
に
帰
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
こ
こ
に
、
『
規
劉
論
』
か
ら
『
省
察
』
へ
の
移
行
を

　
　
示
唆
す
る
も
の
を
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
『
省
察
』
出
版
の
前
年
、
一
六
四
〇
年
五
月
二
四
B
付
の
レ
ギ
ウ
ス
宛
書
簡
の
中

　
　
で
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
貴
方
は
、
…
…
的
外
れ
な
判
断
の
軽
率
さ
は
す
べ
て
、
身
体
の
配
置
（
器
ヨ
需
毎
日
窪
ε
ヨ
）

　
　
i
そ
れ
が
後
天
的
な
も
の
で
あ
れ
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
れ
一
に
依
存
す
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
私
は
こ
れ
を
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
　
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」

　
　
　
し
か
し
、
「
私
は
精
神
か
ら
区
別
さ
れ
た
身
体
を
持
つ
」
と
い
う
『
規
則
論
』
　
の
中
で
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
既
に
『
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

　
　
則
論
』
執
筆
の
時
点
で
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
と
身
体
と
の
間
に
明
確
な
区
別
を
立
て
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
想



　
　
像
力
そ
れ
自
体
が
判
断
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
確
か
に
、
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
後
期
諸
著
作
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
判
断
意
志
は

　
　
ま
だ
登
場
し
て
お
ら
ず
、
意
志
と
身
体
と
い
う
際
立
っ
た
対
照
に
よ
っ
て
、
想
像
力
に
よ
る
判
断
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

　
　
し
本
来
、
想
像
力
は
認
識
す
る
も
の
で
す
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
感
覚
す
る
に
し
ろ
想
像
す
る
に
し
ろ
、
そ
れ

　
　
は
精
神
の
働
き
な
の
で
あ
り
、
『
哲
学
原
理
』
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
思
惟
様
態
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
規
則
論
』
は
判
断
を
認
識
に
還
元

　
　
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
想
像
力
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
規
則
十
二
は
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
認
識
す
る
力
は
「
同
じ
】
つ
の
力
で
あ
っ
て
、
こ
の
力
が
、
想
像
力
を
介
し
て

　
　
共
通
感
覚
に
自
ら
を
向
け
る
（
ω
①
碧
忌
8
冨
）
場
合
に
は
、
《
見
る
》
《
触
れ
る
》
等
々
と
言
わ
れ
、
様
々
な
形
を
備
え
た
も
の
と
し
て
の

　
　
想
像
力
だ
け
に
自
ら
を
向
け
る
場
合
に
は
《
想
起
す
る
》
と
言
わ
れ
、
新
し
い
形
を
作
る
た
め
に
そ
の
想
像
力
に
自
ら
を
向
け
る
盛
合
に

　
　
は
、
《
想
奏
す
る
》
な
い
し
《
思
い
浮
か
べ
る
》
と
言
わ
れ
、
最
後
に
、
た
だ
そ
の
力
だ
け
が
働
く
場
合
に
は
、
《
理
解
す
る
》
と
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
力
が
単
独
で
働
く
場
合
、
そ
れ
は
「
純
粋
な
知
性
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
作

　
　
用
を
通
じ
て
、
そ
の
本
来
的
な
担
い
手
は
知
性
な
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
は
、
認
識
の
た
め
に
わ
れ

　
　
わ
れ
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
た
だ
四
つ
の
能
力
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
す
な
わ
ち
、
知
性
、
想
像
力
、
感
覚
、
そ
し
て
記
憶
で
あ
る
」
と

　
　
言
わ
れ
て
は
い
て
も
、
認
識
す
る
の
は
知
性
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
能
力
は
知
性
の
認
識
の
言
わ
ば
補
助
手
段
な
の
で
あ
る
。
想
像
力
は
、

　
　
自
ら
の
内
に
描
か
れ
て
い
る
像
（
　
ヨ
⇔
α
q
O
）
を
知
性
に
提
示
す
る
と
い
う
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
想
像
力
は
、

　
　
知
性
の
把
握
の
働
き
に
伴
わ
れ
仕
上
げ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
も
、
想
像
力
そ
れ
自
体
が
認
識
を
担
う
も
の
で
は
な
く
、
認
識
は
本
来
的
に
は
知
性
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
『
省
察
』

　
　
以
降
も
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
た
見
解
な
の
で
あ
る
。
『
省
察
』
出
版
の
直
前
、
一
六
四
一
年
四
月
二
一
日
付
の
メ
ル
セ
ン
ヌ

　
　
宛
書
簡
の
中
で
、
『
省
察
』
　
の
内
容
に
関
す
る
メ
ル
セ
ン
ヌ
の
質
問
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。
　
「
私
が
想
像

　
　
（
弓
蝉
σ
q
ぎ
当
。
）
を
コ
脱
獄
チ
オ
（
8
ひ
q
冨
ま
）
な
い
し
思
惟
（
需
給
σ
Φ
）
の
定
義
の
中
に
含
め
た
こ
と
と
、
私
が
そ
れ
ら
首
際
を
そ
こ
か

373
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九
一



　
　
　
　
　
　
哲
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研
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五
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五
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

383　
　
ら
排
除
し
た
こ
と
と
で
は
、
そ
の
意
味
が
異
な
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
何
事
か
を
想
像
す
る
た
め
に
脳
に
な
く
て
は
な
ら

　
　
な
い
と
こ
ろ
の
形
な
い
し
物
体
的
形
象
が
、
コ
ギ
タ
チ
オ
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
想
像
す
る
精
神
の
作
用
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
り
、
こ
れ
ら
の
形
象
の
方
に
向
か
う
精
神
の
作
用
、
こ
れ
が
コ
ギ
タ
チ
オ
な
の
で
す
。
」
先
に
『
規
則
論
』
か
ら
引
用
し
た
、
知
性
が
い

　
　
か
に
し
て
感
覚
し
、
想
像
し
、
理
解
す
る
か
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
と
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
想
像
力
が
身
体
的
機
能
で
あ
る
限
り
、
認
識
に
お
い
て
主
導
的
な
地
位
を
持
ち
え
な
い
、
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
見
解
は
一
貫
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
る
。
後
期
諸
著
作
と
『
規
則
論
』
と
の
判
断
論
に
お
け
る
相
違
は
、
想
像
力
が
判
断
す
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
認
識
と

　
　
判
断
と
を
賜
確
に
区
劉
す
る
前
者
に
お
い
て
は
、
想
像
力
は
、
補
助
的
な
仕
方
で
あ
る
に
し
ろ
、
認
識
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
故

　
　
に
、
判
断
の
担
い
手
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
判
断
を
認
識
に
還
元
し
て
い
る
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
想
像
力
は
、
補
助
的
な

　
　
仕
方
で
し
か
認
識
に
関
わ
ら
な
い
が
故
に
、
自
ら
判
断
を
下
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
想
像
力
は
、
た
と
え
誤
謬

　
　
に
し
か
関
わ
ら
な
い
と
し
て
も
、
自
ら
偽
な
る
判
断
を
下
す
主
体
で
は
あ
り
え
な
い
。
確
か
に
、
先
に
幾
つ
か
引
用
し
た
よ
う
に
、
想
像

　
　
力
自
身
が
誤
謬
を
犯
し
た
り
、
あ
る
い
は
誤
謬
の
決
定
的
原
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
記
述
が
、
『
規
剰
論
』
に
し
ば
し
ば
見
出

　
　
せ
る
。
し
か
し
、
想
像
力
は
あ
く
ま
で
、
知
性
を
誤
ら
せ
る
材
料
を
提
供
し
う
る
の
み
で
あ
っ
て
、
『
省
察
』
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
は
「
質
料
的
虚
偽
（
h
帥
剛
ω
一
け
9
ω
　
5
P
帥
鉾
①
触
一
P
囲
一
ω
）
」
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ま
し
て
、
想
像
力
が
真
な
る
判
断
を
下
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
『
規
則
論
』
後
半
に
お
い
て
は
し
ば
し
ぼ
、
知
性
が
想

　
　
像
力
や
そ
の
他
の
認
識
能
力
の
助
け
を
借
り
る
よ
う
に
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
規
鋼
十
二
に
お
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
な
し

　
　
う
る
こ
と
の
内
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
い
か
な
る
も
の
を
も
、
は
か
ら
ず
も
見
落
と
す
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
知
性
は
、
想
像
力
、
感
覚
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
記
憶
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
十
四
規
則
は
、
数
学
の
問
題
の
よ
う
に
「
完
全
に
理
解
さ
れ
る
」

　
　
問
題
を
取
り
扱
う
際
の
規
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
「
問
題
は
、
物
体
の
実
在
的
延
長
に
移
さ
れ
、
問
題
全
体
が
あ
ら
わ
な
図
形
に
よ
っ

　
　
て
想
像
力
に
提
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
問
題
は
遙
か
に
判
明
に
知
性
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
で



　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
こ
で
も
、
想
像
力
は
や
は
り
知
性
の
助
け
と
な
り
う
る
も
の
で
し
か
な
く
、
「
問
題
を
遙
か
に
判
明
に
認
知
す
る
」
の
は
知

　
　
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
ら
わ
な
図
形
が
想
像
力
に
提
示
さ
れ
、
知
性
が
想
像
力
に
描
か
れ
た
像
を
介
し
て
そ
の
図
形
を
把
握
す
る

　
　
に
し
て
も
、
図
形
あ
る
い
は
像
そ
れ
自
身
が
真
理
を
保
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
図
形
あ
る
い
は
像
は
、
知
性
に
よ
る
真

　
　
理
の
把
握
を
容
易
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
真
理
は
あ
く
ま
で
、
知
性
が
把
握
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
図
形
の
使
用
に
ょ
っ

　
　
て
、
「
多
く
の
こ
と
を
、
目
そ
の
も
の
に
は
或
る
程
度
示
し
、
し
か
る
べ
き
推
論
に
よ
っ
て
結
論
し
て
は
い
て
も
、
こ
れ
ら
が
何
故
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
な
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
見
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
精
神
そ
の
も
の
に
十
分
に
示
し
て
い
な
い
」

　
　
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
数
学
老
の
通
弊
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
精
神
そ
の
も
の
」
と
は
、
明
ら
か
に
知
性
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
想
像
力
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
の
認
識
が
容
易
に
な
る
も
の
な
ら
ば
、
大
い
に
想
像
力
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
し

　
　
か
し
、
そ
れ
を
正
し
く
用
い
う
る
の
は
知
性
で
あ
る
。
一
六
四
三
年
六
月
二
八
日
付
の
エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
書
簡
の
中
で
も
、
第
十
四
規
則
と

　
　
同
様
に
、
問
題
に
よ
っ
て
は
想
像
力
を
大
い
に
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
勧
め
て
い
る
。
「
物
体
、
　
つ
ま
り
延
長
・
形
・
運
動
は
、
知
性

　
　
だ
け
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
う
る
も
の
で
す
が
、
想
籐
力
の
助
け
を
借
り
た
知
性
に
よ
っ
て
、
遙
か
に
よ
く
認
識
さ
れ
る
の
で
す
。
…
…

　
　
数
学
の
勉
強
は
、
図
形
や
運
動
の
考
察
に
際
し
て
、
主
と
し
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
も
の
で
す
か
ら
、
物
体
に
つ
い
て
の
非
常
に
判
明
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
概
念
（
ロ
。
二
〇
”
）
を
形
成
す
る
の
に
わ
れ
わ
れ
を
慣
れ
さ
せ
る
の
で
す
。
」
数
学
の
勉
強
に
よ
っ
て
、
知
性
は
、
想
像
力
を
正
し
く
用
い
る

　
　
こ
と
に
慣
れ
る
の
で
あ
る
。
想
像
力
を
正
し
く
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
知
性
の
真
理
認
識
を
助
け
る
の
で
あ
り
、
想
像
力
を
正
し
く
用
い
な

　
　
い
時
一
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
、
想
像
力
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
の
に
そ
れ
を
用
い
る
場
合
も
含
ま
れ
る
一
、
想
像
力
は
、
言
わ
ば
誤

　
　
謬
の
質
料
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
認
識
に
際
し
て
の
想
像
力
の
使
用
に
、
『
規
則
論
』
の
判
断
論
か
ら
後
期
諸
著
作
の
判
断
論
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
も
の
を
認
め
る
こ

　
　
と
は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
想
像
力
を
使
用
す
る
の
は
知
性
で
あ
り
、
知
性
が
認
識
の
主
体
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
既
に
見

脚　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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た
よ
う
に
、
『
規
則
論
』
で
は
、
判
断
は
認
識
に
還
元
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
想
像
力
を
用
い
る
か
否
か
に
関
お
ら
ず
、
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

性
が
認
識
す
る
の
で
あ
り
、
知
性
が
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
「
真
理
や
虚
偽
は
、
本
来
的
に
は
、
た
だ
知
性
の
内
に
し
か
あ
り
え
な
い
」

の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
判
断
論
そ
の
も
の
の
中
に
、
判
断
意
志
へ
の
移
行
を
示
唆
す
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
知
性
が
認
識
し
判
断

す
る
と
い
う
事
態
の
根
底
に
存
す
る
前
提
を
取
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

四
　
単
純
本
質
と
実
在

　
『
規
則
論
』
の
知
性
は
、
認
識
し
、
し
か
も
判
断
を
下
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
、
凋
断
が
、
諸
単
純
本
質
と
そ
れ
ら

相
互
の
必
然
的
結
合
と
い
う
、
認
識
の
用
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
う
る
た
め
に
、
結
局
は
認
識
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
も
う
一
つ
、
そ
の
認
識
の
主
体
が
、
た
と
え
他
の
認
識
能
力
の
助
け
を
借
り
る
に
し
ろ
、
本
来
的
に
は
知
性
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
知
性
は
、
諸
単
純
本
質
と
そ
れ
ら
相
互
の
必
然
的
結
合
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
点
を
吟
味
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
、
規
則
十
二
に
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
以
下
に
引
用
し
よ
う
。

　
「
燗
々
の
事
物
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
関
す
る
秩
序
に
お
い
て
は
（
貯
o
a
ぎ
①
蝕
8
α
q
無
二
〇
器
濤
）
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
、

そ
れ
ら
が
現
に
実
在
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
（
づ
戦
O
信
偉
　
『
①
〈
O
目
P
　
Φ
×
一
u
陰
稗
Φ
『
①
）
語
る
の
と
は
、
異
な
っ
た
仕
方
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
例
え
ば
、
延
長
を
も
ち
形
を
も
っ
た
或
る
物
体
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
無
論
、
そ
の
物
体
が
、
事
物
の
側
か
ら
す
れ

ば
（
β
ユ
　
　
娼
P
「
肯
①
　
　
同
①
一
）
或
る
一
つ
の
単
純
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
意
味
で
は
、
そ
の
物
体
は
、
物

体
性
（
爵
貯
鑓
8
巷
9
ω
）
と
延
長
と
形
と
か
ら
複
合
さ
れ
て
い
る
、
と
は
言
わ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ

ら
の
部
分
は
、
互
い
に
他
か
ら
分
か
た
れ
て
実
在
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
と
い
う
観

点
か
ら
す
る
な
ら
ば
（
冨
。
・
窟
。
貯
ぎ
8
濠
9
拐
昌
。
ω
9
）
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
体
を
、
そ
れ
ら
三
つ
の
本
質
か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
と
呼
ぶ
。



　
　
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
個
々
の
本
質
を
別
々
に
理
解
し
た
後
で
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
三
つ
の
本
質
が
一
つ
の
同
じ
基
体

　
　
（
ω
口
び
一
〇
〇
梓
¢
5
P
）
に
同
時
に
見
出
さ
れ
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
知
性
に

　
　
よ
っ
て
認
知
さ
れ
る
限
り
で
（
ρ
轟
三
g
ヨ
ぎ
ぎ
琶
δ
。
ε
O
Φ
a
嘗
）
し
か
、
事
物
に
つ
い
て
論
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
た

　
　
だ
次
の
よ
う
な
も
の
だ
け
を
単
純
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
認
識
が
き
わ
め
て
明
瞭
か
つ
判
明
で
あ
っ
て
、
よ

　
　
り
判
明
に
認
識
さ
れ
る
更
に
多
く
の
も
の
に
精
神
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
ら
だ
け
を
単
純
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
　
例
え
ば
、
形
、
延
長
、
運
動
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
他
の
も
の
は
す
べ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
こ
れ
ら
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
　
か
ら
複
合
さ
れ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
諸
々
の
単
純
本
質
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
関
す
る
秩
序
に
お
い
て
」
、
「
わ
れ
わ
れ
の
知
性
と
い
う
観
点
か
ら
」
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

　
　
っ
て
、
「
精
神
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
え
な
い
」
単
純
性
を
も
つ
が
故
に
、
単
純
本
質
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
純
本
質
は
、
デ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
ル
ト
の
成
熟
し
た
思
想
に
お
い
て
広
い
意
味
で
観
念
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
性
質
を
、
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ

　
　
れ
は
、
「
何
も
の
か
の
表
現
と
し
て
思
惟
の
中
に
あ
る
」
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
観
念
と
実
在
と
の
対
応

　
　
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
保
証
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
在
に
関
す
る
判
断
を
い
っ
さ
い
下
せ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
確
か
に
デ
カ
ル
ト
は
、
単
純
本
質
の
中
に
「
実
在
（
Φ
惹
ω
富
纂
ε
」
を
数
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
疑
問
に
答
え
て
い
る
か
の

　
　
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
観
念
で
あ
る
以
上
、
困
難
は
何
も
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を
も
う
少
し

　
　
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
規
則
十
二
に
お
い
て
、
完
全
な
枚
挙
と
は
言
い
難
い
が
、
単
純
本
質
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
単
純
本
質
は
、
三
つ
の

　
　
主
要
な
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
の
類
に
属
す
る
も
の
は
、
純
粋
に
知
性
的
な
も
の
（
一
昌
け
O
一
一
〇
〇
紳
儒
⇔
一
〇
ω
）
で
あ
り
、
第
二
の
類
に
属
す
る
も
の

　
　
は
、
純
粋
に
物
質
的
な
も
の
（
5
P
四
什
O
触
一
洗
一
⑦
ω
）
で
あ
り
、
第
三
の
類
は
、
知
性
的
な
も
の
と
物
質
的
な
も
の
の
両
方
に
共
通
な
も
の
（
8
旨
・

　
　
ヨ
§
①
ω
）
で
あ
る
。
純
粋
に
知
性
的
な
単
純
本
質
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
物
体
的
な
も
の
の
像
の
助
け
を
ま
つ

脇　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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3
　
た
く
借
り
ず
に
」
、
つ
ま
り
身
体
的
な
感
覚
や
想
像
力
の
い
か
な
る
助
け
を
も
借
り
る
こ
と
な
く
、
知
性
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
こ
の
第
】
の
類
の
例
と
し
て
は
、
「
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
」
「
疑
う
と
い
う
こ
と
」
「
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
」
な
ど
が
挙
げ
ら

　
　
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
類
に
属
す
る
単
純
本
質
は
、
「
物
体
の
う
ち
に
存
す
る
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
え
な
い
」
も
の
で

　
　
あ
っ
て
、
形
、
延
長
、
運
動
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
も
、
そ
の
主
体
は
知
性
で
あ
る
が
、
想
像
の
内

　
　
に
形
成
さ
れ
た
像
に
よ
っ
て
、
知
性
は
よ
り
容
易
に
そ
れ
ら
を
認
識
で
き
る
。
第
三
の
類
に
属
す
る
単
純
本
質
は
「
共
通
的
」
と
呼
ば
れ

　
　
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
類
に
属
す
る
単
純
本
質
が
、
「
物
体
的
な
事
物
に
も
精
神
に
も
、
区
溺
な
く
帰
せ
ら
れ
う
る
も
の
」
だ
か
ら
で
あ

　
　
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
単
純
本
質
は
、
「
純
粋
な
知
性
に
よ
っ
て
も
、
物
質
的
な
事
物
の
像
を
直
観
す
る
知
性
に
よ
っ
て
も
、
認
識
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
う
る
。
」
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
単
純
本
質
の
例
の
一
つ
と
し
て
、
「
実
在
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
従
っ
て
、
精
神
に
関
し
て
で
あ
れ
物
体
に
関
し
て
で
あ
れ
、
そ
こ
に
、
こ
の
「
実
在
」
と
い
う
単
純
本
質
を
薗
観
で
き
た
な
ら
ば
、

　
　
「
そ
う
い
う
精
神
な
い
し
物
体
は
実
在
す
る
」
と
即
座
に
判
断
で
き
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
単
純
本
質
が
観
念
で
あ
る
以
上
、

　
　
そ
の
よ
う
な
判
断
は
下
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
知
性
は
せ
い
ぜ
い
、
「
私
に
は
、
認
る
も
の
が
実
在
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
」
と
言
え
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
「
実
在
」
と
い
う
単
純
本
質
は
、
精
神
な
い
し
物
体
に
関
し
て
直
接
に
直
観
さ
れ
る
も
の
で
は

　
　
な
く
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
直
観
さ
れ
る
何
ら
か
の
単
純
本
質
と
必
然
的
結
合
を
有
す
る
も
の
と
し
て
し
か
、
直
観
さ
れ
え
な
い
と
し
て
も
、

　
　
同
様
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
精
神
あ
る
い
は
物
体
に
関
し
て
、
何
ら
か
の
単
純
本
質
を
知
性
が
直
観
し
、
し
か
も
そ
れ
と
同
蒔
に
、
そ

　
　
の
単
純
本
質
と
こ
の
「
実
在
」
と
い
う
単
純
本
質
と
の
必
然
的
結
合
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
「
肖
る
も
の
に
お
い
て
、

　
　
し
か
じ
か
の
単
純
本
質
が
直
観
さ
れ
た
な
ら
ぽ
、
そ
の
も
の
が
実
在
す
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
と
言
え
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

　
　
「
疑
う
精
神
が
実
在
す
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
と
か
「
延
長
し
て
い
る
物
体
が
実
在
す
る
の
は
必
然
的
で
あ
る
」
、
と
言
う
に
と
ど
ま

　
　
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
単
純
本
質
と
必
然
的
結
合
と
に
よ
っ
て
知
性
が
下
せ
る
判
断
は
、
「
し
か
じ
か
の
も
の
が
実
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
乏
こ



　
　
う
ま
で
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
「
し
か
じ
か
の
も
の
が
実
在
す
る
」
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め

　
　
に
は
、
　
一
六
四
二
年
三
月
に
メ
ル
セ
ン
ヌ
に
宛
て
た
書
簡
の
中
に
見
ら
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
言
明
、
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
が
実
在
し
な
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
け
に
は
い
か
な
い
、
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
在
す
る
」
と
い
う
言
明
が
、
証
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
も
っ
と
一
般
的
に
言
え
ば
、
「
私
が
き
わ
め
て
明
晰
か
っ
判
明
に
認
知
す
る
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
明
証
性

　
　
の
～
般
規
則
」
が
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
の
規
則
を
証
明
す
る
こ
と
が
、
『
省
察
』
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
『
規
翔
論
』
で
は
こ
の
規
則
に
つ
い
て

　
　
の
言
及
は
ま
っ
た
く
な
い
。
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
知
性
の
直
観
は
「
不
可
疑
で
容
易
か
っ
判
明
な
把
握
」
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
し
強
調
さ
れ
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
「
自
ら
が
実
在
す
る
こ
と
（
ω
Φ
　
O
×
一
ω
け
O
貝
O
）
」
を
直
観
で
き
る
し
、
延
長
や
形
は
「
既
に
知
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
存
在
者
（
o
暮
ド
冨
ヨ
き
鍵
）
」
で
あ
る
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
知
性
の
直
観
的
把
握
に
全
幅
の
信
頼
を
置
き
、
そ
の
把

　
　
握
が
、
実
在
に
関
わ
る
真
理
に
も
及
ぶ
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
証
性
の
一
般
規
則
を
証
明
す
る
必
要
を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
は
な

　
　
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
単
純
本
質
は
単
に
何
も
の
か
の
表
現
と
し
て
思
惟
の
中
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
何
か
実
在

　
　
的
な
性
質
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
実
際
、
単
純
本
質
は
、
認
識
さ
れ
た
事
物
を
観
念
と
し
て
構
成
す
る
、
認
識
上
の
構
成
要
素
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
事
物
を
実
際

　
　
に
構
成
す
る
要
素
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
『
規
則
論
』
の
中
で
、
単
純
本
質
が
実
在
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
と
明
言
し

　
　
て
い
る
箇
所
は
な
い
。
し
か
し
、
単
純
本
質
の
三
つ
の
分
類
を
説
明
す
る
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
純
粋
に
物
質
的
な
」
単
純
本
質
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
「
物
体
の
う
ち
に
存
す
る
（
ぎ
8
6
0
ユ
σ
房
Φ
ω
器
）
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
純
粋
に
知
性
的
な
」
単
純
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

　
　
質
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
こ
の
よ
う
な
も
の
が
幾
つ
か
存
在
す
る
（
舘
ω
。
）
の
は
確
実
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
も
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
う
ち
に
単
純
本
質
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
物
の
実
在
は
、
疑
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
先
に
引
用
し
た
、
単
純
本
質
を
説
明
し
て
い
る
文
章
か
ら
も
、
そ
の
こ
と
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
「
個
々
の
事
物
は
、

脇　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

3
　
わ
れ
わ
れ
の
認
識
に
関
す
る
秩
序
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
れ
ら
が
現
に
実
在
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
語

　
　
る
の
と
は
、
異
な
っ
た
仕
方
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
個
々
の
本
質
を
別
々
に
理
解
し
た
後
で
は
じ
め
て
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

　
　
そ
れ
ら
の
単
純
本
質
が
二
つ
の
同
じ
基
体
に
同
時
に
見
出
さ
れ
る
」
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
個
々
の

　
　
事
物
は
、
そ
の
う
ち
に
い
く
つ
か
の
単
純
本
質
を
わ
れ
わ
れ
が
認
識
す
る
以
上
、
「
一
つ
の
同
じ
基
体
」
と
し
て
「
実
在
し
て
い
る
」
の

　
　
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
基
体
の
う
ち
に
単
純
本
質
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
事
物
の
う
ち
に
存
す
る
諸
々
の
単
純
本
質
の
複
合
と
し
て
し
か
、
そ
れ
の
実
在
を
認
め
る
こ
と

　
　
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
測
る
事
物
の
う
ち
に
何
ら
か
の
単
純
本
質
が
直
観
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
物
が
実
在
す
る
か
否
か
は
も
は
や

　
　
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
実
在
し
て
い
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
証
罪
す
る
の
が
、
そ
の
事
物
の
う
ち
に

　
　
存
在
し
、
そ
れ
を
実
際
に
構
成
し
て
い
る
単
純
本
質
で
あ
る
。

　
　
　
す
な
わ
ち
、
回
る
事
物
の
内
に
存
す
る
何
ら
か
の
単
純
本
質
が
直
観
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
物
は
、
明
証
性
の
一
般
規
則
を
経
る
こ

　
　
と
な
く
、
そ
れ
ら
単
純
本
質
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、
認
識
す
る
知
性
に
よ
っ
て
自
ら
の
実
在
を
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、

　
　
そ
の
よ
う
な
単
純
本
質
が
い
っ
さ
い
直
観
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
事
物
は
、
単
純
本
質
が
存
す
る
単
体
で
は
な
い
が
故
に
、
そ
の
実
在
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
規
則
論
』
で
は
「
単
純
本
質
の
欠
如
（
託
言
9
銘
。
）
や
否
定
（
器
α
q
銀
。
と
も
単
純
本
質
に
数
え
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
故
に
、
単
純
本
質
を
直
観
し
う
る
知
性
は
、
実
在
に
関
わ
る
判
断
を
も
含
め
て
、
肯
定
あ
る
い
は
否
定
の
あ
ら
ゆ
る
判
断
を
下
す
こ

　
　
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
、
単
純
本
質
が
、
単
な
る
観
念
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
実
在
す
る
事
物
の
う
ち

　
　
に
存
在
し
、
そ
の
事
物
を
実
際
に
構
成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
キ
ー
リ
ン
グ
は
、

　
　
単
純
本
質
の
詳
細
な
分
析
を
通
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
「
認
識
論
的
観
念
論
者
」
で
は
な
い
と
主
張
し
、
「
単
純
本
質
は
、
観
念
の
外
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

　
　
実
在
（
①
×
け
騰
鈴
■
5
P
う
Φ
酔
鋤
一
　
触
Φ
P
一
一
け
《
）
の
墓
実
的
な
構
成
成
分
（
8
話
葺
窪
く
の
）
で
あ
る
」
と
　
霞
っ
て
い
る
。

　
　
　
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
純
本
質
は
実
在
の
構
成
成
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
実
在
を
構
成
す
る
最



　
小
単
位
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
単
独
の
実
在
者
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
認
識
す
る
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
が
明
晰
判
明
に
認
識
し
う
る
最
小
単
位
な
の
で
あ
り
、
ア
ム
ラ
ソ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
明
証
性
の
ア
ト
ム
　
（
四
什
0
5
P
①
　
　
仙
脚
O
一
く
自
Φ
口
O
Φ
）
」

　
　
な
の
で
あ
る
。
単
純
本
質
は
、
そ
れ
が
知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
観
念
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
単
純
本
質
は
、
観
念
と
し
て
の
単
純
性
を
極
限
に
ま
で
お
し
す
す
め
た
結
果
得
ら
れ
る
、
抽
象
的
な
普
遍

　
概
念
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
デ
カ
ル
ト
自
身
、
　
こ
の
点
に
関
し
て
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
門
時
折
わ
れ
わ
れ
が
諸
々
の
単
純
本
質
そ

　
　
れ
自
身
か
ら
抽
象
す
る
よ
う
な
も
の
も
、
決
し
て
（
複
合
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
）
除
外
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
形
は
延
長
す

　
　
る
事
物
の
限
界
（
δ
Φ
門
5
P
一
P
霞
。
陰
）
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
が
言
う
場
合
一
こ
の
時
、
限
界
と
い
う
の
は
、
形
よ
り
も
さ
ら
に
一
般
的
な
或
る
も

　
　
の
を
意
味
す
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
持
続
の
限
界
と
か
運
動
の
限
界
等
と
い
う
こ
と
も
、

　
確
か
に
言
わ
れ
う
る
か
ら
な
の
で
あ
る
一
が
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
限
界
と
い
う
意
味
は
な
る
ほ
ど
形
か
ら
抽
象
さ
れ
て

　
　
い
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
（
限
界
は
）
形
よ
り
も
単
純
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く

　
　
て
む
し
ろ
、
限
界
は
、
持
続
や
運
動
の
端
（
①
M
《
け
村
O
コ
P
山
け
帥
ω
）
と
い
う
よ
う
な
、
形
と
は
種
類
の
ま
っ
た
く
異
な
る
他
の
事
物
に
も
ま
た
適

　
　
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
他
の
事
物
か
ら
も
ま
た
抽
象
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
限
界
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

　
　
く
の
本
質
か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
た
だ
多
義
的
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
単
純
本
質
は
、
実
在
す
る
事
物
を
構
成
す
る
と
い
う
具
体
性
を
失
わ
な
い
限
り
で
、
単
純
な
の
で
あ
り
「
明
証
性
の
ア
ト
ム
」
な
の
で

　
　
あ
る
。
単
純
本
質
は
、
観
念
的
な
性
格
と
実
在
的
な
性
格
を
併
せ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
キ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
に
、
「
単
純
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

　
　
質
は
観
念
で
は
な
く
、
本
質
的
な
存
在
の
要
素
（
O
昌
け
四
一
　
Φ
一
Φ
鷺
P
Φ
P
け
ω
）
で
あ
る
」
と
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
単
純
本
質
は
、

　
　
観
念
で
も
あ
り
、
「
存
在
の
要
素
」
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
実
在
」
が
「
物
体
的
な
事
物
に
も
精
神
に
も
、
区
別
な
く
帰
せ
ら
れ

　
　
う
る
」
共
通
的
な
単
純
本
質
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
単
純
本
質
が
、
観
念
で
も
あ
り
、
実
在
す
る
事
物
を
実
際
に
構
成
す
る
も
の
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463　
　
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
の
、
一
つ
の
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単
純
本
質
が
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、

　
　
『
規
則
論
』
に
お
け
る
知
性
は
、
い
わ
ば
明
証
性
の
一
般
規
則
を
飛
越
え
て
、
実
在
を
直
接
把
握
す
る
も
の
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
を

　
　
下
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
結

論

　
デ
カ
ル
ト
が
『
規
則
論
』
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
判
断
論
の
根
底
に
は
、
明
証
性
の
一
般
規
則
を
不
問
に
付
し
て
、
単
純
本
質
が
観

念
で
も
あ
り
実
在
を
構
成
す
る
要
素
で
も
あ
る
と
す
る
前
提
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
を
支
え
る
も
の
は
何
か
と
い
え

ぽ
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
の
直
観
が
明
晰
判
明
で
不
可
疑
の
把
握
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

う
な
直
観
に
よ
っ
て
「
単
純
本
質
に
僅
か
で
も
触
れ
る
な
ら
ば
、
…
…
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
単
純
本
質
を
完
全
に
認
識
す
る
」
は
ず
で
あ
る

か
ら
、
或
る
事
物
の
う
ち
に
存
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
単
純
本
質
は
、
そ
の
ま
ま
実
在
す
る
事
物
の
構
成
要
素
に
な
り
え
た
の
で

あ
る
。
こ
の
直
観
に
よ
る
把
握
の
虜
証
性
そ
の
も
の
に
反
省
の
闘
が
向
け
ら
れ
る
時
、
も
は
や
明
証
性
の
一
般
規
則
を
不
問
に
付
す
こ
と

は
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
隠
、
知
性
の
判
断
論
か
ら
意
志
の
判
断
論
へ
の
移
行
が
開
始
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
規
則
を
知
性
に
よ
っ
て
確
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
明
晰
判
明
で
不
可
急
な
直
観
を
そ
の
本
分
と
す
る
知

性
が
、
自
ら
の
明
証
的
認
識
そ
の
も
の
を
、
さ
ら
に
遡
っ
て
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
知
性
は
無
限
遡
及
に
陥
る
だ

け
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
『
省
察
』
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
明
証
性
の
一
般
規
鋼
を
証
明
す
る
た
め
に
、
ま
ず
認
識
能
力
を
疑
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

こ
れ
が
第
一
省
察
で
遂
行
さ
れ
る
捜
疑
で
あ
る
。
こ
の
懐
疑
は
、
わ
れ
わ
れ
を
常
に
欺
く
「
悪
意
を
も
っ
た
霊
（
α
q
の
三
拐
ヨ
豊
σ
q
建
ω
）
」

の
設
定
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
明
晰
判
明
な
認
識
を
疑
う
、
い
わ
ゆ
る
「
誇
張
的
懐
疑
（
儀
。
馨
。
ξ
℃
巽
σ
o
嵩
ρ
露
）
」
に
至
る
。
こ
の
よ
う
な

懐
疑
を
主
体
的
に
遂
行
す
る
も
の
は
、
知
性
が
明
晰
判
明
に
認
識
し
た
事
柄
の
真
理
性
を
疑
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
知
性
で
は
あ
り
え
な



　
い
。
『
規
則
論
』
の
立
場
な
ら
ば
、
知
性
は
明
晰
判
明
に
認
識
し
た
時
点
で
、
そ
れ
を
真
で
あ
る
と
判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
知

　
性
そ
の
も
の
が
欺
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
『
省
察
』
に
お
い
て
誇
張
的
懐
疑
を
遂
行
す
る
の
は
、
精
神
の
も
う
一
つ
の

　
働
き
、
即
ち
意
志
で
あ
る
。
「
ほ
ん
の
僅
か
で
も
そ
の
実
在
に
つ
い
て
疑
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
す
べ
て
実
在
し
な
い
」
と
、
精
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
）

　
　
『
自
ら
に
固
有
の
自
由
を
用
い
て
」
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
も
疑
う
こ
と
の
で
き
る
最
終
的
な
根
拠
は
、
「
悪
意
を
も
っ
た
霊
」
の
設
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
自
体
、
知
性
の
な
し
う

　
る
こ
と
で
は
な
い
。
懐
疑
は
、
知
性
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
明
証
的
認
識
に
敢
え
て
疑
い
を
差
し
挾
む
「
絶
対
的
な
」
意
味
で
の
意
志
に
よ
っ

　
　
て
、
そ
の
究
極
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
四
五
年
二
月
九
日
付
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
の
中
で
、
次
の
よ

　
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
ま
っ
た
く
明
証
的
な
理
由
が
私
を
一
方
の
側
へ
と
動
か
す
揚
合
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
践
的
に
言
え
ば

　
　
（
ヨ
。
芭
冨
憎
δ
ρ
器
a
o
）
、
反
対
の
側
へ
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
の
で
す
が
、
絶
対
的
に
は
（
筈
ω
9
葺
。
）
そ
う
し
た
こ

　
　
と
も
あ
り
う
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
明
晰
に
知
ら
れ
て
い
る
善
を
追
及
し
た
り
、
明
白
な
真
理
を
認
め
る
こ
と
を
、
差
し
控
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
　
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
常
に
可
能
だ
か
ら
で
す
。
」

　
　
　
こ
う
い
う
絶
対
的
な
意
味
で
の
意
志
に
よ
っ
て
懐
疑
が
遂
行
さ
れ
る
時
宜
に
、
知
性
が
判
断
の
能
力
を
一
旦
剥
奪
さ
れ
て
い
る
の
は
明

　
　
ら
か
で
あ
る
。
意
志
が
、
知
性
の
捉
え
た
「
明
白
な
真
理
を
認
め
る
こ
と
を
差
し
控
え
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
懐
疑
は
遂
行
さ
れ
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
懐
疑
の
果
て
に
、
「
わ
れ
在
り
」
を
発
見
し
た
（
第
二
省
察
）
デ
カ
ル
ト
は
、
「
神
の
観
念
を
も
つ
わ
れ
が
在
る
」

　
　
こ
と
を
立
脚
点
に
し
て
、
神
の
実
在
を
証
明
す
る
（
第
三
省
察
）
。
そ
し
て
こ
の
神
の
誠
実
（
く
①
霊
。
冨
ω
）
が
、
明
証
性
の
一
般
規
則
を
究

　
　
極
的
に
保
証
す
る
の
で
あ
る
（
第
四
省
察
）
。
こ
の
一
連
の
証
明
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
明
証
性
の
一
般
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

　
　
則
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
循
環
の
問
題
」
が
、
『
省
察
』
発
表
の
当
初
か
ら
既
に
提
出
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
し
か
し
、
本
稿
の
目
的
か
ら
し
て
、
こ
こ
で
こ
の
問
題
を
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
む
し
ろ
、
明
証

　
　
性
の
一
般
規
則
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
れ
が
実
在
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
わ
れ
わ
れ
が
認
知
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

473　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
…
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



　
　
　
　
　
　
折
四
学
皿
別
究
　
　
紬
二
五
｝
臼
五
十
点
ハ
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

48
3
　
は
実
在
す
る
」
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
、
単
純
本
質
が
、
観
念
で
も
あ
り
、
か
つ
実
在
す
る
事
物
を
実
際
に
構
成
す
る
要
素
で
も
あ
る
、
と

　
　
い
う
前
提
が
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
懐
疑
に
晒
さ
れ
た
知
性
に
は
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
前
提
を
支

　
　
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
知
性
か
ら
｝
旦
剥
奪
さ
れ
た
判
断
す
る
能
力
は
、
二
度
と
知
性
に
返
さ
れ

　
　
る
こ
と
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
単
純
本
質
に
つ
い
て
の
上
述
の
よ
う
な
前
提
が
な
く
と
も
、
判
断
を
下
せ
る
の
で
あ
る
。
今
や
、
観
念
と
実
在
と
の
対

　
　
応
は
、
い
わ
ば
神
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
知
性
は
、
で
き
る
だ
け
明
晰
判
明
な
観
念
を
意
志
に
提
示
す
る
こ
と
に
の
み
、
奪
心
す

　
　
れ
ぽ
よ
い
の
で
あ
る
。
知
性
は
、
単
純
本
質
に
筋
提
さ
れ
た
両
義
的
な
性
質
を
介
し
て
、
最
終
的
判
断
ま
で
下
す
必
要
は
な
い
し
、
ま
た

　
　
こ
の
よ
う
な
前
提
を
支
え
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
は
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
肯
定
な
い
し
否
定
の
判
断
は
、
神
の
誠
実
に
支
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

　
　
れ
た
明
証
性
の
一
般
規
則
を
介
し
て
、
意
志
が
下
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
知
性
が
判
断
に
ま
っ
た
く
関
与
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
意
志
の
決
定
に
は
常
に
知
性
の
認
知
が
先
行
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
雪
嵐
の
獲
得
と
い
う
実
践
の
場
に
お
い
て
は
、
判
断
に
お
い
て
知
性
の
果
た
す
役
割

　
　
は
、
非
常
に
大
き
い
。
先
程
引
用
し
た
メ
ラ
ン
神
父
宛
書
簡
の
中
で
デ
カ
ル
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
ま
っ
た
く
明
証
的
な
理

　
　
由
が
私
を
一
方
の
側
へ
と
動
か
す
場
合
」
に
は
、
「
実
践
的
に
雷
え
ば
、
反
対
の
側
へ
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
」
か

　
　
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
省
察
に
お
い
て
も
、
「
知
性
の
う
ち
に
あ
る
大
き
な
光
か
ら
、
意
志
の
う
ち
に
大
き
な
傾
向
性
（
℃
機
O
唱
O
昌
ω
一
〇
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
　
生
じ
た
」
場
合
に
は
、
「
私
が
か
く
も
明
晰
に
理
解
す
る
も
の
は
真
で
あ
る
、
と
私
は
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
面
に
限
っ
て
い
え
ば
、
知
性
が
判
断
を
下
す
と
言
っ
て
も
、
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
し

　
　
か
し
こ
う
い
う
判
断
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
「
絶
対
的
な
」
意
志
に
よ
る
懐
疑
の
結
果
肯
定
さ
れ
た
神
の
実
在
で
あ
り
、

　
　
そ
の
神
の
誠
実
に
保
証
さ
れ
た
明
証
性
の
一
般
規
則
で
あ
る
。
観
念
で
あ
り
な
が
ら
、
実
在
す
る
駄
物
の
痴
態
要
素
で
も
あ
る
よ
う
な
単

　
　
純
本
質
を
、
知
性
が
直
接
に
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
知
性
の
明
証
的
認
識
を
意
志
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ



を
真
と
認
め
る
の
は
意
志
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
判
断
意
志
が
登
場
す
る
デ
カ
ル
ト
の
後
期
の
諸
著
作
に
お
い
て
は
、
単
純
本
質
と
い
う
用
語
は
ま
っ
た
く
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

知
性
が
単
純
本
質
を
い
か
に
明
晰
か
つ
判
明
に
認
識
し
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
実
在
の
直
接
的
な
把
握
で
は
あ
り
え
な
く
な
っ
た
時
、

知
性
は
、
判
断
を
下
す
と
い
う
役
割
を
担
い
き
れ
な
く
な
り
、
そ
の
役
割
を
意
志
に
譲
る
道
が
開
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
註

　
　
デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
、
臼
β
謹
。
の
紆
U
舘
8
誹
。
ω
讐
σ
一
審
。
ω
窟
塊
O
冨
『
冨
の
》
酵
弓
隠
勺
9
巳
↓
自
・
琴
①
蔓
．
、
に
基
づ
い
た
。
同
書
の
巻

　
数
・
頁
数
を
付
記
す
る
。
な
お
、
各
著
作
の
略
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
幻
Φ
瞬
岬
幻
①
α
q
巳
器
9
。
Q
a
希
〇
二
〇
器
ヨ
ぎ
ぴ
q
魯
牌

　
　
　
U
●
］
≦
∴
U
δ
O
O
⊆
房
α
O
冨
］
≦
ひ
け
ゴ
O
島
①

　
　
　
竃
①
鐸
”
］
≦
o
象
欝
二
〇
コ
窃
山
Φ
勺
ユ
ヨ
p
ユ
勺
巴
δ
ω
o
O
謀
器

　
　
　
勺
．
℃
．
”
勺
戦
貯
。
首
冨
℃
匪
δ
ω
o
O
三
ρ
。
Φ

349

（
1
）
言
Φ
9
口
噂
〉
．
↓
≦
H
ゆ
さ
。
。
。
・

（
2
）
　
蜜
0
9
H
＜
”
｝
↓
＜
戸
切
S

（
3
）
　
竃
φ
“
ω
旨
8
の
ジ
｝
β
＜
炉
H
ψ

（
4
）
寓
Φ
9
≦
”
｝
↓
≦
H
”
刈
。
。
．
（
　
）
内
は
筆
老
に
よ
る
挿
入
。

（
5
）
閃
や
押
勲
貨
｝
β
＜
目
同
H
距
一
s

（
6
）
　
『
規
刷
論
』
が
い
つ
書
か
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
は
、
導
師
ニ
七
な
い
し
二
八
年

　
　
に
書
か
れ
た
と
す
る
説
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
有
力
な
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
O
h
9
”
≦
①
げ
①
び
．
．
い
四
8
器
蜂
償
自
。
”
号
審
×
8
口
Φ
σ
q
償
冨
①
、
”
お
①
♪
署
●
H
潔
凸
8
．

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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折
q
学
研
究
　
　
晶
弟
五
｝
臼
五
十
⊥
ハ
号

一
〇
四

　
　
O
・
図
。
蝕
ω
－
い
Φ
≦
δ
噂
、
、
い
．
8
鐸
〈
お
住
o
U
Φ
ω
o
鴛
審
ω
、
、
お
“
一
”
唱
㍗
o
o
り
一
⑩
Q
Q
．

（
7
）
図
Φ
堕
押
〉
．
臼
．
客
。
。
①
ド
傍
点
は
筆
考
に
よ
る
。

（
8
）
菊
①
α
q
●
臼
．
〉
●
β
×
’
。
。
刈
ρ
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
な
お
ぎ
σ
q
o
既
¢
ヨ
と
い
う
語
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
六
九
一
年
に
デ
カ
ル
ト
の
伝
記
を

　
書
い
た
バ
イ
エ
は
①
ω
嶺
跨
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
あ
て
て
い
る
。
従
っ
て
「
精
神
」
と
い
う
訳
も
可
能
か
と
恩
う
が
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
規
則

　
十
二
に
お
い
て
（
沁
①
σ
q
．
×
一
ど
》
・
↓
．
×
鴇
麟
一
㎝
）
、
こ
の
語
を
謀
ω
8
α
q
p
o
ω
8
⇒
ω
と
言
い
換
え
て
お
り
、
ま
た
ヨ
。
器
と
の
混
乱
を
避
け
る
た
め

　
に
も
、
こ
こ
で
は
「
認
識
力
」
と
訳
し
た
。
Ω
．
〉
●
ゆ
帥
崔
。
∫
．
．
い
p
＜
置
畳
9
§
ω
ぼ
霞
U
Φ
甲
O
襲
撃
ω
、
、
一
＄
H
・
梓
・
H
・
℃
・
卜
。
。
。
ド

（
9
）
　
切
①
ぴ
q
・
×
剛
H
”
〉
．
↓
曾
×
”
即
け
　
認
情
悶
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
、
想
像
力
の
一
種
で
あ
っ
て
、
想
像
力
が
慮
ら
の
内
に
刻
ま
れ
た
像
を
長
く
保

　
持
す
る
場
合
、
そ
れ
は
記
憶
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
O
h
．
閃
O
α
q
・
×
囲
H
u
》
ゆ
↓
●
×
》
劇
目
心
．

（
1
0
）
9
L
≦
Φ
9
H
押
〉
．
↓
．
〈
嘗
◎
。
Q
。
ゐ
心
．
簿
や
国
押
P
お
”
〉
．
↓
・
＜
H
娼
・
お
ω
メ

（
1
1
）
　
幻
①
ぴ
q
矯
〈
H
H
押
〉
■
6
●
×
”
。
。
⑩
。
。
●
こ
こ
に
「
学
知
」
と
訳
し
た
語
ω
9
①
p
二
ρ
は
、
「
確
実
で
明
証
的
な
認
識
の
こ
と
で
あ
る
」
と
、
気
柱
二
で
定

　
義
さ
れ
て
い
る
（
菊
①
σ
q
讐
　
圃
目
り
　
〉
’
↓
●
　
）
ハ
噂
　
Q
◎
①
b
σ
）
。

（
1
2
）
開
。
瞬
×
囲
押
》
．
↓
・
〆
島
9

（
1
3
）
］
≦
a
．
H
〈
．
〉
●
8
＜
戸
8
●

（
1
4
）
や
国
H
悔
9
・
噛
¢
◎
恥
吻
》
●
日
ぐ
凝
学
一
悔
富
り

（
1
5
）
2
0
3
①
貯
℃
8
α
q
養
ヨ
ヨ
P
》
．
↓
●
＜
H
囲
7
b
∂
”
ω
0
ω
・

（
1
6
）
炉
旨
ヒ
d
Φ
o
ぎ
．
．
日
ず
Φ
H
≦
o
憩
民
o
h
U
①
。
晦
。
巽
8
⑭
．
”
ら
q
込
σ
”
や
H
Q
。
・

（
1
7
）
ピ
・
回
b
d
①
o
ぎ
。
マ
9
8
や
δ
．

（
1
8
）
　
菊
①
α
q
●
×
月
〉
幽
↓
・
×
’
爵
G
驚
・
O
冨
森
9
ω
貯
と
冒
農
高
簿
δ
と
の
区
別
は
、
『
規
則
論
』
で
賢
い
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
あ
ま
り
嬰
確
で
は
な

　
い
が
、
概
し
て
、
後
者
は
像
（
一
縷
鋤
ウ
q
o
）
な
い
し
形
象
（
ω
O
①
9
Φ
ω
）
を
受
容
す
る
能
力
、
前
者
は
像
な
い
し
形
象
を
受
容
す
る
身
体
的
な
場
所
、

　
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
者
を
「
形
象
受
容
力
」
、
前
者
を
「
形
象
受
容
体
」
と
で
も
訳
す
の
が
適
当
か
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も
し
れ
な
い
が
、
あ
ま
り
に
も
耳
慣
れ
な
い
表
現
で
あ
る
か
ら
、
誤
解
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
限
り
、
後
者
を
「
想
像
力
」
、
前
者
を
「
想
鍛
」

　
　
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
1
9
）
　
菊
①
舶
鍔
》
．
↓
・
〆
ω
①
9

（
2
0
）
　
O
粋
口
①
鱗
H
H
押
》
．
↓
．
メ
G
◎
“
O
．

（
2
1
）
　
園
。
σ
q
．
H
戸
》
．
8
．
×
》
ω
①
c
Q
．

（
2
2
）
　
渇
①
瞬
×
釧
》
・
β
×
噂
料
怒
σ
伊

（
2
3
）
　
閑
Φ
ぴ
q
’
×
囲
目
噂
〉
．
β
×
讐
母
o
Q
●

（
2
4
）
　
麺
①
σ
q
・
×
固
【
層
》
●
日
〆
お
b
◎
．

（
2
5
）
　
図
£
’
×
H
押
〉
’
β
〆
島
メ

（
2
6
）
　
菊
Φ
領
×
H
H
”
〉
陰
β
メ
劇
鉾
●

（
2
7
）
　
切
Φ
o
q
．
×
鍔
δ
P
6
害
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
舛
。
瞬
×
囲
目
順
〉
．
↓
●
×
”
幽
卜
⊃
㎝
・

（
2
9
）
　
閃
Φ
瞬
H
囲
H
噂
》
齢
↓
．
×
℃
ω
①
Φ
・

（
3
0
）
　
演
繹
が
複
雑
で
長
い
も
の
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
演
繹
の
連
鎖
の
確
実
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
、
「
枚
挙
（
o
妻
ヨ
2
豊
。
）
」
と
い
う
非
常

　
　
に
重
要
な
方
法
論
的
操
作
が
登
場
す
る
。
し
か
も
枚
挙
は
、
最
も
単
純
な
も
の
の
直
観
か
ら
出
発
し
て
、
演
繹
に
よ
っ
て
、
遠
く
離
れ
た
結
論
に

　
　
達
す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
綜
合
的
な
過
程
の
確
実
性
を
保
証
す
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
と
な
る
複
雑
な
所
与
か
ら
余
計
な
も
の
を
捨
象
し
て
、
最

　
　
も
単
純
な
も
の
の
直
観
を
容
易
な
ら
し
め
る
準
備
を
す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
分
析
的
な
過
程
に
も
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
要
す
る

　
　
に
枚
挙
は
、
直
観
を
容
易
な
ら
し
め
、
ま
た
演
繹
を
確
実
な
も
の
に
す
る
方
法
論
的
操
作
で
あ
っ
て
、
『
規
則
論
』
に
お
け
る
方
法
論
の
中
核
を

　
　
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
『
規
則
論
』
に
お
け
る
認
識
と
判
断
と
の
関
係
の
最
も
原
理
的
な
部
分
に
的
を
絞
り
た
い
の
で
、
枚
挙

　
　
も
ま
た
、
知
性
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
　
　
O
捗
幻
・
団
⊆
げ
①
鈴
．
．
び
帥
け
募
。
ユ
Φ
o
自
身
ω
冨
p
昌
。
α
Φ
一
、
9
償
ヨ
ひ
冨
江
§
、
、
謁
§
黛
鴨
魁
鴨
ミ
転
ミ
野
討
白
色
ミ
ミ
叙
恥
ミ
ミ
ミ
魯
お
目
ρ
℃
や
劇
Q
。
㊤
凸
一
①
’

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
判
断
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
五
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わ
れ
て
い
る
。

（
4
9
）
U
Φ
ω
＄
欝
ω
陣
臼
難
げ
①
葺
鱒
。
。
噺
鶴
ぎ
H
①
資
〉
・
円
日
Φ
露
よ
露

（
5
0
）
　
幻
①
ぴ
q
「
〈
口
押
〉
．
日
メ
Q
o
り
①
・

（
5
1
）
幻
①
騨
×
國
が
》
量
↓
’
〆
凸
Q
。
●

（
5
2
）
　
観
念
と
い
う
語
は
、
『
規
則
論
』
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
、
想
像
の
中
に
形
成
さ
れ
た
具
体
的
な
形
な
い
し
像
と
い
う
、
狭
い
意
味
で
用
い
ら

　
　
れ
て
い
る
（
O
h
沁
①
㌍
×
H
押
》
．
↓
．
×
》
駆
一
♪
肉
Φ
α
q
。
×
剛
く
舶
》
●
↓
’
×
讐
腿
蒔
斜
Φ
8
．
）
。
こ
の
意
味
で
は
、
単
純
本
質
の
す
べ
て
が
観
念
で
あ
る
と

　
　
は
言
い
難
い
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
観
念
に
よ
っ
て
は
決
し
て
認
識
さ
れ
え
な
い
、
「
純
粋
に
知
性
的
な
」
単
純
本
質
も
あ
る
か
ら

　
　
で
あ
る
（
O
隔
．
幻
①
σ
q
．
×
H
圏
矯
》
．
↓
．
×
讐
劇
H
⑩
）
。
し
か
し
、
一
六
四
一
年
六
月
十
六
日
付
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
の
中
で
、
「
私
は
、
観
念
と
い
う
語
を
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
の
中
に
あ
り
う
る
も
の
す
べ
て
、
と
解
し
て
い
る
」
（
U
①
ω
8
答
①
ω
戸
口
巽
ω
①
暮
ρ
H
O
冒
一
p
峯
占
”
》
・
日
’
日
”
ω
。
。
G
。
）
と
デ
カ

　
　
ル
ト
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
単
純
本
質
は
す
べ
て
、
観
念
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実

　
際
デ
カ
ル
ト
は
、
一
六
二
九
年
十
一
月
二
十
日
付
メ
ル
セ
ン
ヌ
宛
書
簡
の
中
で
既
に
、
「
人
間
の
考
え
る
こ
と
の
す
べ
て
が
そ
れ
ら
か
ら
成
っ
て

　
　
い
る
と
こ
ろ
の
単
純
観
念
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
（
∪
①
ω
＄
詳
Φ
ω
帥
］
≦
①
房
。
づ
μ
ρ
図
O
瓢
。
＜
o
ヨ
び
話
一
①
ト
っ
P
＞
．
↓
．
押
Q
◎
H
）
。

（
5
3
）
　
菊
①
鯨
×
拝
》
’
β
×
”
蔭
Φ
ム
ト
。
ρ
こ
の
よ
う
な
分
類
か
ら
も
、
デ
カ
ル
ト
が
既
に
こ
の
時
期
に
、
心
身
の
分
離
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
こ
と

　
が
窺
え
る
。

A　　A　　A　　A　　A　　A　　A
60　59　58　57　56　55　54
V　VI　W　　V　　V　　V　　V

U
①
ω
8
誹
の
蝕
蜜
Φ
誘
。
づ
p
ρ
ヨ
p
。
謎
H
①
蒔
b
o
”
》
■
↓
．
H
戸
α
ホ
’

罎
O
山
・
凝
押
》
’
↓
・
＜
一
H
り
ω
㎝
．

切
①
晦
●
H
岡
固
矯
》
．
↓
・
駁
”
ら
Q
①
G
o
●

幻
①
o
q
・
×
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multiple　perspectiv’e　of　Buddhist　painting　were　used．

　　In　this　paper，　I　will　trace　the　evidence　of　the　expression　of　space

and　realism　through　the　history　of　Japanese　painting　to　the　mid－Edo

period　painter　Maruyama　Okyo．　lt　was　through　his　successful　rendering

of　modern　space，　derived　from　his　revlval　of　sketchlng　from　life，

that　the　curtain　of　Japanese　art　was　opened　to　great　developments．

　　La　th60rie　du　jugement　chez　Descartes

Sur　le　jugement　de　1’entendement　dans　“Regulae”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Takashi　Kurata，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etudiant　en　recherches

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　1’Universite　de　KyotQ

　　Il　y　a　une　lnd6niab！e　diff6rence　entre　la　th60rie　du　jugement　que

Descartes　d6veloppe　dans　“Regu！ae”　et　celle　dans　“Meditationes”　et

“Principia”．　Dans　“！y（ledltationes”　et　“Principia”，　le　jugement，　qui　consiste

a　affirmer　ou　nier　ce　que　1’entendement　pr6sente，　est　un　acte　de　la

volont6．　Mais　dans　“Regulae，”　il　est　attribue　a　1’eRtendement　qui　a　line

autre　facult6　de　connaissance．　Qtt’est－ce　qui　a　caus6　cette　difference？

Certes，　”Regulae”　a　et6　6crit　par　le　jeune　Descartes　qui　n’a　pas　encore

approfondi　sa　propre　philosophie，　mais　ce］a　ne　repond　pas　suffisamment

2　cette　question．　Dans　ce　traite，　je　voudrais　trouver　une　des　r6ponses　a

cette　question　en　faisant　ressortir　¢e　qui　suggere　dans　“Regulae”　le

passage　du　jugement　de　1’entendement　a　celui　de　la　volont6．

　　D’abord，　j’examine　cornment　Yentendement　connait　la　v6rite．　Selon

Descartes，　1’eRtendement　connalt，　par　1’intuition　distincte　et　indubitable，

les　natures　simp！es，　c’est－2－dire　les　elements　’rninimums　qu’on　peut

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



6videmment　connaitre．　Outre　cela，　s’il　y　a　une　liason　n6cessaire　entre

deux　natures　simples，　il　la　connait　par　la　meme　intuition．　Cette　intuition

des　natures　simples　et　d’une　liason　n6cessaire　est　a　la　fois　une　connais－

sance　primitive　de　la　v6rit6　et　le　plus　simple　des　vrais　jugements．　Pour

un　faux　jugement，　1’entendement　le　produit　en　liant　quelques　natures

simples　entre　lesquelles　il　ne　cennait　pas　de　liasons　n6cessaires．　Dans

“Regulae”，　le　jugement　est　r6duit　a　la　connaissance　par　les　termes

《nature　si卿1e》et《1圭asGn　necessaire》．

　　Mais，　quel　est　le　statut　ontologique　de　cette　nature　simple？　Si　elle

n’6tait　qu’une　idee　comme　une　fagon　de　penser，　Yentendement　ne

pourrait　pas　porter　de　jugements　sur　1’existence　des　choses．　Car　il　ne

pourrait　pas　comprendre　de　correspondances　entre　1’id6e　et　1’existence

qu’elle　repr6sente．　Dans　“Meditationes”　et　“Principia”　oti　Descartes

declare　que　1’entendement　ne　pergoit　qu’une　id6e，　il　pr6sente　la　regle

generale　de　1，6v圭dence：　‘‘Tout　ce　que　nous　apercevons　cla三rement　est

vrai，　et　ainsi　qu’il　existe，　si　nous　apercevons　qu’il　ne　puisse　ne　pas

exister．”　La　demonstration　de　cette　re’gle　est　inaugur6e　par　le　doute　sur

toutes　les　conRaissances　6videntes．　Dans　cette　d6monstration，　1’entende－

ment　a　d6ja　cede　son　r61e　de　juger　a　la　volont6．　Car　ce　n’est　pas　1’en－

tendement　mais　la　volont6　qui　execute　ce　doute．　Mais　dans　“Regulae”，

Descartes　n’a　pas　besoin　de　cette　regle．　Car　il　suppose　que　les　natures

simples　sont　non　seulement　des　idees　mais　encore　des　e16ments　consti－

tutifs　de　］’existence．　Par　cette　supposition，　1’entendement　peut　saisir

directement　1’existence，　sur　laquelle　il　peut　meme　porter　un　jugement．

Et　ce　qui　soutient　au　fond　cette　supposition　est　la　conviction　qu’une

connaissance　par　Pintuition　de　1’entendement　est　indubitable．

　　Lorsque　cette　conviction　subit　un　examen　radical　et　que　les　natures
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simples　ne　peavent　pas　Gtre　les　elements　constitutifs　de　1’existence，

Descartes　a　besoin　de　la　regle　gen6rale　de　1’evidence．　A　ce　moment－la，’

la　faculte　de　jugement　commence　a　passer　de　1’entendement　a　la

volon重6．

　　　　Das　Mysterium　der　lnkarnation　bei　Meister　Eckhart

　　　　　　　　　　　　　Der　Weg　zum　Mysterium　der　Trinitat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　KikukoYoshida

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dozent　der　Philosophie，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H6sei　Univ．：　Tokyo

　　Der　EiRigung　des　Menschen　mit　Gott，　die　das　KernstUck　christlicher

Mystik　bildet，　liegt　die　Einheit　Gottes　zugrunde．　Diese　Einheit　hat

bekanntlich　eine　enge　Verwandtschaft　mit　der　Einheit　des　neuplatoni－

schen　Einen　（rb　E’v）．　Das　neuplatonische　Eine　ist　jedoch　jenselts　des

Geistes　（vovAs），　der　iR　gewissem　Sinne　eine　trinitarische　Struktur　hat；

es　ist　daher　die　Verneinung　von　Differenz　und　Relationalitat．　Dagegen

ist　die　g6ttliche　Einheit　im　Christentum　als　Einheit　von　der　Dreiheit，

d．　h．　von　der　Differenz　und　Relationalitat，　nicht　zu　trennen．　Diese

belden　sich　diametral　entgegenstehenden　Auffassungen　der　Einhelt

fUhren　zu　der　grundsatzlichen　Frage　nach　der’ rtellung　der　Trinitat　in

der　christlichen　Mystik．　Diese　problematische　Situation　finden　wir　sehr

deutlich　bei　dem　mittelalteriichen　Mystiker　und　Dominikaner　Meister

Eckhart，　der　sowohl　in　seinen　theologischen　lateinischen　Werken　als

auch　in　seinen　mystischen　deutschen　Predigten　einerseits　die　Einheit

stets　zu　dem　einen　groBen　Therna　macht　（in　den　deutschen　Predi－

gten　greift　er　dafilr　sogar　zu　dem　Ausdruck　des　．Durchbruchs　zu
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