
「
単
な
る
概
念
（
号
層
窪
○
ゆ
Φ
じ
σ
Φ
ひ
q
峰
h
）
」
の
二
義
性

　
　
　
ー
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
を
理
解
す
る
た
め
の
端
緒
と
し
て
一

佐
　
藤
慶
　
太

は
じ
め
に

　
「
超
越
論
的
哲
学
（
甥
窪
ω
N
①
邑
Φ
簿
鋤
ぢ
巨
。
ω
o
O
ぼ
Φ
）
」
は
、
カ
ン
ト
が
自
ら
の
認
識
批
判
の
試
み
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
用
い
た
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
工
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
あ
る
と
　
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
し
、
カ
ン
ト
の
生
前
に
お
い
て
も
既
に
そ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

お
い
て
こ
の
概
念
に
与
え
た
位
置
は
、
一
般
的
な
理
解
と
は
必
ず
し
も
重
な
り
合
わ
な
い
。
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
カ
ン
ト
が
カ
ン
ト
以

前
の
哲
学
を
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
「
超
越
論
的
分
析
論
」
の
末
尾
、
い
わ
ゆ
る
「
無

の
表
」
の
箇
所
で
、
「
超
越
論
的
哲
学
が
そ
こ
か
ら
始
め
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
最
高
概
念
は
、
概
し
て
可
能
な
も
の
と
不
可
能
な
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
区
分
で
あ
る
」
（
｝
b
。
O
O
＼
］
W
ω
＆
、
傍
点
筆
者
）
と
カ
ン
ト
が
い
う
と
き
、
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は
ヴ
ォ
ル
フ
や
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
い
わ
ゆ
る
「
講
壇
形
而
上
学
」
）
の
存
在
論
で
あ
る
。
彼
ら
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
仮
想
敵
と
い
う
べ
き
哲
学
者
た
ち
で
あ
る
が
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

哲
学
者
た
ち
の
手
続
き
が
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

　
他
方
、
カ
ン
ト
が
自
ら
の
哲
学
を
特
徴
づ
け
る
た
め
に
門
超
越
論
的
哲
学
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
で
も
、
一
般
的
な
理
解
と
カ
ン

ト
の
理
解
と
の
闘
に
ズ
レ
が
あ
る
。
「
序
論
」
に
お
い
て
「
超
越
論
的
哲
学
」
は
「
対
象
一
般
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

概
念
扁
の
「
体
系
」
（
〉
お
）
と
定
義
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
手
続
き
と
は
区
別
さ
れ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
「
忌

門
単
な
る
概
念
（
匹
興
竃
O
ゆ
①
し
d
Φ
α
q
二
8
」
の
二
義
性

一
〇
九
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五
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二
〇

越
論
的
哲
学
の
完
備
的
構
想
」
（
》
日
ミ
ゆ
ト
。
。
。
）
で
は
あ
る
が
、
「
超
越
論
的
哲
学
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
「
準
備
学

（
勺
目
。
℃
似
鳥
2
艶
く
）
」
（
》
。
。
自
＼
じ
ご
。
。
①
Φ
）
で
し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
の
理
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
及
び
目
指
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
二
つ
の
「
超
越
論
的

哲
学
」
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
二
つ
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
に
同
～
の
名
称
が
付
与
さ
れ
う
る
理
由
や
、
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
、
カ

ン
ト
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
。

　
少
々
意
外
な
感
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
の
端
緒
と
し
て
、
「
単
な
る
概
念
（
酔
興
σ
δ
こ
。
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

じ
d
Φ
α
q
隷
h
）
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
一
見
な
ん
の
問
題
も
含
ま
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
語
と
、
特
に
、
大
き
く
二
つ
に
分

か
れ
る
そ
の
用
法
に
、
カ
ン
ト
は
非
常
に
重
大
な
意
味
を
担
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
単
な
る
概
念
」
の
用
法
に
注
霞
す
る
場
合
に
ま
ず
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
斥
け
る
べ
き
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
と
、

カ
ン
ト
の
哲
学
を
説
明
す
る
道
具
立
て
と
し
て
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
外
見
上
の
用
語
法
の
揺
れ
を
カ
ン
ト

の
粗
雑
さ
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
取
り
す
る
と
、
そ
こ
に
は
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
「
概
念
」
を
批
幸
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
固
有
の

「
概
念
」
を
新
た
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
一
連
の
運
動
が
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
単
な
る
概
念
」
の
用
法
の
揺
れ
ば
、
ち
ょ
う

ど
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
網
法
の
揺
れ
と
同
一
の
性
格
お
よ
び
根
拠
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
「
単
な
る
概
念
」
の
用
例
の
検
討
が
、
二
つ
の

「
超
越
論
的
哲
学
」
の
関
係
を
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ぽ
、
「
超
越
論
的
哲
学
」
が
く
概
念
の
体
系
〉
で
あ

る
以
上
（
o
h
》
一
昏
。
）
、
カ
ン
ト
に
よ
る
「
概
念
」
の
捉
え
な
お
し
の
内
実
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
二
つ
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
関
係
を
解

明
す
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
二
種
類
の
用
法
は
カ
ン
ト
自
身
で
は
ま
っ
た
く
何
の
説
明
も
な
く
、

い
わ
ぽ
平
然
と
し
て
並
存
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
従
来
の
解
釈
者
は
カ
ン
ト
の
こ
の
無
造
作
な
態
度
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
同
じ
ひ
と
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

表
現
で
あ
る
の
に
そ
れ
を
交
わ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
平
行
線
の
よ
う
に
取
り
扱
っ
て
き
た
。
本
稿
は
平
心
に
噸
純
粋
理
性
批
判
晦
を
読
む

も
の
が
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
あ
た
り
ま
え
の
疑
問
に
発
し
て
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
自
身
が
（
お
そ
ら
く
本
人
に
と
っ
て
の
自
明
性
の
ゆ
え
に
）



つ
い
に
定
式
化
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
或
る
方
向
性
を
敢
え
て
読
み
出
す
試
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一
　
「
単
な
る
概
念
」
と
「
超
越
論
的
哲
学
」

　
「
単
な
る
概
念
」
自
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
ま
え
に
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
「
単
な
る
概
念
」
と
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
関
係
を
抽
出
し
て
お

き
た
い
。
両
者
の
関
係
は
、
「
超
越
論
的
方
法
論
」
第
三
童
「
純
粋
理
性
の
建
築
術
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
純
粋
理
性
の
哲
学
」
の
内

的
区
分
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
（
9
諺
G
。
禽
跨
＼
b
d
。
。
①
⑩
塗
）
。

　
ま
ず
こ
の
区
分
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
「
純
粋
理
性
の
哲
学
」
は
第
一
に
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識
す
べ
て
に
関
し
て
理
性
能
力
を

探
求
す
る
準
備
学
（
牢
8
毬
2
匹
じ
」
で
あ
る
「
批
判
」
と
「
純
粋
理
性
の
体
系
（
学
ご
で
あ
る
「
形
而
上
学
」
に
区
別
さ
れ
る
。
「
形
而

上
学
」
は
、
「
体
系
的
な
連
関
を
な
す
純
粋
理
性
に
基
づ
い
た
す
べ
て
の
（
真
の
、
な
ら
び
に
見
せ
か
け
の
）
哲
学
的
認
識
」
（
賊
鋤
ミ
●
）
と
定

義
さ
れ
る
。
形
而
上
学
は
さ
ら
に
理
性
使
用
の
種
類
に
応
じ
て
、
「
純
粋
理
性
の
思
弁
的
使
用
の
形
而
上
学
」
で
あ
る
「
自
然
の
形
而
上
学
」

と
、
「
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
の
形
而
上
学
」
で
あ
る
「
人
倫
の
形
而
上
学
」
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
自
然
の
形
而
上
学
を
構
成
し
て

い
る
の
が
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
「
純
粋
理
性
の
自
然
学
（
勺
ξ
臨
。
ざ
ひ
q
凶
Φ
と
で
あ
る
。
後
者
は
さ
ら
に
「
合
理
的
自
然
学
（
臼
①
類
け
一
〇
－

昌
巴
Φ
勺
ξ
ω
凶
。
δ
ひ
q
邑
」
、
「
合
理
的
宇
宙
論
（
臼
Φ
豊
熟
。
舜
一
Φ
囚
。
ω
ヨ
。
一
〇
ぴ
q
芭
」
、
「
合
理
的
神
学
（
＆
Φ
珪
土
8
鉱
①
同
滞
。
一
〇
α
q
一
Φ
）
」
に
区
分
さ

れ
る
。
つ
ま
り
「
思
弁
的
な
理
性
使
用
の
形
而
上
学
」
は
超
越
論
的
哲
学
、
合
理
的
自
然
学
、
合
理
的
宇
宙
論
、
合
理
的
神
学
と
い
う
四
つ

の
部
門
か
ら
な
る
。
加
え
て
第
二
部
門
の
「
合
理
的
自
然
学
」
に
は
「
合
理
的
物
理
学
（
臨
書
§
　
ミ
職
§
ミ
邑
」
と
「
合
理
的
心
理
学

（
答
超
簿
ミ
薦
費
ミ
篤
§
ミ
琶
」
と
い
う
従
属
的
な
部
門
が
あ
る
。

　
さ
て
問
題
の
「
単
な
る
概
念
」
だ
が
、
こ
れ
は
「
自
然
の
形
而
上
学
」
の
説
明
に
お
い
て
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
「
自
然
の
形
而
上
学
」

と
は
「
す
べ
て
の
諸
物
の
理
論
的
認
識
に
関
す
る
単
な
る
概
念
か
ら
の
（
し
た
が
っ
て
数
学
を
除
外
し
た
）
す
べ
て
の
純
粋
理
性
原
理
を
含

む
」
（
〉
。
。
念
＼
b
d
。
。
＄
）
も
の
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
哲
学
」
は
「
自
然
の
形
而
上
学
」
の
一
部
門
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
ま
た
「
単
な
る
概
念

　
　
　
　
「
単
な
る
概
念
（
α
Φ
『
巨
O
ゆ
Φ
ゆ
①
α
q
属
漆
）
」
の
二
義
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
一
一
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二

か
ら
の
」
純
粋
理
性
の
原
理
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
門
超
越
論
的
哲
学
」
と
「
単
な
る
概
念
扁
と
の
結
び
つ
き
が
あ
る
。

　
加
え
て
わ
れ
わ
れ
の
考
察
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
「
形
而
上
学
」
の
定
義
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
形
而
上
学
」
は

「
体
系
的
な
連
関
を
な
す
純
粋
理
性
に
基
づ
い
た
す
べ
て
の
（
真
の
、
な
ら
び
に
見
せ
か
け
の
）
哲
学
的
認
識
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
括
弧
内
の
「
真
の
、
な
ら
び
に
見
せ
か
け
の
（
♂
〈
螢
ご
機
①
　
ω
O
♂
＜
O
げ
一
　
P
剛
ω
　
ω
0
7
①
一
ゆ
げ
鋤
『
①
）
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
カ
ン
ト
が
「
形
而
上
学
」
に

二
種
類
の
意
味
を
認
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
形
而
上
学
」
が
こ
種
類
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
、
「
単
な
る

概
念
」
や
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
用
法
の
揺
れ
も
由
来
す
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
「
単
な
る
概
念
か
ら
」
と
さ
れ
る
「
自
然
の
形
而
上

学
」
は
「
形
而
上
学
偏
の
下
位
区
分
で
あ
り
、
「
超
越
論
的
哲
学
」
は
「
自
然
の
形
而
上
学
」
の
一
部
門
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
批
判
」
は
「
形
而
上
学
」
と
区
別
さ
れ
る
以
上
、
二
種
類
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
。
「
批
凋
偏
が
第

一
義
的
に
は
「
形
而
上
学
一
般
」
の
批
判
（
》
×
H
囲
）
で
あ
り
、
同
時
に
形
身
上
学
の
「
準
備
学
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ

は
見
せ
か
け
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
か
ら
真
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
へ
の
移
行
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
　
「
単
な
る
概
念
」
の
二
種
類
の
用
法

　
次
い
で
、
㎎
純
粋
理
性
批
判
馳
に
お
け
る
讐
単
な
る
概
念
」
の
用
例
を
頼
り
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
の
内
実
を
吟
味
し
た
い
。

否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る

　
　
　
　
（
8
）

「
単
な
る
概
念
」
と
肯

　
二
・
一
　
否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
「
単
な
る
概
念
」
は
、
さ
し
あ
た
り
経
験
的
な
要
素
を
含
ま
ず
、
直
観
と
の
直
接
的
な
関
係
を
欠
い
た
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
し

か
し
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
な
ら
ぽ
「
単
な
る
概
念
」
が
否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
は
、
①
す
べ
て
の
真
な
る
判
断
を
分
析

判
断
と
み
な
す
こ
と
、
②
概
念
と
そ
の
対
象
の
現
存
在
と
を
、
本
質
的
な
仕
方
で
は
区
劉
し
な
い
こ
と
、
③
概
念
的
認
識
と
感
覚
的
知
覚
と



の
区
劉
を
単
に
認
識
の
判
明
性
の
度
合
い
の
違
い
に
帰
す
こ
と
、
と
い
う
特
定
の
認
識
の
仕
方
に
対
す
る
批
判
が
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
（
カ
ン
ト
の
術
語
に
即
し
て
雷
う
と
、
上
記
の
三
点
は
①
総
合
判
断
と
分
析
判
断
の
区
別
の
看
過
、
②
概
念
と
そ
の
対
象
の
現
存
在
の
区

別
の
焉
過
、
③
概
念
と
直
観
の
区
別
の
看
過
、
で
あ
る
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
カ
ン
ト
が
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
あ
る
具
体
的

な
論
敵
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ぽ
、
「
単
な
る
概
念
」
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
の
代
表
者
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
の
基
礎
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
こ
れ
を
具
体
的
に
確
認
し
て
み
た
い
。

　
二
・
一
・
一
分
析
判
断
と
総
合
判
断
の
区
別
の
看
過

　
　
…
…
単
な
る
概
念
か
ら
は
（
黛
o
q
ω
　
σ
一
〇
ゆ
Φ
昌
　
剛
W
Φ
ひ
q
吋
一
h
胤
Φ
コ
）
い
か
な
る
総
合
的
認
識
も
得
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
分
析
的
認
識
だ
け
が
得
ら

　
　
れ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
（
》
心
ミ
じ
d
O
県
）

　
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
三
つ
の
箇
所
す
べ
て
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
「
単
な
る
概
念
」
は
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て

導
入
し
た
「
区
別
」
と
の
関
連
で
登
場
す
る
。
そ
こ
で
「
単
な
る
概
念
」
に
依
拠
す
る
立
場
の
特
徴
は
直
接
的
に
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
立
場
は
カ
ン
ト
が
導
入
し
た
「
区
別
」
を
看
過
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
間
接
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
て
上
記
の
引
用
箇
所
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
「
単
な
る
概
念
」
に
依
拠
す
る
立
場
の
特
徴
と
は
、

〈
す
べ
て
の
真
な
る
判
断
を
分
析
判
断
と
み
な
し
、
総
合
判
断
の
固
有
性
を
無
視
す
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
で
は
ヴ
ォ
ル
フ
を
例
に
あ
げ
て
確
認
し
て
み
た
い
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
主
語
の
名
辞
（
帯
コ
β
⑦
）
は
常
に
述
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

名
辞
を
禽
ん
で
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
主
張
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
分
析
判
断
の
み
に
依

拠
す
る
判
断
論
の
立
場
を
と
っ
た
。
た
と
え
ば
数
学
の
論
証
理
論
で
は
、
す
べ
て
の
真
な
る
命
題
を
分
析
的
と
み
な
す
考
え
を
基
礎
に
据
え

て
い
た
。
ヴ
ォ
ル
フ
の
論
証
理
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
は
「
三
絶
的
判
断
（
§
愚
8
ミ
。
§
醤
註
§
ご
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
絶
対
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

す
な
わ
ち
い
か
な
る
付
加
的
条
件
も
な
し
に
述
語
が
主
語
に
関
し
て
言
明
さ
れ
る
」
命
題
で
あ
る
。
定
言
的
判
断
は
数
学
の
論
証
に
お
い
て
、

「
非
論
証
的
命
題
（
旨
慧
8
ミ
。
§
§
§
§
無
§
ミ
“
邑
」
と
「
論
証
的
命
題
（
層
ミ
）
8
ミ
。
魯
§
§
⑭
ぎ
融
§
）
し
に
区
別
さ
れ
る
。
前
者
は

「
蛍
・
な
る
概
念
（
鳥
Φ
村
σ
H
O
ゆ
⑦
b
d
①
α
q
鼠
8
扁
の
二
義
性

　
＝
二
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「
語
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
述
語
が
そ
の
命
題
の
・
王
語
に
属
す
る
か
否
か
が
明
ら
か
に
な
る
命
題
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
が
「
理
論

的
（
ミ
鴨
O
鳶
職
ら
器
）
」
で
あ
る
場
合
（
述
語
が
主
語
に
内
属
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
場
合
）
、
「
公
理
」
で
あ
る
。
後
者
は
「
語
を

理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
述
語
が
そ
の
命
題
の
主
語
に
属
す
る
か
が
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
命
題
」
で
あ
り
、
「
理
論
的
」
で
あ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

ら
ぼ
、
「
定
理
」
と
呼
ば
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
公
理
」
は
数
学
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
原
則
だ
が

（
o
h
》
器
ミ
b
d
蕊
O
＞
、
ヴ
ォ
ル
フ
に
お
い
て
「
公
理
」
や
「
定
理
」
は
す
べ
て
分
析
的
命
題
で
あ
る
「
定
言
的
命
題
」
へ
と
還
元
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
・
一
・
二
　
概
念
と
そ
の
対
象
の
現
存
在
と
の
区
劉
の
看
過

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
至
る
物
の
単
な
る
概
念
に
お
い
て
は
（
ぎ
α
①
ヨ
ぼ
。
ゆ
盤
切
Φ
け
q
同
漆
①
鵠
①
貯
①
ω
b
8
ウ
q
①
ω
）
そ
の
物
の
現
存
在
の
い
か
な
る
性
格
も
全
然
見

　
　
出
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
そ
の
概
念
が
き
わ
め
て
完
備
的
で
、
或
る
も
の
を
あ
ら
ゆ
る
そ
の
内
的
規
定
で
も
っ
て
思
考
す

　
　
る
た
め
に
、
い
さ
さ
か
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
物
の
現
存
在
は
こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
と
は
一
切
関
係
が
な
い

　
　
：
：
：
（
〉
’
卜
Q
b
O
α
＼
切
b
O
刈
ト
っ
傍
占
…
部
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）

　
こ
の
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
の
謝
礼
的
な
言
明
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
認
識
の
仕
方
は
〈
概
念
と
そ
の
対
象
の

現
存
在
を
区
別
し
な
い
こ
と
〉
で
あ
る
。
こ
れ
も
講
壇
形
盤
上
学
の
認
識
論
の
特
徴
と
符
合
す
る
。
『
哲
学
一
般
に
つ
い
て
の
予
備
的
叙
説
』

に
お
け
る
ヴ
ォ
ル
フ
の
「
存
在
論
（
§
ミ
薦
ミ
）
」
の
説
明
に
即
し
て
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
れ
ぽ
心
に
関
し
て

も
、
物
体
に
関
し
て
も
述
語
づ
け
ら
れ
る
「
す
べ
て
の
存
在
者
に
共
通
す
る
い
く
つ
か
の
こ
と
」
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
存
在
者
一
般
お

よ
び
存
在
者
の
一
般
的
諸
性
質
（
ミ
ぽ
ミ
§
四
望
§
魁
ミ
駐
）
」
を
問
題
に
す
る
哲
学
の
部
門
が
「
存
在
論
」
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
存
在
者
の

一
般
的
性
質
と
は
「
本
質
、
現
実
存
在
、
属
性
、
様
相
、
必
然
性
、
偶
然
性
、
場
所
、
時
間
、
完
全
性
、
秩
序
、
単
純
者
、
複
合
体
等
の
概

（
1
7
）

念
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
一
般
的
性
質
の
う
ち
に
「
現
実
存
在
（
塁
讐
ミ
§
」
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
に
と
っ
て
「
現
実
存
在
」
と
は
、
諸
々
の
一
般
的
性
質
と
同
格
的
に
並
べ
ら
れ
る
、
「
存
在
者
」
に
つ
い
て
の
一
つ
の
性



質
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
ヴ
ォ
ル
フ
の
立
場
こ
そ
が
、
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お
い
て
、
「
存
在
は
明
ら
か
に
レ
ア
ー
ル
な
述
語
で
は

な
い
」
　
（
》
＄
。
。
＼
し
d
＄
①
）
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
反
駁
さ
れ
る
立
場
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
二
・
一
・
三
　
直
観
と
概
念
の
区
別
の
看
過

　
　
…
…
何
ら
か
の
物
の
単
な
る
概
念
の
も
と
で
は
（
σ
①
三
の
旨
σ
δ
ζ
。
参
じ
d
Φ
ひ
q
葺
h
Φ
〈
o
コ
畔
α
q
Φ
巳
①
ぎ
Φ
日
U
ぎ
ひ
q
⑦
）
、
直
観
の
さ
ま
ざ
ま
な
必

　
　
然
的
制
約
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
、
特
別
な
性
急
さ
に
よ
っ
て
、
こ
の
捨
象
さ
れ
る
も
の
が
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
よ
う
に
み
な

　
　
さ
れ
、
物
に
、
そ
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
何
も
の
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
（
〉
・
。
。
。
H
＼
b
u
ω
。
。
越
）
。

　
こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
が
「
単
な
る
概
念
」
と
の
関
連
で
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
概
念
的
認
識
と
感
覚
的
知
覚
と
の
区
別
を
単
に

認
識
の
判
明
性
の
度
合
い
の
違
い
に
帰
す
こ
と
（
概
念
と
直
観
の
区
別
の
看
過
）
で
あ
り
、
こ
れ
も
講
壇
形
而
上
学
の
認
識
論
の
特
徴
と
し

て
理
解
さ
れ
う
る
。
以
下
、
こ
の
批
判
の
内
実
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
基
本
的
に
ヴ
ォ
ル
フ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
認
識
論
の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
る
。
つ
ま
り
諸
々
の
認
識
を
「
明
晰
か
曖
昧
か
」
、
「
明
晰
で
あ

る
と
す
れ
ぽ
、
判
明
か
混
濁
し
て
い
る
か
」
等
の
規
準
に
も
と
づ
い
て
階
層
的
に
区
別
す
る
、
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。
こ
の
区
劉
に
従
え

ば
、
感
覚
的
知
覚
と
は
明
晰
だ
が
混
濁
し
た
認
識
、
概
念
的
認
識
は
明
晰
か
つ
判
明
な
認
識
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
階
層
的
な
区
劉

は
質
的
な
区
劉
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
表
象
に
含
ま
れ
る
内
容
を
相
互
に
比
較
し
、
区
劉
す
る
「
分
析
（
§
魯
絵
）
」
を
通
じ
て
、
曖
昧

な
認
識
か
ら
明
晰
判
明
な
認
識
へ
と
到
達
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
講
壇
形
而
上
学
に
お
い
て
は
感
覚
的
知
覚
と
概
念
的
認

識
と
は
連
続
的
で
あ
り
、
両
者
の
う
ち
で
は
概
念
的
認
識
が
よ
り
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
概
念
的
認
識
と
感
覚
的
知
覚
と
が
全
く
異
種
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
た
ん
に

講
壇
形
而
上
学
の
認
識
の
仕
方
を
斥
け
る
だ
け
で
な
く
、
誤
謬
の
源
泉
を
も
暴
き
出
す
。
こ
の
暴
露
の
手
続
き
の
核
を
な
す
の
が
、
「
抽
象

す
る
（
P
一
）
ω
け
「
餌
ゲ
凶
Φ
居
Φ
］
P
～
）
」
と
「
捨
象
す
る
（
菩
ω
霞
p
三
Φ
話
つ
く
。
づ
～
）
」
の
区
別
で
あ
り
、
先
の
引
用
文
も
こ
の
文
脈
で
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

「
単
な
る
概
念
（
瓢
Φ
目
巨
O
ζ
Q
①
じ
d
①
α
q
臨
跨
）
」
の
二
義
性

一
一
五
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五
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一
一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
で
は
「
抽
象
す
る
」
と
「
捨
象
す
る
」
の
区
別
を
通
じ
た
講
壇
形
而
上
学
批
判
の
内
実
を
、
マ
イ
ヤ
ー
の
抽
象
理
解
に
対
す
る
カ
ン
ト
の

批
判
と
い
う
形
で
示
し
て
み
よ
う
。
マ
イ
ヤ
ー
は
「
論
理
的
な
抽
象
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
る
概
念
」
（
×
＜
H
綬
㊤
捗
）
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、

こ
の
概
念
形
成
の
手
続
き
を
「
異
な
っ
た
諸
事
物
の
う
ち
に
あ
る
、
一
致
す
る
概
念
を
相
互
に
対
比
さ
せ
て
、
そ
の
諸
物
が
分
か
ち
合
う
微

表
だ
け
を
判
明
に
衷
象
す
る
」
（
鉢
ミ
’
）
と
説
明
す
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
「
わ
れ
わ
れ
は
共
通
的
な
徴
表
と
し
て
あ
る
概
念
を
抽
象
す
る
（
餌
σ
。
。
叶
鑓
ぼ
①
諄
Φ
目
窪
ご
ご
㊦
晦
塊
漆
黛
。
δ
ひ
q
Φ
∋
Φ
凶
亭

雛
ヨ
①
ω
　
ζ
①
葺
ヨ
餌
同
）
の
で
は
な
く
、
あ
る
概
念
の
使
用
に
お
い
て
そ
の
概
念
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
差
異
を
捨
象
す
る
（
餌
σ
ω
け
惹
三
①
嵩

く
。
霞
く
Φ
誘
〇
三
Φ
鉱
Φ
路
び
Φ
詳
α
の
ω
冨
降
一
ひ
q
Φ
P
≦
鋤
ω
ロ
昌
8
憎
鰹
ヨ
①
馨
び
p
騨
窪
圃
馨
）
」
（
『
純
粋
理
性
批
遡
の
無
用
論
』
＜
一
頃
お
㊤
諺
§
ご
と
述
べ
る
。
要

す
る
に
カ
ン
ト
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
～
般
的
な
概
念
の
形
成
は
、
諸
事
物
に
共
通
な
何
か
を
抽
出
す
る
作
業
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
論
理
的
抽
象
と
い
わ
れ
て
い
る
手
続
き
の
真
相
は
、
具
体
的
な
知
覚
の
源
泉
で
あ
る
感
性
を
度
外
視
す
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
捨
象
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
の
よ
う
に
、
概
念
的
認
識
を
認
識
一
般
の
基
礎
に
据
え
た
上
で
、
捨
象
と
抽
象
を
取
り

違
え
て
、
感
覚
的
知
覚
と
概
念
的
認
識
を
連
続
的
に
捉
え
る
な
ら
ぽ
、
感
覚
的
知
覚
（
お
よ
び
そ
の
鰯
約
で
あ
る
直
観
の
形
式
）
の
固
有
性

を
把
握
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
感
覚
的
知
覚
は
あ
く
ま
で
も
概
念
的
認
識
の
欠
如
態
と
し
て
理
解
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

以
上
が
「
捨
象
／
抽
象
」
に
焦
点
を
絞
っ
て
な
さ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
の
批
判
の
内
実
で
あ
る
。

　
二
・
二
　
肯
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」

　
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
「
単
な
る
概
念
」
に
依
拠
す
る
立
場
は
、
講
壇
形
而
上
学
に
お
け
る
認
識
の
仕
方
と
し
て
特
定
可
能
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
た
。
否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
、
そ
の
真
相
を
暴
露
す
る
と
い
う
仕
方
の
叙
述
を
行
っ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
①
総
合
料
断
の
条
件
で
あ
り
、
②
対
象
の
現
存
在
を
直
接
的
に
確
保
し
、
③
感
覚
的
な
も
の
の
根
源
を
な
す
、
と
誤
っ
て

看
倣
さ
れ
て
い
た
「
単
な
る
概
念
」
に
は
、
結
果
的
に
①
総
合
判
断
、
②
対
象
の
現
存
在
、
③
感
覚
的
な
も
の
（
直
観
に
基
づ
く
認
識
）
、



と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
の
宣
告
が
下
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
「
超
越
論
的
方
法
論
」
（
以
下
「
方
法
論
」
と
略
記
）
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
単
な
る
概
念
」
を
ま
っ
た
く
別
の
文
脈
で
用
い

て
い
る
。
そ
こ
で
「
単
な
る
概
念
」
は
カ
ン
ト
自
身
の
・
王
張
を
説
明
す
る
た
め
の
道
具
立
て
に
変
貌
し
て
い
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
が
「
…
…

超
越
論
的
命
題
〔
ω
ρ
「
生
起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
原
因
を
も
つ
」
等
の
命
題
〕
は
、
単
な
る
概
念
に
し
た
が
う
総
合
的
認
識
（
①
貯

ω
旨
9
①
叶
δ
o
げ
Φ
ω
＜
興
自
昌
胤
8
葺
窪
暮
鉱
ω
コ
p
。
o
び
芝
。
ゆ
Φ
コ
b
d
Φ
α
q
ユ
ゑ
①
巳
で
あ
る
…
…
」
（
》
謬
b
。
＼
b
J
胡
O
）
と
述
べ
る
場
合
や
、
少
し
表
現
は
異

な
る
が
「
た
し
か
に
純
然
た
る
概
念
だ
け
か
ら
の
超
越
論
的
総
合
と
い
う
も
の
（
Φ
営
Φ
け
鑓
ω
N
Φ
巳
Φ
再
巴
Φ
ω
団
⇔
爵
Φ
ω
δ
窪
ω
冨
響
9
b
u
①
α
q
「
一
臨
－

｛
魯
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
哲
学
者
に
し
か
成
功
し
な
い
も
の
で
あ
る
…
…
」
（
》
謡
O
＼
じ
u
ぱ
刈
）
と
述
べ
る
場
合
、
「
単
な
る
概
念
」
に

は
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
用
例
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
ス
テ
ー
タ
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
引

用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
単
な
る
概
念
」
は
こ
こ
で
経
験
的
に
使
用
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
単
な
る

概
念
」
の
こ
の
変
貌
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
「
方
法
論
」
に
至
っ
て
カ
ン
ト
の
叙
述
が
、
こ
れ
ま
で
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
「
単
な
る
概
念
」
の
次
元
に

戻
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
「
方
法
論
」
の
叙
述
が
す
で
に
「
批
判
」
か
ら
「
形
而
上
学
」
へ
の
移
行

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ぽ
、
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
と
否
定

的
に
捉
え
ら
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
は
、
〈
前
以
て
与
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
い
う
特
徴
を
持
つ
と
い
う
点
で
符
合
す
る
。

　
ま
ず
く
前
以
て
与
え
ら
れ
て
い
る
〉
と
い
う
特
徴
を
、
否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
関
し
て
確
認
し
て
み
よ
う
。
こ
れ

ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
て
、
「
単
な
る
概
念
」
に
依
拠
す
る
立
場
（
「
講
壇
形
而
上
学
」
）
の
基
本
的
な
特
徴
を
抽
出
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は

く
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
の
成
立
（
「
総
合
」
）
を
飛
び
越
し
て
、
前
以
て
与
え
ら
れ
た
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
か
ら
出
発
す
る
立
場
、

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
分
析
判
断
に
関
す
る
講
壇
形
術
上
学
の
誤
謬
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
箇
所
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

こ
れ
を
裏
付
け
て
み
た
い
。

「
単
な
る
概
念
（
島
Φ
門
げ
一
〇
ゆ
①
b
ご
①
α
q
機
一
隔
h
）
」
の
一
　
義
性

　
　
七
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カ
ン
ト
は
「
序
論
」
に
お
い
て
、
分
析
判
断
と
誤
っ
て
み
な
さ
れ
る
も
の
と
、
本
来
的
な
分
析
判
断
と
が
ど
の
よ
う
に
混
同
さ
れ
る
か
、

と
い
う
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
原
因
を
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
の
手
続
き
の
ほ
と
ん
ど
の
部
分
が
「
私
た
ち
が
対
象
に
つ

い
て
す
で
に
も
っ
て
い
る
概
念
の
分
析
」
（
〉
α
＼
じ
ご
O
傍
点
筆
者
）
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
に
み
る
。
つ
ま
り
講
壇
形
而
上
学
は
〈
対
象
に
つ

い
て
の
概
念
〉
が
成
立
す
る
局
面
を
飛
び
越
し
て
、
与
え
ら
れ
た
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
（
換
言
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
概
念
的
内
実
が
す

で
に
確
保
さ
れ
て
い
る
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
）
を
分
析
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
総
合
判
断
と
分
析
判
断
の
区
別
を
見
落
と
し
た
、
と
カ

ン
ト
は
考
え
る
。
与
え
ら
れ
た
概
念
を
出
発
点
に
す
る
場
合
、
総
合
判
断
と
分
析
澗
断
は
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ど
ち
ら

も
同
等
に
確
実
な
も
の
と
し
て
春
菊
さ
れ
う
る
し
、
そ
の
主
語
・
述
語
の
結
び
つ
き
は
必
然
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
結
果
的
に
、

総
合
判
断
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
べ
き
述
語
も
、
分
析
熔
断
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
述
語
も
、
と
も
に
主
語
概
念
に
内
属
す
る
と
み
な
さ
れ

て
し
ま
う
。
総
合
判
断
に
固
有
の
制
約
に
眼
を
向
け
る
た
め
に
は
、
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
の
成
立
の
場
面
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
温
の
問
題
を
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
定
式
化
し
た
こ
と
は
、
彼

が
前
以
て
与
え
ら
れ
た
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
の
次
元
の
手
前
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
成
立
の
局
面
を
取
り
押
さ
え
よ
う
と
し
た
こ
と

と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
否
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
は
、
〈
前
以
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
〉
、
「
表
象
の
総
合
」
の
後
に

来
る
べ
き
も
の
、
な
い
し
は
そ
れ
を
度
外
視
し
て
い
る
も
の
と
い
う
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
を
与
え

ら
れ
て
い
る
と
看
倣
す
こ
と
は
、
②
概
念
と
そ
の
対
象
の
現
存
在
の
区
別
の
看
過
、
③
概
念
と
直
観
の
区
別
の
看
過
、
と
い
う
講
壇
形
而
上

学
の
残
り
二
つ
の
特
徴
と
も
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
与
え
ら
れ
た
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
を
出
発
点
と
す
る
限
り
、
概
念
と

そ
の
対
象
の
現
存
在
の
区
騎
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
関
係
は
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
概
念
と
直
観
と
を
認
識
の
判

明
性
の
度
合
い
に
よ
っ
て
区
曝
す
る
手
続
き
も
、
そ
こ
で
表
象
の
「
分
析
」
が
直
観
か
ら
概
念
へ
の
通
路
を
確
保
し
て
お
り
、
原
理
的
に
は

す
べ
て
の
表
象
が
剥
明
な
概
念
へ
と
も
た
ら
さ
れ
う
る
以
上
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
を
前
提
と
し
て
い
る
の



で
あ
る
。

　
次
い
で
肯
定
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
お
い
て
〈
与
え
ら
れ
た
〉
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
「
方

法
論
」
第
一
華
甲
一
章
「
独
断
的
使
用
に
お
け
る
純
粋
理
性
の
規
律
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
与
え
ら
れ
た
概
念
」
か
ら
出
発
す
る
立
場

を
採
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。

　
　
…
…
哲
学
は
与
え
ら
れ
た
概
念
の
分
析
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
概
念
が
、
た
と
え
混
濁
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、

　
　
先
頭
に
立
つ
、
そ
し
て
完
備
的
で
は
な
い
論
究
（
両
×
℃
o
ω
三
8
）
が
完
備
的
な
そ
れ
に
先
行
す
る
…
…
（
》
お
O
＼
切
誤
。
。
）

　
そ
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
ま
た
こ
の
前
提
の
も
と
で
、
総
合
の
機
能
と
し
て
で
は
な
く
、
何
も
の
か
を
「
表
示
す
る
（
σ
Φ
N
⑦
一
〇
ヨ
魯
）
」
概

念
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
内
実
が
す
で
に
確
保
さ
れ
た
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
…
…
実
在
性
、
実
体
、
力
等
の
超
越
論
的
概
念
が
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
う
し
た
概
念
が
表
示
す
る
の
は
…
…
単
に
（
ア
・

　
　
プ
リ
オ
リ
に
は
与
え
ら
れ
え
な
い
）
経
験
的
直
観
の
総
合
で
し
か
な
い
（
》
鳶
・
。
＼
じ
d
誤
O
）

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
カ
ン
ト
は
「
単
な
る
概
念
」
に
基
づ
く
認
識
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
〈
与
え
ら
れ
た
概
念
か
ら
始
め
る
V
と
い
う
、

そ
の
手
続
き
の
基
本
的
な
部
分
を
自
ら
の
批
判
の
目
的
地
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
と
カ
ン
ト
が
目
指
す
も

の
と
に
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
い
う
同
一
の
名
称
が
付
与
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
だ
が
カ
ン
ト
は
単
純
に
講
壇
形
而
上
学
の
立
場
に
還
帰
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
批
判
」
は
見
せ
か
け
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
か
ら
真
の

「
超
越
論
的
哲
学
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
二
種
類
の
「
単
な
る
概
念
」
は
や
は
り
「
ど
こ
か
わ
ず
か
に
位
相
が
ず
れ
て
い
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
ぴ
っ
た
り
と
は
か
み
合
わ
な
い
二
つ
の
も
の
の
重
ね
書
き
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
そ
の
ズ
レ
と
は
な
に
か
。

　
ま
た
こ
れ
ま
で
の
考
察
の
成
果
を
「
超
越
論
的
分
析
論
」
の
手
続
き
と
照
合
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
の
疑
問
が
出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。

カ
ン
ト
の
認
識
批
判
の
核
心
は
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
超
越
論
的
演
繹
」
の
手
続
き
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制
約
と
し

て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
「
一
つ
の
直
観
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
の
単
な
る
総
合
に

「
単
な
る
概
念
（
α
Φ
「
σ
｝
O
ゆ
Φ
b
ゆ
Φ
α
q
「
竃
団
）
」
の
二
義
性

一
～
九
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＝
　
○

統
｝
を
与
え
る
…
…
機
能
」
（
〉
謬
＼
し
d
回
O
県
）
と
説
明
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
す
べ
て
の
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
に
区
別

す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
（
諺
悼
ω
無
h
■
＼
し
ご
b
。
逡
跨
）
に
お
い
て
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
れ
自
体
は
〔
実
在
的
に
は
〕
定
義
さ
れ
え
な
い
」
（
》
鐸
α
）
と

も
言
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
機
能
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
「
概
念
の
分
析
」
の
対
象
と
な
る
も
の
（
つ
ま
り
G
o
馨
勺
、
と

い
う
仕
方
で
定
式
化
で
き
る
概
念
）
へ
と
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
章
節
で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
判
概
念
の
分
析
」
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
へ
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
そ

し
て
新
た
に
確
保
さ
れ
た
「
単
な
る
概
念
」
と
は
何
な
の
か
を
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
」
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

（
以
下
「
演
繹
論
」
）
、
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
論
」
（
以
下
「
図
式
論
」
）
の
叙
述
を
手
掛
か
り
に
具
体
的
に
探
っ
て
み
た
い
。
こ
の
よ
う
に

『
純
粋
理
性
批
判
撫
の
目
的
地
か
ら
翻
っ
て
上
述
の
三
つ
の
パ
ー
ト
を
読
解
す
る
こ
と
は
、
各
パ
ー
ト
の
役
割
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
も
繋

が
る
。

三
　
「
物
一
般
」
か
ら
「
対
象
＝
般
に
つ
い
て
の
概
念
」
へ

　
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
魅
を
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
の
捉
え
な
お
し
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
説
明
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
対
象
一
般
に
つ
い
て
の
概
念
（
瓢
興
じ
d
①
ウ
q
戦
窪
＜
o
謬
①
冒
①
ヨ
○
Φ
α
q
窪
ω
邸
a
①
菩
Φ
葺
9
・
白
け
ご

（
＞
b
。
Φ
O
＼
G
σ
ω
臨
）
と
霊
瞬
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
が
こ
の
語
を
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
に
お
い
て
中
心
的
な
概
念
だ
っ
た
「
物
一
般
（
O
ぎ
α
q

二
ぴ
の
甚
巽
冥
＼
§
恥
§
陰
騎
§
応
）
」
を
念
頭
に
お
い
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
　
八
世
紀
、
存
在
論
に
お
い
て
粥
い
ら
れ
る
「
存

在
者
（
§
的
）
」
と
い
う
語
は
通
常
ド
イ
ツ
語
で
は
「
物
（
一
）
貯
α
q
ご
と
い
う
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ヴ
ォ
ル
フ
は
存
在
論
を
「
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

在
者
一
般
の
学
（
ミ
§
§
§
蓼
ミ
題
》
N
ミ
6
）
」
と
定
義
し
て
い
る
が
、
彼
の
ド
イ
ツ
語
の
著
作
で
は
存
在
論
の
課
題
を
「
な
に
が
一
切
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

物
一
般
（
9
。
一
δ
欝
轟
㊦
δ
Φ
筈
餌
二
三
）
に
帰
属
し
、
な
に
に
お
い
て
そ
れ
ら
物
一
般
の
区
励
が
見
出
さ
れ
る
の
か
、
吟
味
す
る
」
こ
と
と
言

い
表
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
噸
純
粋
理
性
批
凋
撫
に
お
い
て
「
物
～
般
」
と
い
う
概
念
を
基
本
的
に
は
批
調
の
対
象
と
し
て
用
い
る
が
、



「
対
象
一
般
」
と
ほ
と
ん
ど
区
別
せ
ず
に
用
い
る
場
合
も
あ
る
（
》
回
録
＼
し
ご
易
ρ
〉
謡
㊤
＼
u
σ
凝
刈
）
。

　
加
え
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
に
お
い
て
も
、
「
物
一
般
」
に
関
わ
る
概
念
に
需
塁
ω
8
巳
Φ
9
讐
ω
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

う
語
が
付
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
を
「
超
越
論
的
哲
学
」
と
呼
ぶ
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
「
物
一
般
」
の
内
実
を
捉
え
な
お
す
手
続
き
は
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
捉
え
な
お
し
と
直
接
的
に
連
関
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
本
来
的
な
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
」
、
「
演
繹
論
」
、
「
図

式
論
」
は
、
講
壇
形
而
上
学
の
存
在
論
の
基
礎
概
念
を
、
客
観
的
妥
当
性
を
有
す
る
認
識
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
読
み
替
え
て
い
く
プ
ロ

グ
ラ
ム
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
「
超
越
論
的
哲
学
」
を
換
骨
奪
胎
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
核
心
部
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
三
・
一
　
概
念
と
対
象
の
関
係

　
ま
ず
カ
ン
ト
が
概
念
と
対
象
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
な
構
図
の
も
と
で
理
解
し
て
い
た
の
か
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
」
の

叙
述
に
即
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
カ
ン
ト
は
概
念
と
対
象
と
の
関
係
を
、
二
項
関
係
で
考
え
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
あ
る
概
念

（
A
）
が
そ
の
徴
表
（
B
）
を
介
し
て
、
対
象
（
C
）
に
関
わ
る
、
と
い
う
三
項
関
係
の
も
と
で
理
解
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
場
合
、
徴
表

（
B
）
は
、
対
象
（
C
）
の
概
念
の
徴
表
で
も
あ
る
）
。
要
す
る
に
》
一
ω
け
じ
。
と
い
う
綱
断
を
下
す
こ
と
が
、
あ
る
概
念
（
A
）
と
対
象
（
C
）

と
の
関
係
を
確
保
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
｝
般
論
理
学
の
枠
組
み
に
即
し
て
、
こ
の
三
項
関
係
の
内
実
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
唯
一
直
観
を
除
い
て
、
い
か
な
る
表
象
も
直
接
的
に
そ
の
対
象
に
か
か
わ
る
こ
と
は
な
い
…
…
」
（
〉
①
。
。
＼
b
σ
⑫
ω
）
。
概

念
が
直
接
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
対
象
を
特
徴
づ
け
る
何
ら
か
の
徴
表
で
あ
る
。
例
え
ば
「
こ
の
対
象
は
物
体
で
あ
る
」
と
い
う
判

断
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
す
べ
て
の
物
体
は
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
通
じ
て
、
分
割
可
能
性
と
い
う
性
質
を
持
つ
あ
る

対
象
が
物
体
と
み
な
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
単
な
る
概
念
（
α
興
げ
同
。
ゆ
①
b
σ
①
ひ
q
隆
h
）
」
の
二
義
性

一
…
二
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二
二

　
　
…
…
物
体
と
い
う
概
念
は
、
こ
の
概
念
の
も
と
に
ほ
か
の
諸
表
象
が
含
ま
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
諸
表
象
を
介
し
て
こ
の
概
念
が
諸
対

　
　
象
と
関
係
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
概
念
と
な
る
（
＞
O
㊤
＼
b
d
潔
）

こ
の
よ
う
に
、
「
す
べ
て
の
物
体
は
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
介
し
て
、
間
接
的
に
物
体
の
概
念
と
対
象
が
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
、
〈
こ
の
対
象
〔
た
と
え
ば
こ
の
金
属
〕
は
物
体
で
あ
る
V
と
い
う
対
象
と
概
念
の
関
係
（
カ
ン
ト
の
言
葉
で

い
う
と
、
「
物
体
の
概
念
が
あ
る
対
象
の
可
能
的
な
述
語
と
な
る
こ
と
」
）
が
成
立
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
、
カ
ン
ト
は
判
断
に
お
い
て
、
あ
る
概
念
の
も
と
に
諸
々
の
対
象
が
統
一
（
重
器
）
さ
れ
る
と
轍
魚
す
。
「
判
断
に
お
け
る
統
一
の
機
能
」

（
》
①
O
＼
¢
d
逡
）
と
は
こ
の
意
味
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
三
・
二
　
「
物
一
般
」
と
「
抽
象
」

　
一
般
論
理
学
は
、
「
認
識
の
す
べ
て
の
内
容
を
捨
象
し
て
、
ど
こ
か
ら
に
せ
よ
、
他
所
か
ら
表
象
が
　
般
論
理
学
に
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
、

こ
の
与
え
ら
れ
た
表
象
が
ま
ず
概
念
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
分
析
的
に
行
わ
れ
る
」
（
》
♂
＼

b
d
H
O
卜
。
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
般
論
理
学
に
お
い
て
は
上
述
の
概
念
・
徴
表
・
対
象
の
三
項
関
係
は
も
つ
ぼ
ら
分
析
的
に
（
す
で
に
与
え
ら
れ
た

概
念
に
基
づ
い
て
）
成
立
す
る
。
た
と
え
ば
「
す
べ
て
の
物
体
は
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
介
し
て
、
物
体
概
念
の
も
と
に
包
摂

さ
れ
う
る
諸
対
象
は
、
あ
ら
か
じ
め
分
割
性
能
性
と
い
う
性
質
を
所
有
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
般
論
理
学
の
判
断
の
統
一
作
用
を
「
抽
象
」
と
理
解
し
、
存
在
論
的
に
用
い
る
と
こ
ろ
に
、
講
壇
形
而
上
学
の
基
礎
概
念
、

「
物
　
般
」
の
出
自
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
講
壇
形
而
上
学
を
含
め
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
抽
象
論
に
お
い
て
、
一
般
概
念
は

「
異
な
っ
た
諸
事
物
の
う
ち
に
あ
る
共
通
の
徴
表
を
抽
象
す
る
扁
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
手
続
き
を
階
層
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

け
て
い
く
こ
と
は
、
必
然
的
に
ひ
と
つ
の
「
概
念
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
通
じ
る
。
た
と
え
ぽ
金
、
銀
、
銅
な
ど
に
み
ら
れ

る
共
通
の
徴
表
が
抽
象
さ
れ
て
、
「
金
属
」
と
い
う
一
般
概
念
が
作
ら
れ
、
こ
の
金
属
の
概
念
が
さ
ら
に
高
次
の
「
物
体
」
概
念
の
も
と
へ



と
包
摂
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
お
い
て
到
達
可
能
な
最
も
普
遍
的
な
概
念
が
、
「
物
一
般
」
で
あ
ろ
う
。
「
物
一
般
」

は
概
念
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
に
属
す
る
す
べ
て
の
概
念
の
包
括
す
る
概
念
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
一
般
的
な
特
性
は
、
す
べ
て
の
存
在
者
に
共
通

な
要
索
と
し
て
、
根
源
的
な
特
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
講
壇
形
而
上
学
は
、
「
存
在
し
う
る
限
り
で
の
可
能
な
も
の
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

す
る
学
（
。
・
9
§
§
慧
造
ミ
§
§
㌔
Q
§
鷺
ミ
⑦
§
鴨
慧
。
。
簑
ミ
）
」
と
い
う
自
ら
が
掲
げ
た
「
哲
学
」
の
要
件
を
満
た
し
う
る
地
点
に
立
つ
。

　
し
か
し
こ
の
抽
象
の
手
続
き
が
実
際
に
は
、
カ
ン
ト
が
暴
露
し
た
よ
う
に
「
共
通
的
な
徴
表
と
し
て
あ
る
概
念
を
抽
象
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
概
念
の
使
用
に
お
い
て
そ
の
概
念
の
も
と
に
含
ま
れ
て
い
る
差
異
を
捨
象
す
る
」
こ
と
だ
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
か
。
こ
の
概
念
の
系
列

を
遡
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
維
持
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
徴
表
を
断
念
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
よ
り
広
い
対
象
領
域
を

統
一
の
射
程
に
お
さ
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
物
一
般
」
は
す
べ
て
の
概
念
を
包
括
す
る
が
、
単
に
一
般
論
理
学
に
即
し
て

確
保
さ
れ
る
規
定
し
か
も
た
な
い
空
虚
な
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
問
題
は
〈
空
虚
な
る
根
源
〉
と
い
う
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら

な
い
。
「
物
一
般
」
、
す
な
わ
ち
一
般
論
理
学
の
み
に
依
拠
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
に
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

経
験
の
た
め
に
必
要
な
感
覚
的
知
覚
固
有
の
制
約
は
、
認
識
能
力
の
区
別
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
保
さ
れ
る
、
一
般
論
理
学

と
は
異
質
、
且
つ
根
源
的
な
制
約
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
般
論
理
学
の
制
約
に
依
拠
す
る
者
は
、
認
識
能
力
の
区
別
と
い
う
手
続
ぎ
を
経
な

い
限
り
、
あ
く
ま
で
経
験
と
は
異
質
な
領
域
の
う
ち
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
「
物
一
般
」
は
く
空
虚
な
る
根
源
〉
で
あ
る
ぽ
か
り
で

な
く
、
人
間
の
有
限
的
な
認
識
の
仕
方
を
看
過
し
続
け
る
こ
と
の
根
拠
で
も
あ
る
。

三
・
三
　
総
合
と
総
合
判
断

こ
の
講
壇
形
而
上
学
の
問
題
性
を
引
き
受
け
た
カ
ン
ト
が
取
り
組
む
の
は
、
人
間
の
有
限
的
な
認
識
の
仕
方
を
飛
び
越
さ
ず
に
、
「
対
象

一
般
に
つ
い
て
の
概
念
」
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
課
題
の
遂
行
の
核
心
は
、
一
般
論
理
学
に
お
け
る

「
概
念
の
分
析
」
の
乎
続
き
の
前
提
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

「
単
な
る
概
念
（
鳥
Φ
『
三
〇
ゆ
③
ゆ
①
ひ
q
ユ
睦
）
」
の
一
～
義
性

一
二
三
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す
で
に
み
た
よ
う
に
一
般
論
理
学
に
お
け
る
調
断
の
統
一
作
用
（
包
摂
作
用
）
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
表
象
を
前
提
に
し
て
、
分

析
的
に
行
使
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
す
べ
て
の
物
体
は
分
割
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
介
し
て
、
「
分
翻
可
能
性
」
と
い
う
性
質
を
持

つ
諸
々
の
対
象
が
物
体
の
概
念
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。
し
か
し
「
分
割
可
能
性
」
と
い
う
性
質
を
も
つ
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
で
確
保
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
概
念
の
分
析
に
先
立
っ
て
表
象
が
与
え
ら
れ
る
た
め
に
、
認
識
を
成
立
さ
せ

る
働
き
、
す
な
わ
ち
「
総
合
（
G
。
旨
昏
①
ω
邑
」
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
。
（
9
諺
ミ
＼
b
σ
さ
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
さ
て
概
念
の
分
析
に
先
立
っ
て
総
合
と
い
う
働
き
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
は
、
判
断
の
問
題
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
。
総
合
自

体
は
「
構
想
力
の
単
な
る
作
用
砿
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
概
念
に
も
た
ら
さ
れ
て
は
じ
め
て
認
識
が
成
立
す
る
（
o
h
》
刈
。
。
＼
c
d
＄
ら
。
）
以
上
、
概

念
の
使
用
を
ぬ
き
に
総
合
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
一
般
に
概
念
の
使
用
は
判
断
で
あ
る
か
ら
（
9
》
①
。
。
＼
し
σ
り
。
。
）
、
「
総
合
」
の

問
題
は
「
判
断
」
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
概
念
（
A
）
が
そ
の
徴
表
（
B
）
を
介
し
て
、
対
象

（
C
）
に
関
わ
る
、
と
い
う
三
項
関
係
が
総
合
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
コ
つ
の
判
断
に
お
い
て
様
々
な
表
象
に
統
一
を

与
、
兄
る
の
と
同
じ
機
能
が
、
一
つ
の
直
観
に
お
け
る
様
々
な
表
象
の
単
な
る
総
合
に
統
一
を
与
え
る
…
…
」
（
ミ
リ
＼
b
d
H
O
舞
）
と
い
う
文
言

は
こ
の
意
味
で
理
解
…
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
三
角
形
に
関
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
を
例
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。
三
角
形
の
総
合
を
判
断
の
側
か
ら
見
る
な
ら
ば
そ
れ
は
、

〈
三
角
形
は
、
そ
の
内
角
の
和
が
一
八
○
度
に
等
し
い
〉
と
い
う
三
角
形
の
概
念
を
代
表
す
る
総
合
判
断
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
認
識
さ
れ

る
図
形
が
、
三
角
形
と
し
て
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
判
断
に
お
け
る
主
語
か
ら
分
析
的
に
〈
内
角
の
和
が
一
八

○
度
に
等
し
い
〉
と
い
う
徴
表
は
で
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
総
合
判
断
で
あ
る
。
三
角
形
の
概
念
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
〈
内
角
の
和
が
一

八
○
度
に
等
し
い
〉
と
い
う
述
語
に
結
び
付
く
必
然
性
だ
け
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
の
述
語
が
三
角
形
の
概
念
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な

い
（
o
い
切
霜
）
。
直
観
に
お
い
て
異
体
的
に
三
角
形
を
描
出
す
る
こ
と
を
介
し
て
は
じ
め
て
、
三
角
形
一
般
と
い
う
・
王
語
が
〈
内
角
の
和
が

一
八
○
度
に
等
し
い
〉
と
い
う
述
語
に
結
び
付
け
ら
れ
う
る
。
総
合
の
局
面
に
お
け
る
概
念
と
対
象
と
の
関
係
と
は
、
双
方
向
的
な
規
定
と



し
て
理
解
さ
れ
る
。
対
象
は
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
概
念
は
そ
の
対
象
の
規
定
を
通
じ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

表
を
主
語
で
あ
る
自
分
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
カ
ン
ト
が
概
念
を
「
規
則
（
幻
①
o
q
①
一
）
」
と
し
て
捉
え
る
場
合
、
規
則
と
は
こ
の
種
の
総
合
判
断
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
9

＞
一
〇
9
＞
H
お
ぐ
b
d
嵩
O
）
。
認
識
対
象
の
成
立
に
お
い
て
は
こ
の
規
則
が
、
表
象
の
総
合
が
任
意
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
必
然
性
を
持
っ
て

行
わ
れ
る
た
め
の
制
約
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
総
合
が
概
念
に
も
た
ら
さ
れ
る
場
面
で
は
、
同
時
に
、
そ
の
概
念
を
主
語
と
す
る
総
合
判
断
が
成
立
し
て
い
る
と

み
る
。
総
合
と
総
合
判
断
と
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
総
合
の
綱
約
と
な
る
カ
テ
、
潔
リ
ー
も
、
も
し
そ
の
権
利
が
確
保
さ
れ
た
な

ら
ば
、
そ
れ
自
体
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
と
し
て
姿
を
現
す
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
手
続
き
は
、
与
え
ら

れ
た
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
の
手
前
で
、
〈
対
象
に
つ
い
て
の
概
念
〉
の
成
立
の
場
面
を
問
題
と
す
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
そ
の
成
果

は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
と
し
て
、
言
い
換
え
る
と
く
与
え
ら
れ
た
概
念
〉
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
三
・
四
　
図
式
論
の
意
義

　
総
合
と
総
合
判
断
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ぽ
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
解
釈
に
お
け
る
一
つ
の
難
所
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

「
図
式
論
」
の
意
義
に
つ
い
て
見
通
し
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
判
断
は
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
し
、
「
演
繹
論
」
、
「
図
式
論
」
と
い

う
一
連
の
展
開
を
貫
く
枠
組
み
を
な
し
て
い
る
。
あ
る
概
念
（
A
）
が
そ
の
徴
表
（
B
）
を
介
し
て
、
対
象
（
C
）
に
関
わ
る
、
と
い
う
三

項
関
係
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
が
対
象
に
関
係
し
う
る
仕
方
」
（
》
。
。
α
＼
b
d
H
箋
）
を
解
明
す
る
「
演
繹
論
」
は
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
（
A
）
と
対
象
（
C
）
と
の
関
係
を
確
保
す
る
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
る
パ
ー
ト
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関

係
付
け
が
実
際
に
成
功
し
た
な
ら
ぽ
、
裏
面
に
お
い
て
今
度
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
徴
表
（
こ
れ
は
対
象
の
概
念
の
徴
表
で
も
あ
る
）
と

「
単
な
る
概
念
（
匹
巽
げ
一
〇
ゆ
①
b
d
①
α
q
門
一
8
」
の
二
義
性

＝
一
五
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の
間
に
成
立
す
る
総
合
判
断
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
概
念
の
使
用
が
判
断
以
外
に
は
あ
り
え
ず
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
純
粋
悟
性

概
念
」
と
し
て
認
識
の
対
象
と
関
わ
る
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
が
、
判
断
の
形
で
定
式
化
さ
れ
う
る
概
念
へ
と
復

帰
す
る
必
然
性
が
あ
る
。
「
図
式
論
」
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
そ
の
表
徴
と
の
間
に
成
立
す
る
総
舎
判
断
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
の
「
哲
学
的

（
3
0
）

定
義
」
）
を
確
保
し
て
、
そ
れ
を
通
常
の
概
念
と
岡
一
の
水
準
へ
と
復
帰
さ
せ
る
役
割
を
担
う
の
で
あ
る
。

　
「
図
式
論
」
の
冒
頭
で
カ
ン
ト
は
現
象
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
可
能
性
の
問
題
を
「
純
粋
悟
性
概
念
の
も
と
へ
の
経
験
的
直
観
の

包
摂
（
ω
¢
σ
ω
ニ
ヨ
け
δ
譜
ご
（
諺
H
鵯
＼
切
H
♂
）
と
い
う
仕
方
で
定
式
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
決
し
て
不
適
切
な
問
題
設
定
で
は
な
い
。
こ
こ
で

「
包
摂
」
は
、
カ
テ
ゴ
リ
：
と
直
観
と
い
う
二
項
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
・
超
越
論
的
時
間
規
定
・
直
観
と
い
う
三
項
関

係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
直
観
と
を
結
び
つ
け
る
「
第
三
の
も
の
」
（
超
越
論
的
蒔
間
規
定
）
と
は
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
直
観
に
関
係
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
徴
表
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
的
演
繹
し
、
「
演
繹
論
」
、
「
図
式
論
」
の
三
つ
の
パ
ー
ト
は
、
澗
断
に
お
け
る
三
項
関
係
に
基
づ

い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
展
開
に
お
い
て
、
判
断
は
、
前
提
さ
れ
た
認
識
対
象
の
内
的
構
造
を
事
後
的
に
表
示
す
る
も

の
（
つ
ま
り
、
「
講
壇
形
而
上
学
」
で
の
判
断
の
あ
り
方
）
か
ら
、
認
識
対
象
を
ま
ず
総
合
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
対
象
の
「
可
能
性
の
制

約
」
へ
と
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
義
す
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
は
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
！
メ
ナ
」
の
中
で

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
れ
自
体
は
〔
実
在
的
に
は
〕
定
義
さ
れ
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
の
裏
づ
け
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
義
し

よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
と
そ
こ
に
感
性
的
な
契
機
が
入
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
仕
方
で
な
さ
れ
る
（
o
h
》
N
障
跨
）
。
そ
の

箇
所
で
カ
ン
ト
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
を
実
際
に
行
っ
て
、
定
義
が
直
観
の
介
入
な
し
に
は
成
立
し
え
な
い
こ
と
を
実
証
す

る
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
定
義
と
は
、
ほ
ぼ
図
式
の
内
容
に
符
合
す
る
。

　
　
…
…
悟
性
の
概
念
と
し
て
の
量
（
ρ
爵
コ
蜂
蝕
ω
）
の
純
粋
図
式
は
数
で
あ
っ
て
、
数
は
一
を
一
に
順
次
加
算
す
る
こ
と
を
包
括
す
る
一



つ
の
表
象
で
あ
る
（
》
謀
b
。
h
’
＼
じ
u
一
。
。
卜
。
「
図
式
論
」
に
お
け
る
「
量
」
の
図
式
）

　
　
…
…
量
は
、
一
が
何
圓
そ
の
も
の
に
お
い
て
お
か
れ
て
い
る
か
が
そ
れ
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
物
の
規
定
で
あ
る
、
と
い
う

　
　
仕
方
以
外
で
は
、
誰
も
量
一
般
の
概
念
を
定
義
す
る
（
Φ
吋
〆
一
戸
噌
Φ
昌
）
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
》
b
。
蕊
＼
じ
d
ω
O
O
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」

　
　
に
お
け
る
「
量
」
の
定
義
）

　
要
す
る
に
図
式
化
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
定
義
可
能
な
も
の
、
つ
ま
り
「
概
念
の
分
析
」
の
対
象
に
な
る
唯
一
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
確
保
さ
れ
る
も
の
が
、
カ
ン
ト
が
肯
定
的
に
取
り
扱
う
「
単
な
る
概
念
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
方
法
論
」
で
は
カ
ン
ト
は
、

「
原
因
a
冨
霧
げ
①
）
」
の
概
念
の
使
用
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
…
…
私
は
単
に
概
念
に
し
た
が
っ
て
（
巨
。
ゆ
轟
署
し
ご
Φ
ひ
q
島
｛
魯
）
手
続
き
を
行
う
の
で
あ
っ
て
、
概
念
の
構
成
に
よ
っ
て
手
続
き
を
行

　
　
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
概
念
は
、
諸
知
覚
の
総
合
の
規
則
で
あ
り
、
諸
知
覚
は
い
か
な
る
純
粋
直
観
で
も
な
く
、
そ
れ

　
　
ゆ
え
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
》
刈
N
ω
＼
し
σ
刈
㎝
一
》
づ
ヨ
．
）

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
新
た
な
「
単
な
る
概
念
」
の
所
在
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
化
に
お
い
て
見
定
め
ら
れ
る
と
し
て
、
こ
の
「
単
な
る

（
鉱
。
ゆ
）
」
と
い
う
形
容
詞
の
意
味
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
哲
学
的
認
識
に
対
す
る
「
規
律
（
コ
ω
蕊
9
コ
と
、

す
な
わ
ち
「
あ
る
規
則
か
ら
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
絶
え
聞
な
い
傾
向
を
制
限
し
、
つ
い
に
は
根
絶
す
る
強
制
」
（
》
刈
O
O
＼
b
d
刈
鵯
）
の
意
味
に

お
い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
捉
え
な
お
さ
れ
た
「
単
な
る
概
念
」
と
は
、
「
図
式
化
」
と
い
う
悟
性
の
「
手
続
き
（
～
「
Φ
同
h
鋤
ゴ
呪
①
路
）
」
自

体
を
取
り
押
さ
え
る
た
め
の
術
語
で
あ
る
が
、
こ
の
手
続
き
は
直
観
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
手
続
き
が
可

能
に
す
る
経
験
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
「
超
越
論
的
な
命
題
は
自
ら
の
概
念
の

一
つ
を
す
ら
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
描
出
で
き
な
い
」
（
》
謡
目
＼
u
d
刈
お
）
。
「
単
な
る
概
念
」
は
、
こ
の
よ
う
な
人

間
の
認
識
の
有
限
性
を
告
示
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
新
た
な
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

「
巣
な
る
概
念
（
匹
Φ
「
σ
一
〇
ゆ
①
し
d
Φ
α
q
「
凶
駿
）
」
の
一
　
義
性

一
二
七
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一
二
八

　
　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
解
明
の
端
緒
と
し
て
、
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
大
き
く
分
か
れ
る
二
つ
の
意

味
に
着
目
し
て
考
察
を
行
っ
た
。

　
カ
ン
ト
が
「
単
な
る
概
念
」
を
否
定
的
に
取
り
扱
う
場
合
、
そ
れ
に
は
講
壇
形
蒲
上
学
の
手
続
き
の
基
礎
と
い
う
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
場
合
「
単
な
る
概
念
」
は
①
総
合
判
断
と
分
析
判
断
の
三
編
、
②
概
念
と
そ
の
対
象
の
現
存
在
の
区
別
、
③
概
念
と
直
観
の
区
溺
、

と
い
う
三
つ
の
区
別
を
看
過
さ
ぜ
る
誤
謬
の
源
泉
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
「
単
な
る
概
念
」
を
全
面
的
に
斥
け
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
方
法
論
」
に
お
い
て
、
「
単
な
る
概
念
」
は
「
批
判
」
の
到
達
点
と
し
て
新
た
な
ス
テ
ー
タ
ス
を
与
え
ら
れ
る
。
こ

の
「
単
な
る
概
念
」
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
か
ら
引
き
継
い
だ
の
は
、
〈
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
V
と
い
う
性
格
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
批
判
」
の
劉
玉
壷
と
は
、
「
概
念
の
分
析
」
が
開
始
さ
れ
う
る
地
点
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
到
達
点
か
ら
翻
っ
て

「
超
越
論
的
分
析
論
」
の
中
心
部
を
見
る
こ
と
は
、
「
概
念
」
の
使
用
、
す
な
わ
ち
「
判
断
」
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
で
各
パ
ー
ト
の
役
割

を
再
検
討
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
カ
ン
ト
の
判
断
論
の
基
本
的
構
図
、
「
あ
る
概
念
（
A
）
が
そ
の
徴
表
（
B
）
を
介
し
て
、
対
象
（
C
）

に
関
わ
る
」
に
照
ら
し
て
、
「
演
繹
論
」
と
「
図
式
論
」
の
役
割
分
担
を
考
え
る
な
ら
ぽ
、
「
演
繹
論
扁
は
、
（
A
）
と
（
C
）
の
関
係
付
け
、

「
図
式
論
」
は
（
A
）
と
（
B
）
の
関
係
付
け
を
課
題
と
す
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
「
図
式
論
」
は
判
断
を
通
じ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
定
式

化
す
る
（
す
な
わ
ち
「
哲
学
的
に
定
義
す
る
」
）
課
題
を
損
う
パ
ー
ト
で
あ
り
、
新
た
な
意
味
で
の
「
単
な
る
概
念
」
を
確
保
す
る
現
場
で
あ

る
。
図
式
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
こ
そ
が
「
単
な
る
概
念
」
、
す
な
わ
ち
真
の
「
超
越
論
的
哲
学
」
の
出
発
点
を
な
す
。

　
本
稿
の
考
察
は
、
「
概
念
」
の
確
保
を
『
純
粋
理
性
批
判
晒
の
到
達
点
と
し
て
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
翻
っ
て
「
超
越
論
的
分
析
論
」
の
各

パ
ー
ト
の
役
翻
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
の
解
釈
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
蜘
の
最
上
位
の
区
分
、
国
δ
ヨ
Φ
艮
胃
δ
耳
の
と
ζ
Φ
序
。
富
三
①
滞
Φ

に
カ
ン
ト
が
与
え
た
意
味
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
『
オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ゥ
ム
ム
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
霊
①
ヨ
窪
β
ユ
①
冨
①
の
役
割
を
、



学
に
必
要
な
基
本
要
素
（
匿
Φ
ヨ
①
耳
）
、
す
な
わ
ち
基
礎
概
念
の
確
保
に
、
ζ
Φ
些
。
自
Φ
巳
Φ
貯
Φ
の
役
割
を
そ
れ
ら
の
概
念
の
配
列
に
み
て
い

　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

る
（
O
h
「
）
（
）
（
H
ω
o
O
①
）
。
「
概
念
」
の
確
保
を
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
到
達
点
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
概
念
の
使
用
」
、
す
な
わ
ち
「
判

断
」
を
軸
と
し
て
こ
の
著
作
全
体
を
解
釈
す
る
方
向
性
を
開
く
こ
と
に
も
な
る
。
「
判
断
」
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
出
す
る
た
め
の
単
な
る

「
手
引
き
」
で
も
な
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
い
わ
ゆ
る
「
沈
黙
の
一
〇
年
間
」
の
思
考
の
成
果
を
纏
め
上
げ
る
た
め
だ
け
に
用
い
た
道
具
立
て

で
も
な
い
。
そ
れ
は
「
超
越
論
的
分
析
論
」
の
核
心
部
の
展
開
を
も
規
定
す
る
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最
も
基
礎
的
な
枠
組
み
と
し
て
理

解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
注

（
1
）
　
村
田
純
｝
、
項
目
「
超
越
論
的
哲
学
」
『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
曲
筆
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
　
○
八
七
頁
。

（
2
）
　
Q
っ
巴
。
鑓
8
ζ
諺
H
ζ
0
7
寄
誘
§
諒
§
ミ
ミ
鳴
ぎ
お
器
鳴
嵩
§
養
ミ
営
ミ
、
8
魯
ミ
魯
O
鳴
器
§
§
ミ
器
壽
鳩
蕾
じ
弓
α
N
震
δ
Φ
。
。
ゴ
Φ
円
舞
お
①
㎝
－
ω
■
。
。
■

（
3
）
　
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
を
括
弧
内
に
記
す
。
た
だ
し
慣
例
に

　
従
い
『
純
粋
理
性
批
判
無
か
ら
の
引
用
は
、
A
版
降
第
一
版
と
B
版
薩
第
二
版
の
算
数
を
記
す
。

（
4
）
O
｛
．
≧
①
×
鋤
邑
興
○
。
巳
δ
σ
】
W
》
¢
竃
O
》
勾
↓
国
押
ミ
贈
ミ
量
“
。
§
（
軌
範
×
≦
H
γ
蘭
曲
9
厭
一
白
磐
芝
○
い
句
銅
ミ
ミ
翁
愚
ミ
魯
辱
篭
§
織
旨
鳴

　
O
蕊
な
、
轟
賞
O
携
魯
§
ミ
軸
ミ
き
き
篤
困
H
■
》
夏
．
じ
d
鳥
■
ρ
馬
同
冠
①
鴇
虫
ヨ
一
8
卜
。
』
お
・

（
5
）
　
こ
の
他
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上
学
演
繹
」
の
B
版
固
有
の
箇
所
（
ゆ
目
Q
。
）
で
は
「
古
人
の
超
越
論
的
哲
学
（
臼
0
6
轟
コ
ω
N
①
匹
Φ
簿
巴
唱
げ
凶
δ
ω
？

　
℃
三
Φ
ロ
①
『
≧
酔
魯
ご
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
「
ス
コ
ラ
哲
学
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
極
め
て
有
名
な
命
題
」
を
主
題
化
し
て
い
る

が
、
実
際
上
の
論
敵
は
講
壇
形
首
上
学
で
あ
る
。
O
h
頃
磐
ω
U
国
H
ω
国
O
》
Z
ρ
d
げ
①
『
島
Φ
に
弓
⑦
ゴ
碧
臼
§
ひ
q
血
①
ω
ω
0
7
0
一
浅
聞
圃
。
。
o
冨
昌
ω
簿
N
①
ω
”
二
〇
信
。
象
σ
簿

　
Φ
霧
Φ
ω
け
§
二
葺
く
Φ
歪
β
び
。
蒙
ヨ
ω
窪
℃
Φ
焦
Φ
0
9
ヨ
．
．
L
滋
ω
Φ
同
器
ω
a
①
9
§
α
q
岩
虫
餌
昌
ω
〆
『
三
詳
α
霞
目
ぎ
讐
く
①
讐
§
津
ぎ
　
映
§
7
⑦
ミ
駄
帖
§
”
じ
6
9

　
b
。
O
H
O
目
ρ
ω
．
画
O
ド
ー
合
日
’

（
6
）
　
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
こ
の
語
は
9
・
∬
ρ
⇔
⇔
o
足
げ
Φ
蛸
な
ど
の
前
置
詞
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
、
「
単
な
る
概
念
」
の
使
用
が
も
た

　
ら
す
帰
結
、
つ
ま
り
こ
れ
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
る
哲
学
的
立
場
の
う
ち
に
特
に
問
題
性
を
見
い
だ
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
単
な
る
概
念
（
α
無
げ
一
〇
ご
Q
Φ
b
d
Φ
ひ
Q
鼠
h
h
こ
の
二
義
性

一
二
九
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五
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五
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；
一
〇

（
7
＞
　
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
、
そ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
な
か
で
、
両
方
の
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
は
い
る
が
（
O
h
ω
・
躍
ρ
以
卜
。
る
紹
釜
山
③
瞭
）
、

　
記
者
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
は
い
な
い
。
O
h
寓
⑦
ヨ
N
笛
国
囲
ζ
ω
○
国
↓
戸
§
§
～
鴇
§
職
§
ミ
鳶
b
㍉
ミ
簿
瓢
画
肉
ミ
映
ミ
ミ
翼
§
ミ
憶
ミ
馬
さ
年
割
映
識
勘
隷

　
§
、
ミ
§
§
寄
、
ミ
ミ
押
じ
d
①
島
ミ
Z
Φ
≦
嘱
○
葺
H
㊤
①
刈
－
一
竃
同
’

（
8
）
　
否
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
が
論
じ
て
い
る
。
福
谷
茂
「
存
在
論
と
し
て
の
「
先
天
的
総
合
判
断
ヒ

　
噸
理
想
蜘
（
六
三
五
号
、
一
九
八
七
年
）
五
～
1
六
二
頁
。

（
9
）
　
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
「
単
な
る
概
念
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
が
論
じ
て
い
る
。
大
橋
容
一
郎
「
概
念
の
位
置
に
つ
い
て
…
門
超
越
論

　
的
方
法
論
」
の
主
題
に
関
す
る
考
察
…
」
㎎
現
代
カ
ン
ト
研
究
－
　
超
越
論
的
哲
学
と
は
な
に
か
海
（
理
想
社
、
一
九
八
九
年
）
、
一
六
三
…
二
〇
一
頁
。

（
1
0
）
　
「
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
経
験
が
教
え
る
こ
と
を
全
薗
的
に
さ
げ
す
み
、
し
か
も
単
な
る
概
念
に
よ
っ
て
（
数
学
の
ご
と
く
概
念
の
直
観
へ
の
適
用

　
に
よ
っ
て
で
は
な
く
）
さ
げ
す
む
…
…
　
つ
の
ま
っ
た
く
孤
立
し
た
思
弁
的
理
性
認
識
…
…
」
（
し
ご
×
剛
く
）
。

（
1
1
）
　
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
い
が
、
「
単
な
る
概
念
（
島
駿
三
〇
ご
。
o
b
J
o
ぴ
q
「
藻
）
偏
と
い
う
言
い
回
し
は
「
弁
証
論
」
で
も
し
ば
し
ば
誤
謬
の
温
床
と
し
て
登

　
場
す
る
（
o
鴎
．
》
。
。
器
”
》
ω
O
ど
》
G
。
①
ρ
》
継
α
①
＼
じ
d
腿
。
。
心
”
》
①
O
ミ
し
弓
①
。
。
㎝
）
。

（
1
2
）
　
講
壇
形
菰
上
学
の
存
在
論
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
O
h
O
o
菖
｛
ユ
。
鳥
竃
》
需
6
囲
2
”
》
や
N
ミ
ミ
ミ
ミ
さ
ミ
…
O
ミ
。
、
轟
器
ミ
ミ

　
募
薬
箋
砺
ら
、
～
ミ
這
出
｝
鳶
り
じ
ご
①
『
聾
9
お
凱
O
お
①
㊤
轟
b
¢
O
h
h
．
山
本
道
雄
懲
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
論
理
学
思
想
に
つ
い
て
－
呪
う
テ
ン
語
論
理
学
㎞
の

概
念
論
、
判
断
論
、
真
理
論
を
中
心
に
…
」
働
文
化
学
隼
報
賞
（
第
「
四
号
、
㎝
九
九
五
年
、
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
）
、
「
〇
五
…
「
六
六
頁
。

（
1
3
）
　
O
o
隷
属
民
妻
陶
ぎ
Φ
巨
い
羨
ζ
d
駕
囲
N
讐
b
～
逡
。
ミ
蜷
ミ
煮
転
、
§
、
¢
乾
ミ
ミ
ぎ
…
ミ
Q
ミ
ミ
象
魯
減
軽
、
～
§
9
ミ
慧
§
§
論
O
ミ
§
冨
気
葦
N
、
ミ
§
卜
戴
ひ
醤
蹄

　
じ
ウ
9
H
く
”
匂
ご
⑦
葺
護
目
。
。
。
。
ρ
｝
ソ
お
ω
曜

（
1
4
）
　
山
本
、
前
掲
論
文
、
｝
晒
八
、
一
五
二
頁
、
を
参
照
。

（
1
5
）
　
O
多
望
凶
諺
≦
○
ピ
「
鍔
ミ
ミ
麩
魯
ミ
黛
ミ
獄
§
ミ
蹄
量
器
影
身
苛
為
鳩
ミ
ミ
ミ
§
驚
、
§
、
ミ
ミ
篭
ミ
§
§
ミ
ミ
．
、
ミ
§
ミ
引
味
ミ
ミ
軌
ミ
軽
窃
層
ミ
ミ
遷
N
帖
蓉
蓼

　
魯
態
誉
恥
愚
ミ
籍
§
無
ミ
糞
鳴
N
§
ζ
⊆
霧
鍔
謬
M
嚢
凝
一
謡
。
。
一
設
3
竃
δ
甲

（
1
6
）
　
9
●
≦
◎
一
塗
卜
麸
㍉
§
ゆ
b
。
①
b
。
，
N
9
る
誤
。

（
1
7
）
　
Ω
三
ω
島
§
譲
○
い
男
垣
b
諺
ら
§
⑭
δ
慧
ミ
職
｝
ミ
ミ
募
魯
ミ
ミ
8
息
、
～
貯
ミ
領
ミ
§
6
多
き
§
軌
§
ミ
無
精
ミ
§
ミ
》
鴇
ミ
ト
武
～
舞
ミ
ミ
ミ
§

　
逡
～
§
、
ミ
ミ
篭
ミ
＆
ミ
ミ
ミ
獅
》
寄
§
ミ
ミ
ミ
犠
ぎ
N
蕊
義
篭
ミ
ミ
ミ
筑
ミ
篭
賄
さ
、
ミ
、
象
§
ミ
為
§
偽
§
ミ
§
』
刈
ω
．
〔
翻
訳
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
ク
リ
ス
テ

　
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
（
山
ホ
道
雄
・
松
家
次
朗
訳
）
哩
哲
学
一
般
に
つ
い
て
の
予
備
的
叙
説
僧
門
ヴ
ォ
ル
フ
の
論
理
学
思
想
に
つ
い
て
…
『
ラ
テ
ン
語
論
理



　
学
』
の
概
念
論
、
判
断
論
、
真
理
論
を
中
心
に
一
（
2
）
」
『
文
化
学
年
報
』
（
第
「
五
号
、
一
九
九
六
年
、
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
）
所
収
。
）

（
1
8
）
　
9
．
O
o
算
盆
景
ζ
》
労
↓
目
7
闘
臼
。
暮
ω
》
諺
Φ
向
き
自
白
ω
Φ
9
§
α
q
該
什
匹
昌
昌
①
ω
鉱
ヨ
ヨ
言
α
q
鳥
総
勺
轟
き
ヨ
Φ
器
匹
霞
9
冨
剛
9
尉
§
α
妻
。
一
箆
巴
ω

〈
臼
≦
o
羅
。
導
く
。
話
け
Φ
崔
§
α
q
」
目
映
ミ
隷
ミ
鳶
職
ミ
町
§
書
隷
＼
⑦
ミ
ミ
§
恕
§
N
き
帖
§
8
鳴
ミ
襲
§
碧
き
鳶
喧
～
§
O
＆
ミ
猛
省
”
b
ご
①
島
p
H
⑩
①
①
ψ
㊤
O
－

　
H
O
伊

（
1
9
）
　
カ
ン
ト
は
マ
イ
ヤ
ー
の
『
論
理
学
綱
要
施
を
論
理
学
講
義
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
用
い
て
い
た
。
『
論
理
学
綱
要
騙
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
第

　
一
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
大
橋
、
箭
掲
論
文
、
二
〇
〇
頁
。

（
2
1
）
　
以
下
、
考
察
は
専
ら
『
純
粋
理
性
批
判
匝
の
第
一
版
を
対
象
と
す
る
。
第
二
版
で
の
書
き
換
え
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
が
、
「
概
念
」
が
こ
の
書
き
換
え
の
意
味
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
二
版
で
大
規
模
な
書
き
換
え

　
が
行
わ
れ
た
笛
淵
所
（
門
序
論
」
の
「
超
越
訟
珊
的
」
の
定
義
（
》
富
＼
b
d
卜
a
α
）
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
紹
～
誠
鉱
心
的
演
…
繹
」
（
レ
リ
切
h
b
＼
b
σ
H
b
O
り
凍
．
）
、
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ

　
ー
メ
ナ
」
（
》
b
。
。
。
課
h
．
＼
じ
d
じ
。
㊤
磨
臼
．
）
、
門
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
（
》
ω
自
塗
＼
b
d
。
。
Φ
課
ご
）
は
、
共
通
し
て
、
第
～
版
に
お
い
て
「
概
念
一
と
「
対
象
」
と
の

　
関
係
を
軸
と
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
パ
ー
ト
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
≦
o
甑
℃
O
ミ
ミ
薦
賞
留
．

（
2
3
）
　
0
7
蔚
甑
彗
芝
○
び
哨
男
寄
§
驚
ミ
N
誉
9
§
暮
§
隠
§
織
§
映
ミ
§
§
恥
§
§
逡
ミ
凡
審
§
壽
お
ミ
蕊
§
恥
§
織
ミ
這
§
ミ
ミ
碍
§
O
＆
ミ
§
書

　
§
肉
尋
§
§
ミ
傍
§
壕
§
蔚
さ
ミ
㌧
○
①
ω
鋤
ヨ
旨
①
掃
Φ
薯
Φ
島
Φ
り
》
耳
。
b
u
伍
．
ど
国
三
冠
①
ω
冨
恥
讐
6
①
ρ
ω
■
目
㊤
．

（
2
4
）
類
。
一
舞
O
ミ
ミ
醤
貴
ゆ
ω
鐸
吻
吻
蒔
鳶
ふ
ω
O
引
b
ご
雲
ヨ
ウ
q
母
け
①
P
ミ
町
§
曹
筑
§
吻
㈲
晋
山
O
P

（
2
5
）
O
h
騨
昌
ω
叶
○
》
ω
ω
騒
客
榊
⑦
§
G
。
ミ
ミ
魯
轟
ミ
§
多
彩
幕
職
§
客
轟
ミ
㌦
§
§
の
§
ぎ
辱
§
き
ミ
ミ
軸
O
ミ
二
選
§
駄
ミ
肉
罫
§
ミ
ミ
簿
ミ
爵

　
ゆ
興
嵩
づ
H
リ
ド
O
O
弩
ヨ
ω
B
黛
一
Φ
。
。
O
♂
ω
為
◆

（
2
6
）
　
甫
。
ま
”
窯
の
§
誘
§
鳩
ミ
ミ
§
§
貸
誌
譜
魅
ミ
駐
§
ミ
笥
§
隣
§
ミ
郵
吻
8
■

（
2
7
）
　
総
合
と
総
合
判
断
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
。
森
口
美
都
平
門
超
越
論
的
演
繹
の
生
成
…
一
七
七
〇
年
代
の
カ
ン
ト
ー
」
『
世
界
の

意
味
を
求
め
て
㎞
（
晃
洋
書
房
、
一
九
七
九
無
）
二
一
六
…
二
四
五
頁
。

（
2
8
）
　
経
験
的
概
念
に
基
づ
く
「
総
合
」
は
、
純
粋
感
性
概
念
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
じ
枠
組
み
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
物
体
と
い
う
経
験

概
念
は
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
す
で
に
直
観
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
（
「
経
験
的
概
念
は
、
…
…
構
想
力
の
図
式
と
い
つ
で
も
直
接
的
に
連
関
す

　
　
　
「
単
な
る
概
念
（
α
①
『
げ
ざ
ゆ
Φ
ゆ
①
α
q
ユ
｛
h
）
」
の
二
義
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二



哲
学
研
究
　
第
五
百
八
十
五
号

＝
二
二

　
る
」
（
》
一
著
＼
じ
d
H
。
。
O
）
）
。
そ
れ
ゆ
え
延
長
、
形
態
、
不
可
侵
入
性
を
物
体
に
述
語
づ
け
る
判
断
は
、
分
析
判
断
と
し
て
み
な
さ
れ
も
す
る
（
o
h
＞
○
。
＼

ごd

|
）
。
し
か
し
、
延
長
、
形
態
、
不
可
侵
入
性
と
い
う
物
体
の
性
質
が
直
観
と
の
関
係
を
通
じ
て
は
じ
め
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限
り
（
o
h

＞
N
O
h
．
＼
b
ご
。
。
α
）
、
物
体
の
概
念
に
基
づ
く
総
命
も
、
総
合
判
断
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
O
h
O
Φ
o
「
α
q
①
ω
○
譲
菊
＞
U
閏
押
丙
餌
簿
・
ω

　
↓
冨
。
蔓
。
｛
O
§
8
冥
ω
」
昌
”
§
蕊
7
の
ミ
ミ
§
”
b
σ
9
お
曽
H
¢
㎝
8
0
』
①
や
零
。
。
．

（
2
9
）
　
「
演
繹
論
」
と
「
図
式
論
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
、
お
よ
び
諸
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
文
を
参
照
。
長
田
蔵
人
「
「
経
験
の
可
能
性
の
制
約
」

　
か
ら
「
可
能
的
経
験
」
ヘ
ー
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
聴
に
お
け
る
演
繹
論
と
図
式
論
一
」
『
哲
学
研
究
婦
（
五
八
四
号
、
瓢
○
〇
七
年
）
六
三
－
八
二
頁
。

　
長
田
は
「
演
繹
論
に
お
い
て
〈
為
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
〉
」
に
着
目
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
概
念
・
徴
表
・
対
象
の
三
項
関
係

　
を
手
掛
か
り
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
3
0
）
　
「
方
法
論
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
厳
密
な
意
味
で
の
「
定
義
（
U
の
｛
圃
三
二
〇
コ
）
」
は
哲
学
的
認
識
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
論

究
（
両
x
ロ
。
ω
三
8
）
」
（
徴
表
の
「
明
晰
性
、
十
全
性
扁
に
関
し
て
疑
わ
し
い
に
せ
よ
、
あ
る
程
度
ま
で
概
念
の
分
析
を
す
す
め
て
い
る
こ
と
）
を
「
哲

　
学
的
定
義
」
と
し
て
認
め
て
い
る
（
o
排
》
§
㌶
暁
・
＼
じ
ご
誤
①
塗
）

（
3
1
）
　
0
播
缶
Φ
凶
∋
ω
8
窪
り
ぎ
謹
総
鳩
N
魯
嵩
ミ
龍
b
～
ミ
恥
ミ
隷
－
ω
■
①
参
◆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
さ
と
う
・
け
い
た
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
／
暫
学
史
）



tion　cre’atn’ce），　etc．　Finalement，　nous　examinons　surtout　ces　deux　points　dans　cet

article．　（1）　Quelle　difference　y　a－t－il　entre　la　philosophie　de　BERGSON　et　celle

de　BOUTROUX　？　（2）　Quels　usages　et　quelles　fonctions　de　la　contingence　soRt－

elles　dans，les　ceuvres　de　Bergson　malgre　sa　crjtique　envers　le　concept　de　］a

contingence　？

じ　コ

Uber　die　Zweideutigkeit　des　Wortes。der　bloBe　Begriff“
　　　　　　　　　　　　　　　in　Krz●’狛　der　reinen　y；2rnunft

　　　　　f積rdas　Verstandnis　von　Kants　Transzenden之alphilosophie

　　　　　Keita　SATo

　　　Part－time　Lecturer

Kyoto　Women’s　University

　　Heute　wird　das　Wort　，，Transzendentalphilosophie“　im　allgemeinen　als　die

Bezeichnung　fUr　Kantische　Erkenntniskritik　verstanden，　die　in　Kntife　der　reinen

Yernztnft　durchgefUhrt　wurde，　und　so　auch　schon　zu　seinen　Lebzeiten．　Aber　Kant

selbst　ist　anderer　Meinung　：　erstens　ist　Kntile　fUr　ihm　nicht　die　Transzendental－

philosophie　als　solche，　sondern　nur　ihre　Vorbereitung　（Propadeutik），　zweitens

l〈ennzeichnet　er　sogar　die　Philosophie　seines　Kontrahenten　（der　sogenannten

deutschen　Schulmetaphysik）　als　Transzendentalphilosophie．　Kurz　gesagt，　kann

dieses　Wort　zwei　verschiedene　Dinge　bezeichnen，　namlich　das　Angriffs一　und

Endziel　von　Kn’tife．　lndessen　setzt　Kant　gar　nichts　davon　auseinander，　wie　die

，，wahre“　Transzendentalphilosophie　sich　auf　die　，，scheinbare“　bezieht．

Dieser　Aufsatz　versucht　diese　Beziehung　anhand　des　Wortgebrauchs　，，der　bloBen

Begriff“　in　Kntik　1〈larzustellen．　Diesem　scheinbar　unwichtigen　Wort　verteilt　Kant

eine　entscheidende　Rolle　：　die　Redewendung　，，aus　bloBen　Begriffen“　charakterisiert

die　Methode　der　Transzendentalphilosophie．　Dementsprechend　hat　das　Wort　，，der

bloBe　Begriff“　zwei　verschiedene　Bedeutungen　gleich　wie　die　Transzendental－

philosophie．　Es　bezeichnet　ntimlich　den　Begriff　bei　der　deutschen　Schulmetaphysik

und　den　bei　Kantische　Philosophie．

　　Aufgrund　eingehender　Analyse　wird　deutlich，　dass　das　Merl〈mal　der　Erkenntnis

aus　bloBen　Begriffen　im　allgemeinen　das　Voraussetzen　des　Begriffs　von　Gegen－

stand　ist．　Mit　anderen　Worten　muss　jene　Erkenntnis　auf　den　Begriff　als　Gegebenes

angeWiesen　se加．　Aber　folgendermaBen　scheiden　sich　zwei　Wege　der　Erkenntnis
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aus　bloBen　Begriffen．　Wtirend　die　deutsche　Schulmetaphysik　ohne　RUcl〈sicht　auf

・die　Synthesis　der　Vorstellung　den　Begriff　von　Gegenstand　als　schon　gegeben

ansetzt，　ftingt　Kant　mit　dem　Begriff　（Kategorie）　an，　den　die　transzendentale

Analytik　gerechtfertigt　hat．

　　Hier　stellt　sich　die　Frage，　ob　die　Kategorie　als　Gegebenes　angesehen　werden

kann．　Zwar　besteht　KaBtische　Begriffslehre　darin，　dass　die　Kategorie　als　Funl〈tion

der　Synthesis　verstanden　wird，　aber　in　Schematismuskapitei　definiert　Kant　sie

gleich　wie　einen　normalen　Begriff，　damit　sie　als　Gegebenes　betrachtet　werden

kann．　Diese　definierte　Kategorie　macht　das　Ansatzpunl〈t　der　wahren　Transzen－

dentalphilosophie　aus．
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