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ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超
越
論
的

弁
証
論
」
（
以
下
「
弁
証
論
」
と
略
記
）
で
カ
ン
ト
が
行
な
っ
た
こ

と
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。
「
思
想
界
の
偉
大
な
破
壊
者
で
あ

る
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
は
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・

ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
よ
り
も
は
る
か
に
勝
っ
て
い
た
．
：
ロ
ベ
ス
ピ
エ

ー
ル
の
秤
の
Ⅲ
に
は
国
王
が
載
せ
ら
れ
た
が
、
カ
ン
ト
の
秤
の
皿
に

は
神
が
載
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
（
１
）
。
し
た
が
っ
て
同
書
は
「
理
神

論
の
首
を
切
っ
た
剣
」
（
２
）
と
し
て
哲
学
史
上
極
め
て
画
期
的
な
著

作
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
で
ハ
イ
ネ
は
、
神
の
処

刑
と
い
う
「
悲
劇
の
後
に
は
茶
番
（
悪
愚
の
）
が
上
演
さ
れ
る
」
（
３
）
と

「
純
粋
理
性
の
規
準
」
と
理
性
信
仰

は
じ
め
に

し
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
神
学
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン

ト
は
、
下
男
の
ラ
ン
ペ
爺
さ
ん
が
、
神
が
殺
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た

り
に
し
て
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、
哀
れ
に
思
っ
た
の

で
、
「
実
践
理
性
を
魔
法
の
杖
（
忌
昌
閂
呂
琴
○
言
ロ
）
の
よ
う
に
使
っ

て
」
（
４
）
理
神
論
の
死
体
に
活
を
入
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ハ
イ
ネ
に
限
ら
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
ヘ
の
批
判
は
後
を

絶
た
な
い
。
最
も
辛
辣
な
批
判
者
と
し
て
は
、
や
は
り
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
曰
く
、
カ
ン
ト
は
、
「
尊
ば
れ
て
い
る

諸
々
の
古
く
か
ら
の
誤
謬
を
取
り
壊
し
て
み
る
と
、
容
易
な
ら
ぬ
事

態
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
道
徳
神
学
の
お

か
げ
で
細
長
い
支
柱
を
一
一
、
三
本
ほ
ど
差
し
込
ん
で
お
い
て
、
自
分

の
上
に
倒
れ
か
か
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
、
立
ち
去
る
暇
を
得
よ

う
と
し
た
だ
け
」
（
５
）
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
批
判
に
お
い
て
も
、

平
井
雅
人
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カ
ン
ト
が
道
徳
神
学
や
最
高
善
論
を
展
開
し
た
の
は
「
哲
学
的
な

ら
ざ
る
理
由
」
（
６
）
に
よ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
椰

楡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
種
の
批
判
に
答
え
る
た
め
の
作
業
の
一
つ
と
し
て
、

『
純
粋
理
性
批
判
』
「
超
越
論
的
方
法
論
」
の
第
二
章
、
「
純
粋
理

性
の
規
準
三
「
規
準
論
」
と
略
記
）
で
論
じ
ら
れ
る
、
純
粋
理
性
の

実
践
的
使
用
の
規
準
声
自
目
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
と
い
う

の
も
、
い
わ
ゆ
る
実
践
哲
学
の
著
作
を
俟
た
ず
し
て
、
既
に
カ
ン
ト

は
こ
の
「
規
準
論
」
で
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
を
問
題
に
し
て

い
る
が
、
そ
の
実
践
的
使
用
が
正
し
い
理
性
使
用
で
あ
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
規
準
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
す
る
の
で
あ
り
、

こ
の
規
準
こ
そ
が
実
践
的
な
理
性
使
用
の
正
当
性
の
根
拠
で
あ
る

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
シ
廻
己
①
｛
・
由
・
召
堂
・
）
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
の
規
準
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明

示
的
に
語
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
課
題

は
、
第
一
に
、
実
践
的
な
理
性
使
用
の
規
準
と
は
何
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
こ
に
は
極
め
て
重
要
な
哲
学

的
問
題
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
あ
ら

か
じ
め
結
論
を
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
実
践
的
な
理
性
使
用
の
規

準
と
は
、
理
性
信
仰
と
い
う
態
度
を
支
え
得
る
、
我
々
の
理
性
が
必

然
的
に
有
す
る
一
つ
の
枠
組
み
な
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
道
徳
神

学
に
対
す
る
批
判
は
、
こ
の
枠
組
み
の
必
然
性
を
語
る
こ
と
の
困

難
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
「
規
準
論
」
が
何
を
問
題
と
す
る
章
で
あ
る
の
か
を

考
察
す
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
章
の
表
題
に
も
あ
る
規
準
声
目
目
）

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
に
必
要
な
範

囲
で
、
簡
潔
に
見
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
規
準

と
は
「
あ
る
種
の
認
識
能
力
一
般
を
正
し
く
使
用
す
る
た
め
の

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
則
の
総
括
」
（
シ
・
己
⑦
由
・
函
塁
）
で
あ
る
。
例
え

ば
、
｜
般
論
理
学
は
、
形
式
に
関
し
て
は
、
悟
性
お
よ
び
理
性
一

般
に
と
っ
て
規
準
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
超
越
論
的

分
析
論
は
、
純
粋
悟
性
の
規
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
認
識

能
力
の
正
し
い
使
用
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
規
準
が
あ
る
の
で
あ
り
、

逆
に
、
認
識
能
力
の
正
し
い
使
用
が
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
規
準
も

論
述
は
以
下
の
手
順
で
進
め
た
い
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
が
規
準
と
い

う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
並
び
に
「
規
準
論
」
と

は
い
か
な
る
章
で
あ
る
の
か
を
概
観
す
る
（
二
・
次
い
で
そ
も
そ

も
「
規
準
論
」
で
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
が
問
わ
れ
る
背
景
を
考

察
し
（
二
）
、
こ
の
章
が
行
き
着
く
こ
と
に
な
る
理
性
信
仰
と
は
何

で
あ
る
か
を
探
究
す
る
（
三
）
。
そ
し
て
最
後
に
規
準
と
理
性
信
仰

と
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
規
準
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、

カ
ン
ト
が
「
規
準
論
」
で
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
の
本
質
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
を
指
摘
す
る
（
四
）
。

規
準
と
「
規
準
論
」
の
課
題

４ 

Hosei University Repository



な
い
の
で
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
純
粋
理
性
の
思
弁
的
使
用

が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
弁
証
論
」
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
体
と
し

て
の
魂
や
自
由
、
或
い
は
神
の
存
在
、
こ
れ
ら
の
認
識
が
試
み
ら
れ

る
場
合
の
理
性
使
用
は
弁
証
的
で
あ
り
、
正
し
い
使
用
と
は
い
え
な

い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
規
準
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
規
準
理
解
は
「
規
準
論
」
以
外
に
も
見
ら
れ
、
一

貫
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
「
超
越
論
的
論
理
学
」

の
緒
言
の
次
の
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
箇
所
か
ら
は
、
上
で
見
た
規
準
理
解
の
他
に
、
規
準
が
機
関
と

対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
規
準
は
、
理
性
使

用
が
正
し
い
こ
と
を
判
定
す
る
た
め
の
形
式
的
な
指
針
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
機
関
は
、
新
た
な
認
識
を

獲
得
し
、
知
識
を
拡
張
す
る
よ
う
な
、
道
具
的
な
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
（
７
）
。

「
．
：
単
に
〔
認
識
の
〕
判
定
の
た
め
の
規
準
で
あ
る
に
過
ぎ
な

咀
か
の
一
般
論
理
学
が
、
い
わ
ば
実
際
に
〔
何
ら
か
の
も
の
を
〕

生
み
出
す
機
関
（
ｇ
繭
目
目
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も

客
観
的
な
諸
主
張
に
つ
い
て
の
ま
や
か
し
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
し

た
が
っ
て
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
用
い
方
に
よ
り
、
誤
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
誤
っ
て
機
関
と
考
え
ら
れ

た
一
般
論
理
学
は
、
弁
証
論
と
呼
ば
れ
る
」
（
シ
な
］
（
・
宙
・
駅
）
。

さ
て
、
規
準
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
見
て
き

た
が
、
で
は
こ
の
規
準
を
表
題
に
掲
げ
た
「
規
準
論
」
の
主
題
は
い

か
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
超

越
論
的
方
法
論
」
（
以
下
「
方
法
論
」
と
略
記
）
が
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
。
い
わ
ゆ
る
カ

ン
ト
の
認
識
論
の
基
礎
づ
け
が
含
ま
れ
、
著
作
全
体
の
約
八
割
を
占

め
る
「
超
越
論
的
原
理
論
」
に
続
く
「
方
法
論
」
は
、
そ
れ
ま
で

の
議
論
を
前
提
し
か
つ
展
開
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
作

業
は
、
「
超
越
論
的
原
理
論
（
田
一
四
口
①
ロ
巨
一
①
冑
の
）
」
を
「
建
築
材
料
」

と
す
る
の
に
対
し
て
「
方
法
論
」
を
「
建
築
計
画
」
（
シ
コ
ョ
己
．
ご
い
）

と
す
る
仕
方
で
も
っ
て
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
方
法
論
」
と
は

「
純
粋
理
性
の
完
全
な
体
系
を
作
る
た
め
の
形
式
的
諸
条
件
を
規
定

す
る
こ
と
」
（
三
二
・
）
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
そ
の

「
方
法
論
」
の
中
で
も
「
規
準
論
」
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る

の
だ
ろ
う
か
。
「
方
法
論
」
の
第
一
章
は
「
純
粋
理
性
の
訓
練
」

で
あ
る
が
、
「
規
準
論
」
は
こ
の
第
一
章
の
内
容
を
受
け
る
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
い
う
の
も
、
「
純
粋
理
性
の
訓
練
」
が

「
弁
証
論
」
で
論
証
さ
れ
た
理
性
の
越
権
を
戒
め
る
べ
く
、
理
性

使
用
の
訓
練
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
て
、
「
規
準
論
」
は
、
そ

の
よ
う
な
越
権
を
犯
し
て
し
ま
う
理
性
に
、
正
し
い
使
用
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
規
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
を
問
題
に
す

る
か
ら
で
あ
る
（
シ
電
Ｊ
二
苗
・
函
二
・
）
。
し
た
が
っ
て
「
規
準
論
」
は
、

そ
れ
ま
で
の
、
理
性
の
越
権
に
よ
る
誤
謬
の
防
止
と
い
う
、
批
判
の

５ 
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消
極
的
な
効
用
に
対
し
て
、
三
つ
の
理
念
に
向
か
う
理
性
の
積
極

的
意
義
を
探
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
章
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
実
践
的
な
理
性
使
用
」
（
シ
ヨ
ヨ
由
・
胃
吻
）
に
、

こ
の
積
極
的
意
義
を
求
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

「
規
準
論
」
は
、
序
に
相
当
す
る
部
分
と
三
つ
の
節
と
か
ら
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
題
は
、
第
一
節
「
我
々
の
理
性
の
純
粋
使

用
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
」
、
第
二
節
「
純
粋
理
性
の
究
極
目
的
の

規
定
根
拠
と
し
て
の
最
高
善
の
理
想
に
つ
い
て
」
、
と
第
三
節
「
臆

見
す
る
こ
と
、
知
る
こ
と
、
信
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
特

に
第
二
節
の
表
題
か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
る
が
、
「
規
準
論
」
で
カ

ン
ト
は
、
理
性
の
実
践
的
使
用
を
問
題
と
し
て
い
る
。
だ
が
し
か
し

そ
の
実
践
的
使
用
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
わ
ゆ
る
カ
ン
ト
の
実
践

哲
学
の
文
脈
で
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
上
述
の
と
お
り
「
規
準
論
」
で
は
、

「
弁
証
論
」
で
一
旦
は
退
け
ら
れ
た
魂
の
不
死
、
自
由
、
神
の
現
存

在
、
と
い
う
三
つ
の
理
念
に
関
し
て
、
純
粋
理
性
の
正
し
い
使
用
を

可
能
に
す
る
よ
う
な
規
準
を
問
う
こ
と
が
課
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
規
準
論
」
が
問
題
に
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で

三
つ
の
理
念
に
対
す
る
あ
り
得
べ
き
理
性
の
関
わ
り
方
の
規
準
で
あ

っ
て
、
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
よ
う
な
、
意
志

の
規
定
根
拠
と
そ
の
規
定
可
能
性
の
問
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
見
た
と
お
り
、
「
規
準
論
」
の
課
題
は
、
三
つ
の

理
念
に
関
す
る
正
し
い
理
性
使
用
を
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用

「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
」
は
、
「
弁
証
論
」
を
な
す
三
つ
の
章
の
う

ち
で
「
超
越
論
的
世
界
論
」
（
シ
・
昌
一
由
・
】
召
）
に
相
当
す
る
部
分
で

は
あ
る
が
、
有
名
な
そ
の
四
つ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
で
は
、
自
由
の
原

因
性
の
問
題
の
他
に
、
分
割
不
可
能
な
実
体
の
問
題
や
、
世
界
原
因

と
し
て
の
必
然
的
な
存
在
者
の
問
題
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
で
、

自
由
、
実
体
と
し
て
の
魂
、
神
の
現
存
在
と
い
う
三
つ
の
理
念
全
て

に
関
連
す
る
箇
所
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

論
」
は
「
弁
証
論
」
の
縮
図
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
重
要
な
箇
所
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
四

つ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
定
立
、
反
定
立
そ
れ
ぞ
れ
の
証
明
を
示
し
た

後
で
、
理
性
が
い
ず
れ
の
立
場
に
与
し
た
が
る
か
と
い
う
理
性
の
関

心
に
言
及
し
て
い
る
が
、
本
節
で
は
、
こ
こ
に
「
規
準
論
」
で
理
性

に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
、
純
粋
理
性
の
正
し
い
使
用
が
「
規
準
論
」
で
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
な
ぜ
「
実
践
的
な
」
方
面

に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
理
性
が
抱
く
関
心
に

関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
吹
節
で
は
、
「
規
準
論
」
で
純
粋
理

性
の
実
践
的
使
用
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
理
由
を
求
め
て
、
「
純
粋
理

性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
（
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
」
と
略
記
）
で
理
性
の

関
心
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
取
り
上
げ
る
。

二
理
性
の
実
践
的
使
用
を
問
う
根
拠
と
し
て
の
建
築
術
的
関
心
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の
実
践
的
使
用
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
理
由
を
求
め
て
み
た
い
。

ま
ず
カ
ン
ト
は
、
定
立
の
立
場
を
「
純
粋
理
性
の
独
断
論
」
、
反

定
立
の
立
場
を
「
経
験
論
」
と
名
づ
け
（
シ
・
会
⑦
勇
一
程
）
、
そ
れ
ぞ

れ
の
側
に
ど
の
よ
う
な
関
心
が
見
ら
れ
る
の
か
、
或
い
は
見
ら
れ
な

い
の
か
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
定
立
の
側
に
は
、
第

一
に
「
あ
る
種
の
実
践
的
関
心
」
が
、
第
二
に
「
思
弁
的
な
関
心
」

が
、
そ
し
て
第
一
一
一
に
「
通
俗
性
（
勺
・
皀
一
ロ
ー
墓
）
」
が
見
ら
れ
る
が
、

反
定
立
の
側
に
は
、
第
一
に
「
理
性
の
純
粋
な
原
理
に
基
づ
く
実

践
的
関
心
」
は
見
出
さ
れ
ず
、
と
は
い
え
第
二
に
「
思
弁
的
関
心
」

に
と
っ
て
の
利
益
が
見
出
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
一

体
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
立
の
側
に
見
ら

れ
る
実
践
的
関
心
は
、
定
立
が
主
張
す
る
自
己
の
不
滅
の
本
性
や
根

源
的
存
在
者
が
、
道
徳
や
宗
教
の
「
礎
石
ａ
昌
己
骨
旨
。
）
」
を
与

え
る
こ
と
に
基
づ
き
、
思
弁
的
関
心
は
、
定
立
の
主
張
が
さ
ら
な
る

問
い
を
残
さ
ず
に
条
件
の
系
列
の
全
体
を
把
握
さ
せ
る
こ
と
に
基
づ

く
。
ま
た
定
立
が
通
俗
性
を
有
す
る
根
拠
は
、
通
常
の
悟
性
が
、
絶

対
的
な
第
一
の
も
の
と
い
う
固
定
点
に
安
ら
ぐ
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
反
定
立
は
、
道
徳
や
宗
教
の
「
理
論
的
な
支
え
と
な
る
か

も
し
れ
な
い
超
越
論
的
理
念
」
を
奪
う
が
ゆ
え
に
、
実
践
的
関
心

と
無
縁
で
あ
り
、
ま
た
自
然
秩
序
の
連
鎖
あ
る
い
は
可
能
的
経
験

の
領
域
の
み
を
相
手
に
す
る
点
で
は
、
思
弁
的
関
心
に
と
っ
て
魅

力
的
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
領
域
で
な
ら
悟
性
は
「
自

ら
の
確
実
で
明
白
な
認
識
を
果
て
し
な
く
拡
張
す
る
こ
と
が
出
来

る
」
（
シ
・
会
函
己
寧
乞
②
）
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
か
ら
は
次
の
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
第
一
に
、
実
践
的

関
心
は
定
立
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
思
弁
的
関
心
は
、

定
立
、
反
定
立
の
両
方
に
見
ら
れ
る
が
、
両
者
は
互
い
に
異
な
っ
た

関
心
で
あ
り
、
こ
こ
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
由
来
を
指
摘
出
来
る
こ

と
（
８
）
、
そ
し
て
第
三
に
、
定
立
の
側
に
は
、
い
ず
れ
の
関
心
に
も
、

ま
と
ま
り
あ
る
全
体
と
い
う
捉
え
方
で
の
世
界
把
握
へ
の
傾
き
が

見
出
せ
る
が
、
反
定
立
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
ろ
う
。
定

立
に
見
ら
れ
る
関
心
は
、
い
わ
ば
世
界
構
築
的
で
あ
る
が
、
反
定

立
に
見
ら
れ
る
関
心
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
。
そ
し
て
こ
の
事
態

は
、
実
際
カ
ン
ト
に
よ
り
次
の
よ
う
な
言
葉
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
理
性
の
建
築
術
的
関
心
は
．
：
定
立
の
主
張
に
対
す
る
自
然
な
推
薦

状
を
身
に
付
け
て
い
る
」
（
シ
・
合
の
己
迩
＆
）
の
に
対
し
て
、
「
反
定

立
は
ど
こ
に
も
第
一
の
も
の
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
建
物
の
基
礎
と

し
て
役
立
ち
得
る
よ
う
な
い
か
な
る
始
ま
り
も
認
め
な
い
」
参
・

一
三
己
も
ｓ
）
。
つ
ま
り
、
定
立
の
側
に
は
建
築
術
的
関
心
が
見
出
さ

れ
る
が
、
反
定
立
の
側
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
建
築
術
的
関
心
と
い
う
、
い
わ
ば
第
三
の
関
心
は
、

定
立
の
側
の
思
弁
的
な
関
心
と
実
践
的
な
関
心
と
に
共
通
し
て
お

り
、
両
者
の
背
後
に
作
用
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ

う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
定
立
と
反
定
立
の
対
立

は
、
こ
の
建
築
術
的
関
心
の
有
無
に
よ
る
対
立
と
考
え
る
こ
と
も
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出
来
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
定
立
、
反
定
立
に
お
い
て
作
用
し
て
い
る
関
心
に

は
思
弁
的
、
実
践
的
の
他
に
建
築
術
的
な
も
の
が
見
出
せ
る
の
で

あ
る
が
、
で
は
そ
も
そ
も
な
ぜ
関
心
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
周
知
の
ご
と
く
カ
ン
ト
に
よ
る
四
つ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

の
解
決
は
、
現
象
の
系
列
の
条
件
に
関
し
て
、
前
二
者
が
「
誤
っ
た

前
提
」
（
シ
も
巴
【
・
由
・
い
ご
（
・
）
に
基
づ
く
た
め
斥
け
ら
れ
、
後
一
一
者

は
「
両
者
と
も
真
で
あ
り
う
る
」
（
シ
・
吻
旨
団
ｎ
ｓ
）
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
解
決
に
対
し
て
、
理
性
の
関
心
を
問

う
こ
と
は
あ
く
ま
で
「
暫
定
的
な
判
定
」
（
シ
・
会
い
由
・
全
］
）
に
過
ぎ

な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
暫
定
的
判

定
が
敢
え
て
下
さ
れ
る
の
は
、
一
体
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン

ト
に
よ
れ
ば
そ
の
理
由
は
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
争
い
の
参
加
者

た
ち
が
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
対
象
に
つ
い
て
優
れ
た
洞
察
を
も
た

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
他
方
よ
り
一
方
に
味
方
す
る
の
か
を

「
理
解
す
る
た
め
」
或
い
は
「
説
明
す
る
た
め
」
（
ご
戸
）
に
役
立
つ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
一
方
の
側
、

例
え
ば
定
立
の
側
を
支
持
す
る
立
場
に
、
理
性
の
関
心
と
い
う
支
持

理
由
が
存
す
る
こ
と
を
カ
ン
ト
が
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
そ
の
理
由
の
う
ち
の
、
上
で
指
摘

し
た
実
践
的
な
関
心
や
通
俗
性
と
い
う
も
の
の
更
な
る
源
泉
に
関
し

て
、
こ
こ
で
は
未
だ
探
究
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
カ
ン
ト
が

「
根
本
的
な
究
明
」
と
す
る
上
述
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決

睦
も
っ
ぱ
ら
思
弁
的
な
関
心
か
ら
の
み
の
解
決
に
と
ど
ま
る
こ
と

も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
解
決
は
定
立
、
反
定
立
の
い
ず
れ

か
が
正
し
い
と
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ば

開
か
れ
た
形
で
終
わ
っ
て
お
り
、
他
の
関
心
か
ら
な
お
問
わ
れ
得
る

余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
思
弁
理
性
に
よ

る
認
識
の
頓
挫
が
示
さ
れ
つ
つ
も
、
他
の
観
点
な
い
し
は
関
心
か
ら

す
れ
ば
未
規
定
的
と
も
い
え
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
が
、
な
お

理
性
の
正
し
い
使
用
の
可
能
性
と
い
う
問
題
を
、
す
な
わ
ち
「
規
準

論
」
で
の
理
性
の
実
践
的
使
用
の
規
準
の
問
題
を
招
来
す
る
の
で

あ
る
す
）
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
問
題
の
背
後
に
は
、
や
は
り
よ
り

根
源
的
と
い
え
る
次
の
よ
う
な
建
築
術
的
関
心
の
作
用
を
指
摘
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
理
性
は
、
「
規
準
論
」
の
冒
頭
で
語
ら
れ
る
、
「
自

ら
の
圏
域
を
完
成
さ
せ
、
そ
れ
だ
け
で
存
立
す
る
体
系
的
全
体
の

中
で
初
め
て
安
住
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
シ
・
ヨ
ヨ
戸
胃
山
）
人
間
理

性
と
同
一
の
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
が
「
規
準
論
」

「
人
間
の
理
性
は
本
性
上
建
築
術
的
で
あ
り
、
即
ち
あ
ら
ゆ
る

認
識
を
一
つ
の
可
能
な
体
系
に
属
す
る
も
の
と
見
な
し
、
そ
れ

ゆ
え
ま
た
、
目
指
す
認
識
が
何
ら
か
の
体
系
に
お
い
て
他
の
認

識
と
共
存
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
不
可
能
に
は
し
な
い
よ
う

な
原
理
だ
け
を
許
容
す
る
」
（
シ
・
含
一
国
ｎ
ｓ
）
。
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で
純
粋
理
性
の
実
践
的
使
用
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
上
述
の
よ

う
な
建
築
術
的
関
心
に
由
来
す
る
と
い
う
意
味
で
必
然
的
な
の
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
問
題
は
、
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
論
」
に
お
け
る
思
弁

的
関
心
か
ら
の
問
題
の
解
決
と
「
共
存
」
し
得
る
形
で
探
究
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

さ
て
次
節
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
問
わ
れ
る
に
至
る
実
践
的
な

理
性
使
用
が
正
し
い
使
用
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
り
得
る
か
、
と
い
う
「
規
準
論
」
の
問
題
の
行
き
着

く
先
に
目
を
転
じ
て
み
た
い
。

ま
ず
は
「
規
準
論
」
が
辿
る
道
筋
の
方
向
と
概
略
と
を
示
し
て
お

こ
う
。
カ
ン
ト
は
、
「
規
準
論
」
第
一
節
で
、
人
間
の
理
性
が
三
つ

の
理
念
に
ま
で
至
ら
ん
と
す
る
努
力
が
、
思
弁
的
関
心
よ
り
も
む
し

ろ
実
践
的
関
心
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、
純
粋
理
性

の
「
最
終
目
的
（
一
の
亘
円
園
二
蔚
呂
）
」
な
る
も
の
に
言
及
し
始
め
る
。

曰
く
「
私
は
．
：
そ
の
解
決
が
純
粋
理
性
の
最
終
目
的
を
な
す
と
こ

ろ
の
諸
課
題
の
み
を
問
う
こ
と
に
し
よ
う
」
（
三
ｐ
）
。
こ
の
諸
課
題

と
は
、
三
つ
の
理
念
が
い
か
な
る
地
位
を
占
め
る
の
か
と
い
う
問
題

に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
実
践
的
な
観
点
か
ら
さ
ら

に
次
の
よ
う
な
問
い
へ
と
連
な
っ
て
い
く
。
「
意
志
が
自
由
で
あ
り
、

神
と
来
世
と
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

｜
｜
｜
理
性
信
仰
と
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
こ
と
」

か
」
（
シ
・
舌
三
〕
・
胃
函
）
（
１
０
）
。
こ
う
し
て
、
正
し
い
理
性
使
用
が
問

わ
れ
る
の
は
「
最
高
目
的
に
関
わ
る
我
々
の
振
る
舞
い
」
（
ご
□
・
）

と
い
う
次
元
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
の

次
元
は
、
「
規
準
論
」
第
一
一
節
の
冒
頭
に
登
場
す
る
有
名
な
三
つ
の

問
い
で
再
び
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
何
を
知
り

得
る
か
」
、
「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
、
「
私
は
何
を
希
望
し
て
よ
い

か
」
と
い
う
三
つ
の
問
い
（
１
１
）
の
う
ち
で
、
実
践
的
な
関
心
に
基

づ
く
も
の
、
或
い
は
実
践
的
な
理
性
使
用
に
関
わ
る
も
の
は
、
い
う

ま
で
も
な
く
後
一
一
者
で
あ
る
が
、
第
三
の
問
い
は
、
第
一
一
の
問
い
の

よ
う
な
単
な
る
道
徳
的
な
問
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
我
々
の
振
る
舞
い

を
基
礎
と
し
て
希
望
し
得
る
目
的
の
可
能
性
を
問
う
も
の
と
し
て
登

場
し
て
い
る
の
で
あ
る
Ｔ
２
）
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な

希
望
と
最
終
目
的
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
希
望
す
る
こ
と
は
、
最
後
に
は
、
『
あ
る
も
の
が
生
起
す
べ
き
で

あ
る
か
ら
、
あ
る
も
の
が
（
可
能
的
な
最
終
目
的
を
規
定
す
る
も

の
が
）
存
在
す
る
』
と
い
う
推
論
を
結
果
す
る
」
（
Ｐ
舌
二
〕
・
田
←
）

と
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
則
り
、
「
規
準
論
」
第
二
節
で
は
、
最

終
目
的
と
し
て
の
最
高
善
（
１
３
）
と
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
機
能
を

果
た
す
限
り
で
の
来
世
（
魂
の
不
死
）
、
神
の
一
一
つ
の
理
念
（
１
４
）
が

論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
道
筋
を
辿
り
、
「
規
準
論
」
第
二
節
に
お

い
て
は
、
最
高
善
を
可
能
に
す
る
理
念
と
し
て
の
来
世
と
神
と
が

「
想
定
（
四
目
の
一
目
目
）
」
さ
れ
る
（
シ
・
函
】
二
〕
・
田
①
）
の
で
あ
る
が
、
「
規
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準
論
」
の
課
題
で
あ
る
実
践
的
な
理
性
使
用
の
探
究
と
い
う
観
点

か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
想
定
を
も
っ
て
し
て
正
し
い
理
性
使
用
と

す
る
こ
と
は
、
そ
の
身
分
が
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
困
難

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
「
規
準
論
」
第
三
節
で
こ
の
身
分
が
検

討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
節
は
、
真
と
見
な
す
こ
と
（
田
胃
乏
昌
昌
昌
目
）
を
臆
見
と
知

と
信
と
に
分
類
す
る
作
業
か
ら
始
ま
り
、
信
な
い
し
は
信
仰
了
５
）

の
種
類
を
細
分
化
す
る
作
業
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
の

議
論
が
収
散
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
は
、
必
然
的
な
信
と
し
て
の
「
道

徳
的
信
」
（
Ｐ
留
函
更
顕
⑦
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
必
然
的
な
信
と

は
、
あ
る
条
件
以
外
に
は
、
設
定
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
い
か
な

る
条
件
も
、
誰
に
も
知
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
私
が
確
実
に
知

る
よ
う
な
、
そ
ん
な
条
件
に
対
す
る
信
で
あ
る
が
、
そ
の
条
件
と
は

「
神
お
よ
び
来
世
は
存
在
す
る
」
（
三
ｓ
と
い
う
条
件
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
規
準
論
」
第
二
節
で
は
「
想
定
」
と

い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
事
態
に
、
こ
の
第

三
節
で
は
道
徳
的
信
と
い
う
地
位
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
道
徳
的
信
は
、
端
的
に
命
令
し
、
か
つ
必
然
的
で
あ
る

よ
う
な
道
徳
法
則
に
根
差
し
つ
つ
も
、
知
の
身
分
を
も
つ
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
論
理
的
な
確
実
性
を
も
つ
と
は
い
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
他
方
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
三
つ
の

理
念
に
対
す
る
積
極
的
な
「
知
」
の
不
可
能
性
と
い
う
土
台
の
上

に
築
か
れ
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳
的
な
確
実
性
を
も
つ
「
理
性
信
仰
」

（
シ
缶
二
］
．
⑭
ご
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
（
１
６
）
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
「
規
準
論
」
で
課
題
と
さ
れ
た
三
つ
の
理
念
を
め
ぐ
る
実
践
的

な
正
し
い
理
性
使
用
は
、
最
終
的
に
、
理
性
信
仰
と
い
う
我
々
が

も
ち
得
る
一
つ
の
態
度
に
行
き
着
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
規
準
論
」
の
課
題
が
理
性
信
仰
に
行
き
着
く
ま
で
の
道

筋
を
概
略
的
に
描
き
出
し
て
み
た
が
、
こ
こ
か
ら
「
規
準
論
」
で

の
理
性
信
仰
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

理
性
信
仰
が
正
し
い
理
性
使
用
と
み
な
さ
れ
る
根
拠
は
、
第
一
に
、

そ
の
身
分
が
信
と
い
う
態
度
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
知
の
事
柄
と
は

矛
盾
を
来
た
さ
な
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
道
徳
的
実
践
的
に

行
為
す
る
存
在
者
と
し
て
の
我
々
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
信
は
必
然

的
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
以
上
一
一
つ
の
理
由
に
支
え
ら
れ
る
仕
方

で
、
こ
の
よ
う
な
信
に
は
、
知
と
は
異
な
る
仕
方
で
は
あ
る
が
独
自

の
確
実
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々
の

道
徳
性
が
ど
こ
に
そ
の
淵
源
を
有
す
る
か
、
と
い
う
第
二
の
根
拠

が
孕
ん
で
い
る
問
題
な
ど
、
こ
れ
ら
の
根
拠
に
は
な
お
探
究
さ
れ
る

べ
き
問
題
も
指
摘
出
来
る
が
、
さ
し
あ
た
り
本
稿
で
は
次
の
よ
う

な
理
性
信
仰
の
果
た
す
機
能
に
着
目
し
た
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
理

性
信
仰
が
、
知
を
手
引
き
に
出
来
な
い
次
元
で
我
々
の
思
考
を
導
き

得
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
道
徳
性
と
幸

福
と
の
結
合
で
あ
る
最
高
善
を
め
ぐ
る
議
論
の
帰
結
と
し
て
、
理
性

信
仰
は
、
道
徳
を
基
礎
と
す
る
仕
方
で
の
「
～
に
値
す
る
」
と
い
う

考
え
方
の
可
能
性
を
確
保
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
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機
能
は
、
道
徳
と
幸
福
と
の
架
橋
と
い
う
機
能
に
他
な
ら
な
い
が
、

カ
ン
ト
は
こ
の
架
橋
の
可
能
性
を
、
我
々
に
は
知
り
得
な
い
が
し
か

し
望
み
得
る
も
の
と
し
て
、
こ
こ
で
示
さ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
も
触
れ
る
が
、
以
下
で
は
特
に
前
者

の
機
能
を
よ
り
明
瞭
に
示
す
た
め
に
、
理
性
信
仰
の
役
割
を
カ
ン
ト

が
端
的
に
語
っ
て
い
る
論
文
、
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
い
か

な
る
こ
と
か
三
「
思
考
方
向
論
文
」
と
略
記
）
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
思
考
方
向
論
文
」
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

ー
ン
と
ヤ
コ
ー
ピ
の
間
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
汎
神
論
論
争
」
の

た
め
に
一
七
八
六
年
に
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
の
テ

ー
マ
は
、
理
性
が
経
験
の
限
界
を
超
え
て
自
ら
を
拡
張
せ
ん
と
し
、

も
は
や
認
識
の
客
観
的
根
拠
を
あ
て
に
出
来
な
い
場
合
に
、
本
来

地
理
学
的
な
言
葉
で
あ
る
「
方
向
を
定
め
る
（
ｇ
ｏ
己
§
曰
）
」
こ
と

が
、
思
考
に
お
い
て
い
か
に
な
さ
れ
得
る
の
か
に
あ
る
。
こ
の
論
文

で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
の
方
向
を
定
め
る
も
の
の
探
究
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
や
は
り
最
高
善
の
問
題
な
ど
を
通
じ
て
理
性
信

仰
が
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
注
目
す
ぺ
き
言
葉
が

見
ら
れ
る
。

「
純
粋
な
理
性
信
仰
は
、
思
弁
的
思
索
家
が
、
超
感
性
的
諸
対
象

の
領
野
を
歩
む
理
性
の
遍
歴
の
途
上
で
、
方
向
を
定
め
る
た
め
の

道
標
（
雲
の
巴
く
①
厨
円
）
で
あ
り
羅
針
盤
（
ｏ
・
冒
冨
国
）
で
あ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
は
、
通
常
の
、
と
は
い
え
（
道
徳
的
に
）
健
全
な
理
性
を
も
つ

こ
の
引
用
の
、
特
に
後
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
性
信
仰
は
、
本
節

で
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
「
規
準
論
」
の
理
性
信
仰
と
同
様
の
内

実
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
理
性
信
仰

に
「
道
標
」
や
「
羅
針
盤
」
と
い
う
比
輸
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
羅
針
盤
の
よ
う
な
表
現
に
は
、
単
に
思

考
を
あ
る
方
向
へ
導
く
機
能
の
み
な
ら
ず
、
羅
針
盤
が
羅
針
盤
と
し

て
機
能
し
得
る
、
一
つ
の
秩
序
あ
る
領
野
を
前
提
す
る
こ
と
が
含
意

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
領
野
は
、
や
は
り
単
な
る
「
思
弁

的
思
想
家
」
に
と
っ
て
の
「
超
感
性
的
諸
対
象
の
領
野
」
に
と
ど
ま

る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
最
終
目
的
に
至
る

よ
う
な
目
的
の
連
鎖
を
実
践
的
な
観
点
か
ら
我
々
が
問
う
次
元
で
、

我
々
が
否
応
な
く
そ
こ
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
領
野
、

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
理
性
信
仰
と
こ
の

領
野
と
は
互
い
に
対
応
す
る
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
理
性
信
仰
は
、

こ
の
よ
う
な
領
野
に
お
い
て
初
め
て
思
考
を
導
く
も
の
と
し
て
機
能

し
得
る
一
方
で
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
領
野
を
意
味
あ
る
も
の
と
し

て
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
次
節
で
は
以
上
の
よ
う
な
理
性
信
仰
と
規
準
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
考
察
し
、
本
稿
の
課
題
に
答
え
を
与
え
た
い
。

た
人
間
が
、
理
論
的
見
地
と
実
践
的
見
地
に
お
い
て
、
自
ら
の
使

命
の
全
目
的
に
完
全
に
適
合
し
な
が
ら
自
ら
の
道
を
予
め
描
く
こ

と
が
出
来
る
た
め
の
道
標
で
あ
り
、
羅
針
盤
で
あ
る
（
ニ
ロ
』
台
）
。
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前
節
で
は
、
「
規
準
論
」
の
論
述
が
理
性
信
仰
に
至
る
も
の
と
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
こ
で
の
理
性
信
仰
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
特
に
そ
の
機
能
に
着
目
し
つ
つ
示
し
て

き
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
規
準
論
」
の
主
題
は
理
性

信
仰
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
仮
に
そ
う
だ
と
し

て
も
、
こ
こ
で
の
規
準
が
一
体
何
な
の
で
あ
る
の
か
は
や
は
り
問
題

で
あ
る
。
今
や
規
準
の
具
体
相
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
い
ま
一
度
規
準
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
一
一
一
一
口
葉
を
振
り
返
っ
て
み
よ

う
。
そ
も
そ
も
規
準
と
は
、
「
あ
る
種
の
認
識
能
力
一
般
を
正
し
く

使
用
す
る
た
め
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
則
の
総
括
」
な
の
で
あ
り
、

「
純
粋
理
性
の
正
し
い
使
用
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
純
粋

理
性
の
規
準
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
シ
・
己
⑦
｛
戸
留
全
・
）
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
「
規
準

論
」
で
の
具
体
的
な
規
準
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
直
接
的
に
は

語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
の
規
準
に
つ
い
て

全
く
言
及
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
実
は
二
箇
所
だ
け
、
規
準
に
つ

い
て
示
唆
的
な
言
及
が
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

「
自
ら
の
目
的
が
理
性
に
よ
っ
て
完
全
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え

ら
れ
て
お
り
、
経
験
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ

端
的
に
命
ず
る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
実
践
的
法
則
は
、
純
粋
理
性

四
理
性
信
仰
を
支
え
る
枠
組
み
と
し
て
の
規
準

一
つ
目
の
箇
所
は
、
道
徳
法
則
と
規
準
と
の
関
係
を
述
べ
る
も
の

で
あ
る
。
引
用
し
た
部
分
は
実
践
的
と
い
う
こ
と
を
、
実
用
実
践

的
と
純
粋
実
践
的
と
に
区
別
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、
規
準
は
、
後

者
に
属
す
る
道
徳
法
則
が
「
容
認
」
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
規
準
と
は
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ
る
、
道
徳

法
則
と
は
異
な
る
何
も
の
か
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

二
つ
目
の
箇
所
は
、
神
と
来
世
と
の
存
在
と
い
う
二
つ
の
理
念
と
規

準
と
の
関
係
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
規
準
は
、
二
つ
の

問
い
に
関
し
て
（
百
足
さ
い
呂
巨
巴
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

の
所
産
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
法
則
は
道
徳

法
則
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
法
則
の
み
が
、
純
粋
理
性
の

実
践
的
使
用
に
属
し
、
ま
た
規
準
を
容
認
す
る
（
寓
言
冨
己
」

（
シ
・
ぎ
っ
団
菌
呂
）
。

「
実
践
的
使
用
に
お
け
る
理
性
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
〔
超
越

論
的
自
由
の
〕
問
題
は
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、

純
粋
理
性
の
規
準
に
お
い
て
、
二
つ
の
問
い
だ
け
に
関
わ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
問
い
は
、
純
粋
理
性
の
実
践
的
関
心
に
関
係

が
あ
り
、
そ
の
問
い
に
関
し
て
純
粋
理
性
の
使
用
の
規
準
が
可
能

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
二
つ
の
問
い
と
は
、
『
神
は
存
在

す
る
か
』
『
来
世
は
存
在
す
る
か
』
で
あ
る
」
（
シ
面
Ｂ
戸
田
］
）
。
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さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
規
準
と
は
、
二
つ
の
理
念
に
対
す
る
正

し
い
理
性
使
用
で
あ
る
理
性
信
仰
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
何
も
の
か

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
言
及
箇
所
か
ら
は
、
規
準
と
い
う
も
の
の

占
め
る
位
置
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
に
支

え
ら
れ
つ
つ
、
理
性
信
仰
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
位
置
と
い
え
る
。

し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
規
準
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
に

は
な
お
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
前
節
ま
で
の
考
察
も
踏
ま
え
つ

つ
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
「
規
準
論
」
で
探
究
さ
れ
た
実

践
的
な
正
し
い
理
性
使
用
は
、
理
性
信
仰
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の

理
性
信
仰
は
、
最
高
善
の
条
件
を
な
す
限
り
で
の
神
と
来
世
と
に
向

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
神
と
来
世
と
に
対
す

る
態
度
は
、
知
の
領
野
の
確
定
作
業
を
踏
ま
え
た
上
で
、
建
築
術
的

な
関
心
に
支
え
ら
れ
つ
つ
探
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
す
で
に
見
た
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
最
高
善
を
希
望
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も

我
々
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳

法
則
を
そ
の
根
本
に
も
つ
こ
と
も
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
い
く
つ
も
の
要
素
が
重
な
り
合
い
、
理
性
信
仰
と
、
理
性

信
仰
が
羅
針
盤
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
よ
う
な
領
野
、
す
な
わ
ち

経
験
的
世
界
の
外
部
に
あ
り
な
が
ら
我
々
が
そ
こ
に
身
を
置
き
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
領
野
と
が
、
不
可
分
離
的
な
仕
方
で
意
味

を
も
つ
に
至
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
理
性
信
仰
を
可
能
に
す
る
よ

う
な
規
準
と
は
、
上
記
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
要
素
が
形
成
す
る
一

本
稿
は
、
「
規
準
論
」
に
お
け
る
規
準
が
一
体
何
で
あ
る
か
示
す

こ
と
を
第
一
の
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
考
察
の
過
程

で
、
理
性
の
実
践
的
使
用
が
「
規
準
論
」
で
探
究
さ
れ
る
こ
と
の
背

後
に
建
築
術
的
関
心
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
や
、
理
性
信
仰
が
果
た

し
て
い
る
機
能
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
関
連
か
ら
理
性
信
仰
が
成
立

す
る
場
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
つ
つ
本
稿
の
第
二
の
課
題
に
つ
い
て
こ
こ
で
述
べ
て
お

き
た
い
。
「
規
準
論
」
の
論
述
が
理
性
信
仰
を
析
出
す
る
プ
ロ
セ
ス

と
し
て
進
ん
で
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
本
稿
第
三
節
で
も
確
認
し
た

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
理
性
信
仰
は
、
最
高
善
を
希
望
し
得
る
た
め

の
条
件
で
あ
る
限
り
で
の
神
や
来
世
の
理
念
に
向
け
ら
れ
る
態
度
で

つ
の
枠
組
み
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
要
素
、
す
な

わ
ち
道
徳
法
則
や
、
知
の
領
野
の
確
定
を
前
提
と
し
て
問
わ
れ
る
神

や
来
世
の
理
念
、
建
築
術
的
関
心
な
ど
に
よ
り
重
層
的
に
形
成
さ
れ

る
枠
組
み
こ
そ
が
、
知
が
及
ば
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
に
と
っ

て
秩
序
的
な
領
野
、
す
な
わ
ち
理
性
信
仰
が
確
固
た
る
導
き
と
し
て

機
能
す
る
い
わ
ば
一
つ
の
世
界
を
描
き
出
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
規
準
論
」
で
の
規
準
と
は
、
複
数
の
要
素

か
ら
な
り
理
性
信
仰
を
支
え
る
一
つ
の
枠
組
み
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

結
び
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あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
理
性
信
仰
が
常
に
希
望
の
問
題
と
表
裏
の
関
係

に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
言
い
方
を
す
る

な
ら
ば
、
理
性
信
仰
は
、
道
徳
性
に
基
づ
い
た
希
望
を
可
能
に
す
る

原
理
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
理
性
信

仰
と
い
う
名
の
希
望
の
原
理
は
、
も
ち
ろ
ん
知
の
事
柄
に
属
す
る
の

で
も
な
け
れ
ば
、
「
汝
為
す
べ
し
」
と
い
う
端
的
な
命
令
に
属
す
る

事
柄
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
知
や
当
為
の
あ
り
方
を
前
提
し

て
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
事
情
ゆ

え
に
、
理
性
信
仰
は
自
ら
の
必
然
性
を
確
保
す
る
に
際
し
て
間
接
的

な
仕
方
に
依
ら
ざ
る
を
得
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
堅
固
さ
を
示
す
こ

と
に
お
い
て
特
有
の
困
難
を
伴
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

の
入
り
組
ん
だ
論
述
も
、
こ
の
困
難
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
、
本
稿
の
第
二
の
課
題
、
す
な
わ
ち
規
準
の
問
題
の
背
後

に
控
え
て
い
る
重
要
な
問
題
を
示
す
こ
と
、
に
対
し
て
は
、
本
稿
第

三
節
で
も
触
れ
た
、
道
徳
に
基
づ
い
た
希
望
の
可
能
性
の
問
題
を

指
摘
す
る
こ
と
が
答
え
と
な
ろ
う
（
１
７
）
。
ま
た
、
本
稿
冒
頭
の
ハ

イ
ネ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
る
批
判
が
出
る
理
由
と
し
て
は
、

こ
の
よ
う
な
理
性
信
仰
の
必
然
性
な
い
し
は
堅
固
さ
を
示
す
こ
と
の

難
し
さ
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
も
っ
と
も
、
信
に
相
当
な
重

み
を
与
え
つ
つ
も
、
知
と
信
と
を
明
確
に
区
別
し
た
カ
ン
ト
に
対
し

て
、
ハ
イ
ネ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
両
者
の
次
元
の
違
い
に
慎

重
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
カ
ン
ト
批
判
が
適
切
な
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
お
よ
び
参
照
は
、
慣
例
に
従
い
ア
カ

デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
但
し
『
純
粋
理

性
批
判
』
の
み
原
著
第
一
版
と
第
二
版
を
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
、
Ｂ
で
表
し
、

頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
、
本
文
中
に
記
す
。
ま
た
引
用
文
中
の
〔
〕

は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
「
規
準
論
」
で
最
終
的
に
問
題
で
あ
る
の
は
、
理

性
信
仰
と
、
そ
れ
が
正
し
い
理
性
使
用
と
し
て
機
能
す
る
領
野
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
我
々
に
と
っ
て
の
何
ら
か
の
秩
序
が
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
秩
序
を
直
接
的
に
語
る
こ
と
は
極
め
て

困
難
な
の
で
あ
る
。
こ
の
秩
序
に
敢
え
て
名
前
を
付
け
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
「
優
れ
て
人
間
的
な
理
性
の
秩
序
」
と
で
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
こ
の
秩
序
を
語
る
こ
と
の
困
難
を

十
分
に
自
覚
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
理
性
信
仰
や
道
徳
神
学
の
問

題
、
あ
る
い
は
最
高
善
論
な
ど
、
と
も
す
る
と
夢
物
語
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
曲
解
さ
れ
か
ね
な
い
際
ど
い
仕
方
で
、
こ
の
秩
序
を
表

現
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
規
準
論
」
に
お
け
る
規

準
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
提
示
せ
ん
と
し
た
こ
の
秩
序
の
問
題
を

浮
き
彫
り
に
す
る
点
で
、
今
な
お
我
々
に
重
要
な
問
い
を
投
げ
か

け
続
け
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

凡
例
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（
１
）
諄
言
題
言
言
言
亀
ｑ
貴
国
□
・
三
・
□
房
思
一
ｓ
弓
『
シ
扇
、
・
・
］
召
①
．

ｍ
・
缶
．
（
『
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
本
質
』
伊
東
勉
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
五
一
年
、
一
六
七
頁
）

（
２
）
■
の
旨
の
．
Ｐ
Ｐ
○
・
・
ｍ
・
望
．
（
前
掲
訳
書
、
一
六
五
頁
）

（
３
）
国
の
旨
Ｐ
Ｐ
ｐ
・
Ｐ
ｍ
・
毛
．
（
前
掲
訳
書
、
一
八
一
一
頁
）

（
４
）
出
昌
①
．
□
・
ロ
・
Ｐ
三
□
．
（
前
掲
訳
書
、
一
八
一
一
一
頁
）

（
５
）
』
暮
罵
評
言
蔦
葛
§
９
閨
言
曼
＆
⑩
ご
ｑ
貴
国
二
・
ｍ
＆
昊
昌
Ｐ
】

シ
三
Ｊ
］
◎
ま
．
、
．
受
全
．
（
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
全
集
４
』

茅
野
良
男
訳
、
白
水
社
、
’
九
七
四
年
、
一
三
五
頁
）
。
な
お
、

引
用
は
全
集
の
訳
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
。

（
６
）
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、

二
九
二
頁
。

（
７
）
規
準
と
機
関
の
問
題
は
、
理
性
の
統
制
的
使
用
と
構
成
的
使

用
の
問
題
と
も
関
係
す
る
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
８
）
こ
の
二
つ
の
思
弁
的
関
心
は
、
理
性
の
「
論
理
的
な
使
用
」

と
「
実
在
的
な
使
用
」
（
シ
・
ご
し
戸
践
の
）
と
い
う
一
一
つ
の
能
力

に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
の
関
心
概

念
を
包
括
的
に
考
察
し
て
い
る
次
の
文
献
で
は
、
こ
の
二
つ
の

能
力
は
「
多
様
へ
の
関
心
」
と
「
統
一
性
へ
の
関
心
」
と
表
現

さ
れ
て
い
る
。
御
子
柴
善
之
「
カ
ン
ト
の
「
関
心
」
概
念
」
、
日

注
本
哲
学
会
編
『
哲
学
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
’
九
九
二
年
、
’

五
七
’
一
六
八
頁
。

（
９
）
通
俗
性
に
つ
い
て
、
「
規
準
論
」
で
は
直
接
問
題
と
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
そ
の
末
尾
で
「
規
準
論
」
の
成
果
が
、
常
識

と
合
致
す
る
こ
と
に
カ
ン
ト
が
触
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
、
）
「
規
準
論
」
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
と
も
す
る
と
他
律
と
解
さ

れ
う
る
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
次
の
よ
う
な
自
律
の
思
想
が
明

確
に
読
み
取
れ
る
箇
所
も
あ
り
、
事
柄
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は

な
い
。
「
我
々
は
．
：
行
為
を
責
務
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
は
そ
の
行
為
が
神
の
命
令
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
む
し

ろ
、
我
々
が
そ
の
行
為
を
す
る
よ
う
内
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る

と
い
う
理
由
か
ら
、
行
為
を
神
的
命
令
と
見
な
す
の
で
あ
る
」

（
少
・
函
］
。
戸
函
台
）
。
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
語
り
方
の
相
違
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

、
）
な
お
、
イ
ェ
ッ
シ
ェ
編
集
の
『
論
理
学
』
や
ペ
ー
リ
ッ
ッ
編

集
の
『
論
理
学
講
義
』
、
或
い
は
シ
ュ
ト
イ
ト
リ
ン
宛
て
の
書
簡

な
ど
で
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
に
続
き
、
人
間
と
は
何
か
と

い
う
四
つ
目
の
問
い
が
続
く
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、

本
稿
で
は
こ
の
点
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

（
⑫
）
ヘ
ッ
フ
ェ
は
こ
の
希
望
の
可
能
性
に
対
応
す
る
能
力
と
し
て

反
省
的
判
断
力
を
挙
げ
て
い
る
。
本
稿
で
後
に
用
い
る
「
秩
序
」

の
概
念
は
、
い
わ
ゆ
る
合
目
的
性
に
等
置
さ
れ
る
も
の
で
は
な
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（
西
）
①
言
す
の
な
い
し
は
①
宮
冨
目
の
訳
に
は
、
原
則
と
し
て
「
信
」

を
あ
て
る
が
、
適
宜
訳
し
分
け
た
。
例
え
ば
く
の
目
目
縁
言
冨

に
関
し
て
は
、
『
宗
教
論
』
で
の
啓
示
信
仰
と
の
対
比
も
あ
る
の

い
が
、
反
省
的
判
断
力
の
働
き
と
深
く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
く
巴
・
○
・

雪
芹
・
穴
昌
匿
病
憂
鼻
烏
司
忍
冒
恩
恵
量
§
動
ロ
厨
ｇ
冨
員
衝
嘗
凋

烏
量
＆
蔓
恩
專
誉
呂
冨
冨
言
＆
①
己
Ｃ
ｓ
．
、
．
■
召
・

（
ご
カ
ン
ト
哲
学
に
お
い
て
最
高
善
と
い
う
場
合
、
神
に
相
当
す

る
根
源
的
最
高
善
と
最
善
の
世
界
と
し
て
の
派
生
的
最
高
善
と

が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
後
者
の
意
味
で
最
高
善
と
い
う
言
葉
を

用
い
て
い
る
。

（
ｕ
）
「
規
準
論
」
冒
頭
で
は
問
題
と
さ
れ
た
三
つ
の
理
念
の
う
ち
自

由
の
理
念
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
、
実
践
的
な
事
柄
を
論
じ

る
上
で
の
い
わ
ば
前
提
と
し
て
解
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
問
わ
れ
な

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
「
神
は
存
在
す
る
か
」
「
来
世
は
存
在
す

る
か
」
と
い
う
「
一
一
つ
の
問
い
」
（
シ
菌
＆
宙
・
田
】
）
が
以
降
間

届
）
こ
こ
で
の
理
性
信
仰
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
次
の
拙
論
を

参
照
の
こ
と
。
「
「
真
と
見
な
す
こ
と
」
と
理
性
信
仰
」
、
日
本
カ

ン
ト
協
会
編
『
日
本
カ
ン
ト
研
究
６
批
判
哲
学
の
今
日
的
射

程
』
、
理
想
社
、
二
○
○
五
年
六
月
刊
行
予
定
。

（
Ｕ
ヘ
ッ
フ
ェ
も
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
希
望
を
め
ぐ
る
問
題
の
重

い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
罵

る
か
」
と
い
う
「
二
つ
の

題
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

に
関
し
て
は
、
『
宗
教
論
』

で
、
「
理
性
信
仰
」
と
し
た
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
二
○
○
四
年
五
月
に
行
な
わ
れ
た
第
二
四
回
法

政
哲
学
会
大
会
で
の
発
表
原
稿
に
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も

の
で
あ
る
。
発
表
の
際
に
頂
い
た
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
教
示
に
対

し
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

要
性
を
指
摘
し
、
「
後
に
も
先
に
も
、
問
題
意
識
、
独
創
性
、
徹

底
性
の
点
で
、
カ
ン
ト
に
比
肩
し
得
る
希
望
の
哲
学
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ご
咀
・
ｏ
・
害
詳
・
口
・
ロ
・
Ｐ
ｍ
・
凹
召
．
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