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哲
学
は
「
公
明
正
大
」
な
学
で
あ
る
と
し
て
、
唯
心
論
や
唯
物
論
の
一
方
に
偏
す
る

(
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こ
と
を
否
定
し
、
「
哲
理
の
中
道
」
「
論
理
の
中
道
」
を
主
張
し
て
い
た
井
上
円
了
が
唯

物
論
を
批
判
す
る
に
至
っ
た
理
由
は
次
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、

(2) 

寺
院
出
身
で
、
仏
教
再
興
を
志
す
円
了
は
「
唯
心
論
」
的
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
、
二

つ
に
は
開
国
以
来
文
明
開
化
の
名
の
下
で
進
め
ら
れ
た
こ
と
が
道
徳
退
廃
を
ま
ね
い
て

い
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
三
つ
は
、
西
周
ら
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
功
利
主
義
、
実

証
主
義
の
哲
学
に
あ
き
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
に
起
因
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
以
上

の
こ
と
に
基
づ
い
て
円
了
は
『
破
唯
物
論
!
一
名
俗
論
退
治
l
」
(
明
治
三
一
年
)
に

よ
っ
て
自
分
の
「
唯
物
論
に
対
す
る
意
見
の
一
端
」
を
一
不
め
す
と
と
も
に
、
唯
物
論
批

判
を
社
会
啓
蒙
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

『
破
唯
物
論
」

の
目
的
は
「
主
と
し
て
近
来
流
行
の
唯
物
論
を
破
斥
す
る
に
あ
れ
ど

も
、
傍
ら
神
儒
仏
三
道
の
再
興
を
は
か
ら
ん
と
す
る
に
あ
り
。
し
か
し
て
そ
の
再
興
は

神
儒
仏
の
身
体
へ
西
洋
学
説
の
滋
養
を
与
え
て
、
い
ず
れ
の
点
ま
で
発
達
し
得
る
や
を
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試
み
ん
こ
と
を
期
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
円
了
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、

針

生
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人

哲
学
上
の
唯
物
論
を
排
斥
す
る
こ
と
、
所
謂
三
道
を
再
興
す
る
こ
と
、
唯
心
論
の
哲
学

に
よ
っ
て
三
道
の
内
容
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
三
点
を
統
一
的
に
行
な
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
再
興
さ
れ
た
三
道
、
特
に
仏
教
、
に
よ
っ
て
、
世
間
の
道
徳
性
を

高
め
よ
う
と
い
う
の
が
円
了
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
円
了
が
「
唯
物

論
」
と
呼
ぶ
も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
唯
物
論
」
と
一
口
で
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
に
含
ま
れ
る
も
の
は
様
々
で
あ
る
。

円
了
は
唯
物
論
を
「
通
俗
的
唯
物
論
」
と
「
学
科
的
唯
物
論
」
に
区
分
し
て
考
え
て
い

(
4
)
 

る
。
通
俗
的
唯
物
論
と
は
従
来
わ
が
国
の
一
部
の
学
者
や
世
間
で
行
わ
れ
て
い
る
俗
論
、

迷
信
、
即
物
主
義
等
の
全
体
で
あ
り
、
学
科
的
唯
物
論
と
は
「
近
来
西
洋
よ
り
伝
来
し

た
も
の
」
で
あ
り
、
こ
の
学
科
的
唯
物
論
が
通
俗
的
唯
物
論
に
根
拠
を
与
え
て
、
世
間

に
悪
影
響
を
与
え
、
道
徳
の
退
廃
を
必
然
と
し
て
い
る
の
で
、
学
科
的
唯
物
論
も
批
判

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
円
了
は
、
わ
が
国
の
道
徳
の

根
源
で
あ
る
三
道
の
「
敵
」
と
認
め
ら
れ
る
も
の
一
切
を
「
唯
物
論
」
あ
る
い
は
「
俗

論
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
学
科
的
唯
物
論
」
は
「
唯
物
論
、
進
化
論
、
実
験
論
、
感

覚
論
、
自
利
論
等
」
の
哲
学
諸
派
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
通
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俗
的
唯
物
論
」
と
は
「
拝
金
宗
、
体
欲
宗
、
御
幣
連
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
世
間
に
見

ら
れ
る
悪
癖
悪
習
に
類
す
る
も
の
と
い
わ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
何
れ
も
、
「
西
洋

舶
来
」
を
喜
び
と
し
、
「
西
洋
風
を
吹
き
立
て
て
、
な
ん
と
な
く
い
ば
り
た
る
風
体
」

で
あ
り
、
そ
の
最
も
最
た
る
も
の
が
唯
物
論
だ
と
見
な
す
円
了
は
、
「
唯
物
論
あ
る
い

は
唯
物
派
」
と
一
括
し
て
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
は
「
わ
が
国
の

正
論
」
で
は
な
い
の
で
、
「
舶
来
の
俗
論
あ
る
い
は
俗
論
派
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

円
了
に
と
っ
て
、
在
来
の
三
道
こ
そ
が
「
正
論
あ
る
い
は
正
論
派
」
で
あ
る
。
「
舶

来
の
学
派
」
の
中
に
も
「
非
唯
物
派
す
な
わ
ち
先
天
派
、
唯
心
派
、
理
想
派
等
」
が
あ

り
、
こ
れ
こ
そ
が
円
了
の
受
け
入
れ
る
哲
学
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
多
少
三
道

と
一
致
す
る
」
の
で
「
正
論
派
」
に
入
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
円
了
の
哲
学

観
、
哲
学
の
立
場
の
変
化
が
あ
る
。
円
了
の
初
期
段
階
で
は
、
寺
院
出
身
で
も
あ
り
、

仏
教
を
学
ぶ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
仏
教
の
真
理
性
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
り
、
仏
教

を
旧
弊
と
し
廃
仏
段
釈
の
風
潮
も
黙
認
し
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

円
了
に
と
っ
て
哲
学
は
当
初
か
ら
「
公
明
正
大
の
学
」
で
あ
り
、
自
然
科
学
の
法
則
、

す
な
わ
ち
「
三
大
理
法
」
(
物
質
不
滅
、
勢
力
不
変
、
因
果
律
)
に
も
矛
盾
せ
ず
、
従
つ

て
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

円
了
が
こ
の
哲
学
に
照
ら
し
て
仏
教
を
見
直
す
と
き
、
仏
教
も
哲
学
に
矛
盾
す
る
こ

と
が
な
い
の
で
仏
教
も
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
段
階
で
は
、

円
了
は
哲
学
が
主
で
あ
り
、
仏
教
は
従
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
や
、

「
舶
来
の
諸
学
派
」
が
「
多
少
コ
一
道
と
一
致
す
る
」
の
で
「
正
論
派
」
に
組
み
入
れ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
三
道
が
主
で
、
哲
学
が
従
だ
と
い
う
こ
と
に
等
し
い

と
い
う
転
換
を
示
め
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
時
代
の
変
化
が
あ
り
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
円
了
の
思
想
も
仏
教
を
主
と

考
え
る
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

円
了
が
「
純
全
の
真
理
の
仏
教
中
に
存
す
る
を
発
見
し
た
」
の
は
昨
今
の
こ
と
で
あ

(
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る
が
、
そ
の
こ
と
の
発
見
に
意
を
用
い
た
の
は
明
治
初
年
の
頃
に
ま
で
遡
る
と
い
う
。

し
か
し
そ
の
段
階
で
は
仏
教
は
「
純
然
の
真
理
」
で
あ
る
こ
と
は
見
出
し
得
ず
、
か
え
っ

て
「
非
真
理
」
だ
と
確
信
し
て
お
り
、
仏
教
を
「
誹
詩
排
斥
す
る
こ
と
す
こ
し
も
常
人

の
見
る
と
こ
ろ
に
異
な
ら
」
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
円
了
が
な
ぜ
仏
教
の

真
理
性
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
語
る
こ
と
は
、
円
了
の
学
問
遍
歴
を

語
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
円
了
が
語
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
る
と

次
の
通
り
で
あ
る
。

ω寺
院
に
生
ま
れ
た
円
了
は
、
維
新
以
前
に
は
仏
教
の
教
育
を
受
け
た
が
、
ひ
そ
か

に
仏
教
が
真
理
で
な
い
と
考
え
て
い
た
。
僧
と
し
て
世
人
に
相
対
す
る
こ
と
を
恥

辱
と
し
て
、
仏
門
を
去
っ
て
世
間
に
出
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
。

ω維
新
は
宗
教
に
も
一
大
変
動
を
も
た
ら
し
、
廃
仏
段
釈
が
公
然
と
行
わ
れ
た
の
で
、

学
を
世
間
に
求
め
た
。

ω当
初
、
儒
学
を
五
年
間
も
学
ぶ
が
、
儒
学
も
未
だ
純
全
の
真
理
と
な
し
得
ぬ
こ
と

を
知
っ
た
。

ω洋
学
を
学
ぶ
友
人
に
洋
学
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
洋
学
は
有
形
の
実
験
学
で
あ
り
、

無
形
の
真
理
を
究
め
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、
そ
の
勧
め
に
は
応
じ
な
か
っ
た
。

ω仏
教
も
儒
教
も
真
理
で
な
く
、
か
え
っ
て
真
理
は
西
洋
文
化
の
根
底
に
あ
る
ヤ
ソ

教
に
存
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

川
ヤ
ソ
教
を
知
る
に
は
洋
学
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
、
洋
学
に
向
か
っ
た
。
明



治
六
年
の
こ
と
。

約
そ
の
後
、
専
ら
、
英
文
を
学
ぶ
傍
ら
、
「
バ
イ
ブ
ル
経
」
を
シ
ナ
訳
と
原
書
と
を

対
応
し
て
熟
読
す
る
に
努
め
た
の
で
そ
の
意
を
了
解
す
る
こ
と
を
得
た
が
、

ソ
教
も
ま
た
真
理
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

仙
川
儒
仏
、
ヤ
ソ
教
を
信
ず
る
者
は
そ
れ
ら
が
非
真
理
で
あ
る
と
知
つ
て
な
お
信
ず
る

の
か
。
し
か
し
円
了
は
非
真
理
を
信
じ
得
な
い
。
信
じ
得
る
教
法
を
求
め
よ
う
と

す
れ
ば
、
自
ら
真
理
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ωそ
れ
故
、
円
了
は
洋
学
の
謹
奥
を
究
め
て
、
真
理
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
「
他

日
一
種
の
宗
教
」
を
立
て
る
こ
と
を
決
心
し
た
。

帥
そ
の
問
、
円
了
は
専
ら
哲
学
の
研
究
に
力
を
尽
し
、
渇
望
し
た
真
理
は
ひ
と
り

「
泰
西
講
ず
る
と
こ
ろ
の
哲
学
」
に
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

ω哲
学
の
真
理
に
照
ら
し
て
、
旧
来
の
諸
説
を
見
る
と
き
、
儒
教
も
ヤ
ソ
教
も
真
理

で
な
い
こ
と
を
知
る
と
同
時
に
、
ひ
と
り
仏
教
に
つ
い
て
は
「
そ
の
説
大
い
に
哲

理
に
合
す
る
」
こ
と
を
知
り
得
た
。

ω西
洋
で
研
究
さ
れ
獲
得
さ
れ
た
真
理
が
東
洋
の
古
代
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
知
っ
た
。
仏
門
に
生
ま
れ
た
円
了
が
仏
教
の
真
理
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、

当
時
、
学
識
に
乏
し
く
哲
学
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

制
仏
教
の
真
理
に
気
づ
い
た
今
は
、
新
た
に
宗
教
を
起
こ
そ
う
と
い
う
宿
志
を
捨
て
、

仏
教
を
改
良
し
て
開
明
世
界
の
宗
教
に
し
よ
う
と
決
心
し
た
。
明
治
十
八
年
の
こ

と
で
あ
り
、
円
了
は
こ
の
年
を
「
仏
教
改
良
の
紀
年
」
と
す
る
と
い
っ
て
い
る
。

仏
教
は
「
他
邦
よ
り
漸
入
」
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
在
で
は
発
生
の
地
で
は
そ
の

種
を
絶
し
、
再
培
す
る
勢
い
も
な
く
、
た
だ
日
本
に
の
み
存
在
す
る
と
い
っ
て
も
過
言

井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
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で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
今
日
の
仏
教
は
「
日
本
の
仏
教
」
で
あ
り
、
「
日
本
の
特
産
」

と
い
っ
て
よ
い
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
を
再
興
し
よ
う
と
す
る

ヤ

理
由
は
、
今
日
、
「
物
品
器
用
は
も
ち
ろ
ん
、
政
治
、
法
律
、
軍
制
、
教
育
、
百
科
の

理
学
工
芸
」
に
至
る
ま
で
、
そ
の
供
給
を
西
洋
に
仰
い
で
い
る
。
し
か
し
、
「
西
洋
に

全
く
そ
の
類
な
く
し
て
日
本
に
存
し
、
ま
た
こ
れ
を
外
国
に
伝
え
て
声
価
を
得
べ
き
も

の
」
は
ひ
と
り
仏
教
の
み
で
あ
る
。
す
で
に
仏
教
の
理
論
は
、
西
洋
近
世
の
哲
学
が
論

ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
を
実
際
に
応
用
し
て
、
世
間
の
宗
教
と
し
て
い

る
の
は
日
本
の
仏
教
の
み
だ
と
円
了
は
い
う
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
を
再
興
す
べ
き
理
由

は
、
仏
教
が
「
東
洋
文
明
の
基
本
」
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
仏
教
が
及
ぼ

す
影
響
は
、
言
語
、
風
俗
、
人
情
に
ま
で
広
く
及
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
教
を
廃

仏
段
釈
の
名
の
も
と
に
廃
棄
す
る
こ
と
は
、
必
ず
思
想
の
独
立
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に

な
る
と
、
円
了
は
危
慎
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
文
明
を
維
持
し
、
そ
の
独
立
を
振
起

す
る
に
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
の
再
興
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、

一
国
の
独
立
を
一
身
の
独
立
に
認
め
た
福
沢
諭
吉
の
英
米
流
の
見
地
に
対
し

て
、
円
了
は
一
国
の
独
立
は
「
そ
の
国
固
有
の
思
想
」
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
依
る

と
い
う
。
「
日
本
の
文
明
を
維
持
し
日
本
の
精
神
を
培
養
」
し
て
来
た
儒
仏
二
道
の
存

在
が
、
日
本
の
独
立
を
も
た
ら
し
て
来
た
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
り
、
日
本
の
精
神
思

想
に
重
大
な
影
響
を
与
え
続
け
た
の
は
、
特
に
仏
教
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
今
後
い

や
し
く
も
日
本
人
の
精
神
思
想
を
維
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
仏
教
を
興
隆
せ
ざ
る
べ
か
ら

(
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ざ
る
は
ま
た
道
理
の
し
か
る
と
こ
ろ
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
有
形
の
物
品
は
み
な
か
れ

の
長
ず
る
と
こ
ろ
な
り
、
無
形
の
学
問
も
み
な
か
れ
の
長
ず
る
と
こ
ろ
な
り
。
ひ
と
り

宗
教
に
至
り
で
は
わ
が
長
ず
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
今
日
こ
れ
を
日
本
に

培
養
し
て
、
他
日
こ
れ
を
外
国
に
伝
播
」
す
る
な
ら
ば
、
国
家
の
栄
誉
で
あ
る
。
「
学



井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
(

事
教
法
」
を
興
隆
し
て
遠
く
西
洋
に
宣
布
す
る
こ
と
は
「
学
者
の
国
家
に
対
す
る
義
務
」

で
あ
り
、
「
仏
教
を
日
本
に
興
隆
す
る
は
今
日
の
急
務
」
で
も
あ
る
と
い
う
。

ぃ
、
つ
な

ら
ば
、
仏
教
は
真
理
に
合
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
の
開
明
を
進
め
国
家
の
独
立
を
助

け
る
と
い
う
実
益
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
僧
侶
の
実
情
を
考
え
る
と
、

「
無
資
力
、
無
精
神
、
無
学
識
、
無
道
徳
の
極
」
に
達
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、

護
法
、
愛
国
を
為
し
得
る
と
は
い
い
難
く
、
仏
教
改
革
を
托
し
得
な
い
。
従
っ
て
、
円

了
は
仏
教
改
革
、
再
興
を
お
の
れ
自
身
の
終
生
の
任
務
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
仏
教
改
革
へ
の
道
を
歩
み
出
す
円
了
は
、
仏
教
再
興
に
関
連
し
て
、

(
7
)
 

唯
物
論
批
判
を
含
め
て
「
一
二
回
の
退
治
」
を
行
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
い
う
「
退
治
」

と
は
、
円
了
が
行
な
う
仏
教
再
興
に
関
し
て
障
害
と
な
る
も
の
の
排
除
を
目
的
と
し
た

社
会
的
実
践
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
「
ヤ
ソ
教
退
治
」
で
あ
り
、
「
真
理
金
針
」
(
明
治

十
九
年
)
が
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
排
耶
論
の
流
れ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
キ

リ
ス
ト
教
を
単
に
邪
教
と
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
天
地
創
造
、
受
肉
説
、
復
活

説
を
不
合
理
、
非
科
学
的
と
し
て
教
義
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
比
し
て
仏

教
が
否
定
さ
れ
る
謂
れ
が
な
い
こ
と
を
一
不
め
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
「
宗
教
の
改
良
」

「
迷
信
退
治
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
民
間
の
迷
信
依
然
と
し
て
行
わ
れ
、

や
や
も

す
れ
ば
宗
教
の
改
良
、
教
育
の
進
歩
を
妨
ぐ
る
勢
い
あ
る
を
見
て
迷
信
退
治
」
を
行
な
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
仏
教
活
論
序
論
』
(
明
治
二
十
年
)
に
始
ま
り
、

『
妖
怪
学
講
義
」
(
明
治
二
十
九
年
)
を
集
大
成
し
た
。
第
三
回
目
が
「
俗
論
退
治
」

(
8
)
 

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
円
了
は
多
く
の
場
所
で
講
演
し
た
が
、
そ
れ
を
代
表

す
る
の
が
『
破
唯
物
論
|
一
名
俗
論
退
治
i
』
(
明
治
三
一
年
)

で
あ
る
。
舶
来
思
想

四

に
重
き
を
置
く
「
俗
論
」
の
流
行
が
「
数
千
年
来
わ
が
皇
室
国
体
と
共
に
栄
え
共
に
盛

ん
な
り
し
神
儒
仏
三
道
」
を
凋
落
さ
せ
て
い
る
。
「
わ
が
皇
国
国
体
の
根
基
と
な
り
、

神
儒
仏
三
道
の
神
髄
と
な
り
今
日
に
至
れ
る
忠
孝
人
倫
の
大
道
」
も
崩
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
円
了
は
、
日
清
戦
争
を
有
形
の
戦
争
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、

仏
教
再
興
、
ひ
い
て
は
日
本
の
伝
統
的
な
道
徳
の
維
持
、

の
た
め
の
唯
物
論
批
判
、
俗

論
退
治
を
「
無
形
の
戦
争
」
、
「
道
理
の
戦
争
」
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

円
了
は
通
俗
的
唯
物
論
(
俗
論
)
と
学
科
的
唯
物
論
を
批
判
し
、
う
ち
砕
く
た
め
に
、

次
の
よ
う
に
批
判
の
手
順
を
定
め
る
。

俗
論
退
治

F一一一ふー一一ー、

建破
正俗
門門

戸一一--̂一一一『

理実
論際
門門

「
破
俗
門
」
は
「
唯
物
の
俗
論
を
打
ち
砕
く
」
こ
と
を
専
ら
に
し
、
そ
の
「
実
際
門
」

は
「
我
国
の
実
際
上
に
与
え
る
誤
解
と
利
害
を
挙
げ
て
こ
れ
を
退
け
る
」
こ
と
を
行
な

ぃ
、
「
理
論
門
」
は
「
唯
物
論
が
真
理
ら
し
く
み
せ
か
け
た
る
偽
論
妄
説
を
捕
え
こ
れ

を
駁
す
る
心
得
」
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
実
際
門
」
は
次
の
よ
う
に
分
け

ら
れ
る
。実

際
門

F一一一ー八一一ー一「

国学
民間
上上

~ー-"一一-^-ー「

精品東西
神行洋洋
上上学学
にににに
与与対対
ううすす
るるるる
利平IJ誤誤
害害解解

西
洋
の
学
問
と
い
え
は
、
「
一
も
二
も
な
く
至
極
結
構
な
も
の
と
心
得
、
:
・
崇
信
し

て
い
る
も
の
」
が
多
い
。
青
年
た
ち
は
最
初
か
ら
西
洋
学
に
育
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、



西
洋
の
も
の
し
か
知
ら
ず
、
し
か
も
西
洋
の
も
の
が
良
く
見
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
も
、
維
新
に
際
し
て
、
東
洋
の
も
の
は
、
そ
の
善
悪
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
「
一
切
廃
す
べ
し
」
と
思
い
込
ん
だ
一
念
が
、
今
日
で
も
心
中
を
支

配
し
て
い
る
。
西
洋
の
も
の
に
も
一
得
一
失
が
あ
る
よ
う
に
、
東
洋
の
も
の
に
も
一
長

一
短
が
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
い
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
円
了
は
東
西
両
洋
の
学
の
長
短
得
失
を
比
較
し
て
い
る
。

西
洋
の
長
ず
る
と
こ
ろ
は
、
東
洋
に
欠
け
て
い
る
器
械
工
芸
、
物
理
化
学
そ
の
他
の

有
形
の
実
験
学
。
長
ず
る
と
は
い
え
ぬ
も
の
は
、
美
術
、
宗
教
で
あ
る
。

日
本
の
優
れ
た
も
の
は
、
農
業
、
火
葬
、
盆
栽
、
挿
花
、
茶
の
湯
、
囲
碁
、
清
潔
、

風
流
の
思
想
、
尊
王
の
精
神
、
各
種
飲
食
庖
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
分
業
の
発
達
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
「
有
形
上
の
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
西
洋
に
譲
る
も
の
が
あ
る
に
し

て
も
、
「
無
形
上
」
に
至
つ
て
は
、
東
洋
に
も
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
日
本
の
長
所
に
全
く
着
目
せ
ず
、
東
洋
お
よ
び
日
本
の
も
の
を
全
て
放
棄
す
べ
き
だ

と
い
う
者
が
い
る
。
漢
字
は
日
本
の
近
代
化
の
妨
げ
と
な
る
の
で
、
カ
ナ
、

ロ
ー
マ
{
子

で
表
記
す
べ
き
だ
と
い
う
者
も
い
る
。
さ
ら
に
は
「
わ
が
国
語
を
廃
し
て
西
洋
語
を
用
」

い
る
こ
と
、
「
わ
が
国
の
文
学
を
全
廃
し
て
彼
を
用
い
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
初
代
文

相
森
有
礼
の
ご
と
き
者
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
円
了
は
強
い
危
倶
を
い
だ
い
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
国
語
文
法
、
風
俗
習
慣
、
儀
式
礼
法
、
芸
術
学
説
を
廃
棄
変
更
す

る
こ
と
は
「
国
家
の
独
立
上
」
み
だ
り
に
な
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
国

語
」
問
題
と
日
本
精
神
を
関
係
づ
け
て
論
じ
た
の
は
ひ
と
り
円
了
だ
け
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
言
語
学
者
上
田
万
年
は
、
日
清
戦
争
開
始
の
と
き
(
明
治
二
七
年
)
、
「
日
本
語

は
日
本
人
の
精
神
的
血
液
と
な
り
と
い
ひ
た
つ
べ
し
。
日
本
の
国
体
は
、
こ
の
精
神
的

血
液
に
て
主
と
し
て
維
持
」
す
べ
き
だ
と
訴
え
て
い
る

(
講
演
「
国
語
と
国
家
と
」
明

井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
(
二
)

治
二
七
年
)
。

四「
学
問
上
」
、
西
洋
学
と
東
洋
学
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
実
験
学
は
日
本
に
欠
け

て
い
る
が
、
哲
学
は
東
西
両
洋
に
行
な
わ
れ
、
共
に
一
長
が
あ
る
。
講
学
上
の
目
的
は

広
く
宇
宙
の
真
理
を
探
究
す
る
に
あ
る
の
で
古
今
東
西
の
別
は
な
い
が
、
西
洋
の
哲
学

は
「
経
験
」
に
重
き
を
置
き
、
東
洋
の
哲
学
は
「
先
天
」
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
東

洋
に
も
、
西
洋
に
見
ら
れ
ぬ
よ
う
な
未
完
の
「
哲
学
」
が
萌
芽
的
に
存
し
て
い
る
の
で
、

西
洋
哲
学
を
学
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
の
哲
学
を
研
究
し
、
日
本
の
哲
学
の
不
備
を

補
う
な
ら
ば
、
「
西
洋
未
発
の
新
趣
味
」
を
起
こ
し
得
る
。
西
洋
人
が
そ
の
国
固
有
の

学
問
に
従
事
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
も
「
東
洋
国
有
の
学
問
に
重
き
を
置
く
」
べ
き

だ
と
、
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
円
了
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
、
「
東
洋
主
義
」

を
主
張
す
る
の
は
、
か
つ
て
の
擦
夷
論
者
の
よ
う
に
い
た
ず
ら
に
「
排
西
洋
主
義
」
を

唱
え
る
の
で
は
な
く
、
「
超
西
洋
主
義
を
と
り
て
従
西
洋
主
義
を
退
」
け
る
た
め
だ
と

い
う
の
で
あ
る
。
「
超
西
洋
主
義
」
は
西
洋
の
学
聞
を
わ
が
養
分
と
し
て
摂
取
し
、
わ

が
学
問
を
育
成
し
、
西
洋
の
学
問
を
超
え
る
か
、
も
し
く
は
東
西
両
洋
を
折
衷
し
て
別

に
「
一
種
の
新
哲
学
」
を
構
築
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
従
西
洋
主
義
」
と
は
善
悪
を
問
わ
ず
全
面
的
に
西
洋
を
偏
信
し
、
唯
物
論
は
西
洋
に

存
す
る
が
東
洋
に
は
存
し
な
い
説
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
超
え
る
真
理
は
な
い
と
速
断

す
る
も
の
と
い
う
。
円
了
は
こ
の
よ
う
な
西
洋
崇
拝
に
立
つ
一
切
を
否
定
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。
「
俗
論
派
」
は
超
西
洋
主
義
で
は
な
く
従
西
洋
主
義
の
よ
う
に
見
え
る

の
で
、
円
了
は
そ
れ
を
「
学
問
上
の
誤
解
」
の
最
た
る
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。

俗
論
派
は
東
洋
学
、
就
中
、
神
儒
仏
三
道
、
に
対
し
て
、
我
国
の
文
明
を
進
歩
さ
せ

五



井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
(
二
)

得
な
か
っ
た
と
臆
定
し
て
、
儒
仏
に
代
っ
て
西
洋
の
学
術
宗
教
、
唯
物
論
を
探
る
と
速

断
し
て
い
る
、
こ
れ
は
表
面
の
み
を
見
て
裏
面
を
見
な
い
皮
相
の
見
解
、
妄
評
謬
見
よ

り
起
っ
た
も
の
、
と
円
了
は
い
う
。
三
道
は
「
歴
史
上
国
民
の
教
育
道
徳
を
維
持
し
、

国
家
の
独
立
を
全
う
し
て
今
日
に
至
れ
る
功
績
」
が
大
で
あ
り
、
「
国
体
を
保
護
し
て

(
9
)
 

来
た
と
い
う
点
で
は
不
朽
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
西
洋
で
は
「
東
洋
学
」

の
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
、
円
了
は
外
遊
(
明
治
二
三
年
)

の
折
、
強
く
実
感
し

て
い
る
。
日
本
で
「
三
道
を
全
廃
し
て
顧
み
ざ
る
聞
に
、
こ
れ
を
再
興
し
こ
れ
を
統
合

す
る
の
功
を
西
洋
人
に
牧
め
ら
る
る
に
至
ら
ば
わ
れ
わ
れ
の
恥
辱
」
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
「
コ
一
道
を
再
興
し
て
東
洋
の
新
哲
学
い
な
日
本
哲
学
の
根
基
を
聞
き
、
ド
イ
ツ

哲
学
、
イ
ギ
リ
ス
哲
学
と
対
立
し
て
、
鼎
足
の
勢
い
を
も
っ
て
世
界
の
舞
台
に
あ
ら
わ

れ
出
て
ん
こ
と
」
に
尽
く
す
の
は
現
在
の
学
者
の
義
務
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
円
了
は

こ
の
こ
と
を
「
純
正
哲
学
」
の
探
究
に
お
い
て
果
そ
う
と
し
、
後
に
「
日
本
型
観
念
論
」

と
呼
ば
れ
る
領
域
の
基
礎
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。

西
洋
学
の
長
所
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
有
形
の
実
験
学
上
」
に
あ
る
。
そ
の
「
実
験

主
義
」
が
哲
学
の
範
囲
内
に
入
り
こ
み
、
倫
理
、
宗
教
学
ま
で
も
物
理
化
学
と
同
じ
方

法
で
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
西
洋
学
の
特
色
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
「
無
形
の
学
」
に
そ
の
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
「
有
形
の
実
験

学
」
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
と
、
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
「
こ
の
点
は
純
正
哲
学

の
力
を
か
り
て
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
の
に
、
実
験
主
義
の
み
で
行
な
お
う
と
す
る

こ
と
自
体
に
無
理
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
円
了
は
、
実
験
主
義
で
倫
理
道
徳
を
立

て
よ
う
と
す
る
こ
と
、
実
験
学
で
も
っ
て
純
正
哲
学
、
宗
教
の
代
用
と
し
よ
う
と
い
る

こ
と
、
を
強
く
批
難
す
る
の
で
あ
る
。

西
洋
近
代
の
学
問
の
方
法
に
は
「
分
析
と
総
合
」
の
二
種
が
あ
る
が
、
理
学
も
し
く

ム

ノ、

は
実
験
学
は
分
析
法
に
基
き
、
哲
学
も
し
く
は
純
正
哲
学
は
総
合
法
に
結
び
つ
く
傾
向

が
あ
る
。
東
洋
学
は
分
析
法
を
欠
く
が
、
当
初
よ
り
総
合
法
を
と
っ
て
来
て
い
る
の
で
、

総
合
の
観
察
に
長
じ
て
い
る
。
そ
の
観
察
は
「
直
覚
」
に
依
る
の
で
、
円
了
は
「
直
覚

の
大
観
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

東
洋
の
学
問
は
主
と
し
て
、
「
世
道
人
心
を
観
察
す
る
」
こ
と
に
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
の
方
法
を
講
ず
る
点
で
妙
を
示
め
す
の
は
、
こ
の
「
直
覚
の
大
観
す
な
わ

ち
総
合
の
観
察
」
か
ら
得
た
結
果
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
韓
非
子
』
は
世
態
人
情
の
観

察
を
行
な
っ
て
お
り
、
『
易
教
」
は
天
地
万
象
の
観
察
よ
り
世
道
人
心
に
至
る
ま
で
を

説
い
て
い
る
。
ま
た
、
仏
教
も
「
端
座
沈
思
」
し
て
「
宇
宙
の
大
観
」
を
行
な
い
、

「
真
理
に
直
達
せ
る
結
果
」
を
得
て
い
る
。
東
西
の
美
術
の
相
違
も
観
察
法
の
違
い
で

あ
る
。
東
洋
の
方
法
は
特
に
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
客
観
的
に
見
て
、
総
合
的
観
察
を

下
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
東
洋
の
学
問
は
総
合
に
長
じ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
「
古
来

総
合
的
の
学
問
ば
か
り
あ
り
て
、
分
析
的
学
聞
が
な
い
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
東
洋
人
は
雪
見
、
花
見
、
月
見
の
よ
う
な
「
理
想
の
趣
味

に
富
み
雅
致
風
韻
を
愛
す
」
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
感
覚
以
上
の
理
想
的
快
楽
」

を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
。
東
洋
の
美
術
や
哲
学
の
高
尚
も
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

(
凶
)

の
で
あ
り
、
老
荘
哲
学
も
仏
教
哲
学
も
「
純
然
た
る
理
想
哲
学
」
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
東
洋
の
学
は
「
高
尚
の
学
」
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
実
践
」
を
目
的
と
し
て
い
る
風
が
あ
る
。
東
洋
の
学
問
、
特
に

三
道
、

の
目
的
は
人
の
知
識
を
進
め
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
の
心
胆
を
強
く
す

る
方
に
傾
い
て
い
る
の
で
、
実
用
を
先
き
と
し
て
い
る
、
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

東
洋
の
学
問
の
長
所
は
、

ω総
合
の
観
察
に
長
じ
て
い
る
こ
と
、

ω理
想
の
趣
味
に



富
ん
で
い
る
こ
と
、

ω実
際
の
応
用
を
先
と
し
て
い
る
こ
と
、
に
見
ら
れ
る
、
と
円
了

は
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

五
俗
論
が
国
民
に
大
き
な
影
響
と
与
え
て
い
る
こ
と
に
円
了
は
危
倶
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
俗
論
す
な
わ
ち
「
通
俗
的
唯
物
論
」
は
別
に
「
学
術
の
道
理
」
に
裏
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
た
だ
通
俗
の
見
解
に
よ
っ
て
、
人
の
死
後
に
霊
魂
は
存
在
し
な
い
と

い
う
よ
う
に
、
「
宗
教
の
霊
魂
論
」
に
反
対
し
て
起
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
神
道
、
仏

教
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
を
無
用
と
す
る
口
実
に
し
て
い
る
も
の
、

で
あ
る

が
、
「
学
術
の
道
理
」
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
「
空
想
臆
断
」
に
す
ぎ
ぬ
が
、

国
家
を
危
く
す
る
も
の
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

舶
来
の
「
学
科
的
唯
物
論
」
は
種
々
の
証
拠
や
実
験
を
並
べ
た
て
て
説
く
だ
け
で
な

く
、
西
洋
の
も
の
と
聞
け
ば
何
事
に
よ
ら
ず
有
難
く
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
の
が
、
今
日

の
杜
会
の
状
況
で
あ
る
。
例
え
ば
福
沢
諭
吉
や
西
周
が
受
容
し
展
開
し
た
「
自
利
」
は
、

結
果
的
に
は
道
徳
の
乱
れ
を
も
た
ら
し
た
、
と
円
了
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
「
元
来

善
と
申
し
て
も
自
利
よ
り
起
こ
り
、

一
切
の
道
徳
は
自
利
を
離
れ
て
あ
る
筈
は
な
い
」

と
す
る
主
張
こ
そ
が
利
己
主
義
の
傾
向
を
是
認
す
る
に
至
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ

る
。
ま
た
、
自
由
民
権
論
の
輸
入
は
、
人
聞
が
自
主
自
由
の
存
在
で
あ
る
、
自
由
は
天

賦
で
あ
る
と
唱
え
た
こ
と
は
、
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
は
す
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ

世
間
で
は
大
い
に
誤
解
し
て
、
自
由
と
は
わ
が
ま
ま
勝
手
の
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

て
、
「
一
時
人
倫
の
破
壊
」
を
も
た
ら
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
禍
源
は
唯
物

論
者
、
俗
論
家
の
も
た
ら
し
た
も
の
に
あ
る
と
い
え
ば
、
西
洋
に
も
唯
物
論
が
存
在
し

て
い
る
が
別
段
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
道
徳
が
乱
れ
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
反
論
す
る

井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
(
ニ
)

も
の
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
浅
見
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
西
洋
に
は
唯
物

論
が
存
す
る
と
同
時
に
、
唯
心
論
、
理
想
論
も
存
す
る
の
で
平
均
権
衡
を
保
ち
、
社
会

の
道
徳
は
今
日
で
も
宗
教
が
支
配
的
で
あ
る
の
で
、
唯
物
論
も
突
出
し
て
影
響
を
与
え

る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
大
方
の
も
の
が
唯

物
主
義
に
立
っ
て
宗
教
を
排
斥
し
て
お
り
、
こ
れ
に
反
対
す
る
唯
心
論
を
説
く
者
も
い

な
い
。
庶
民
も
利
己
主
義
的
傾
向
に
あ
る
の
に
加
え
て
、
西
洋
崇
拝
が
行
な
わ
れ
て
い

る
の
で
、
唯
物
論
も
入
り
易
く
行
な
わ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
維
新
に
お
い
て

の
「
旧
弊
一
洗
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
国
民
一
般
に
伝
統
的
な
も
の
を
旧
習
と
し
て
嫌

ぃ
、
舶
来
を
求
め
る
風
潮
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
思
想
界
に
お
い
て
も
自
利

唯
物
と
い
う
西
洋
に
始
ま
る
思
想
に
帰
一
す
る
勢
い
が
極
端
に
走
っ
て
い
る
。
西
洋
の

器
械
上
の
文
明
に
驚
き
、
全
て
実
験
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
は
、

唯
物
論
者
の
「
仮
定
臆
断
」
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
道
徳
の
根
幹
に
あ
っ
た
宗

教
を
否
定
す
る
こ
と
は
日
本
の
道
徳
を
解
体
す
る
に
他
な
ら
ぬ
、
と
円
了
は
い
う
の
で

あ
る
。
世
間
の
自
利
唯
物
主
義
が
日
本
の
風
教
、
人
民
の
品
行
に
及
ぼ
す
影
響
を
重
視

す
べ
き
だ
と
い
い
、
円
了
は
社
会
啓
蒙
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
円
了
の
仕
事
は
外
来

の
文
物
が
国
民
の
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
の
深
刻
さ
を
語
り
続
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
古
来
わ
が
国
の
宗
教
は
「
精
神
中
に
堅
く
守
る
と
こ
ろ
の
本
心
」
を
人

に
与
え
て
来
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
こ
の
精
神
こ
そ
が
国
家
の
命
脈
と
保
ち
独
立
を
維
持

す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
国
家
の
独
立
に
不
可
欠
な
も
の
は
こ
の
精
神
で
あ
り
、

こ
の
精
神
こ
そ
が
日
本
の
誇
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
こ
の
精
神
を
も
「
野
蛮
の
遺
習
」

の
よ
う
に
誤
解
す
る
者
が
多
い
。
こ
の
こ
と
が
す
で
に
、
唯
物
論
が
国
民
の
精
神
に
い

か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
示
め
す
も
の
で
あ
る
。

西
洋
で
は
実
験
学
の
隆
盛
が
哲
学
上
の
唯
物
論
を
盛
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

七



井
上
円
了
の
唯
物
論
批
判
(
二
)

元
来
有
形
学
に
功
の
あ
っ
た
実
験
主
義
が
無
形
の
も
の
に
当
て
は
め
ら
れ
る
と
い
う
誤

り
を
犯
し
て
い
る
。
そ
の
誤
り
の
最
た
る
も
の
は
宗
教
に
関
し
て
で
あ
る
。
ど
の
国
で

も
宗
教
は
人
心
を
安
定
さ
せ
、
霊
魂
不
滅
を
論
じ
唯
心
論
に
立
っ
て
い
る
。
唯
物
無
心

を
根
本
に
据
え
た
宗
教
な
ど
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
も
、
フ
イ

ヒ
テ
が
ド
イ
ツ
国
民
に
自
由
独
立
の
精
神
を
発
揮
さ
せ
た
の
も
、
唯
心
論
に
立
っ
て
い

た
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
円
了
は
西
洋
哲
学
の
事
例
を
範
と
し
な

が
ら
、
唯
物
論
が
霊
魂
不
滅
、
先
天
主
義
を
否
定
し
て
、
自
利
こ
そ
が
道
徳
だ
と
主
張

し
て
い
る
が
、
誤
解
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
東
洋
で
は
神
道
と
仏
教
が
霊
魂
不
滅
を
説
い
て
お
り
、
儒
教
は
や

や
趣
き
を
異
に
す
る
が
先
天
性
の
道
徳
を
説
い
て
い
る
。
コ
一
道
は
共
に
唯
物
主
義
、
経

験
主
義
に
反
対
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
円
了
は
経
験
論
、
唯
物
論
を
そ
の
ま
ま
直

ち
に
受
容
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
唯
物
論
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、
同
時
に

(
日
)

「
唯
心
論
も
入
る
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

...L. 
J、

次
い
で
円
了
は
、
理
論
上
、
唯
物
論
の
「
不
確
実
不
完
全
」
、
「
非
論
理
非
真
理
」
を

論
じ
る
と
い
う
。
実
際
上
の
唯
物
論
の
批
判
は
世
間
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
述
べ
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
唯
物
論
そ
の
も
の
は
何
の
痛
み
も
感
じ
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

円
了
が
行
な
お
う
と
す
る
「
学
科
的
唯
物
論
」
の
批
判
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω物
質
の
分
析
上
、

ω世
界
の
聞
闘
上
、

ω変
化
の
原
因
上
、

ω万
有
の
規
律
上
、

ω

時
空
の
関
係
上
。

〈
物
質
の
分
析
上
、
世
界
の
開
闇
上
〉

唯
物
論
者
に
よ
る
と
、
「
世
界
は
物
質
よ
り
成
り
、
生
物
は
死
物
よ
り
生
ず
」
る
。

人

す
な
わ
ち
植
物
の
生
育
力
、
動
物
の
感
応
力
、
人
間
の
覚
知
力
は
み
な
、
無
機
物
質
に

固
有
の
「
勢
力
」
(
す
な
わ
ち
「
物
力
」
)
の
変
態
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
つ

て
「
物
象
」
の
外
に
世
界
は
な
く
、
物
質
の
外
に
精
神
も
な
く
、
物
力
の
外
に
生
活
も

な
い
。
全
て
は
物
質
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
唯
物
論
は
神
も
仏
も
、
未
来
も
霊
魂
も
な
い

と
い
う
。
そ
れ
ら
は
太
古
蒙
昧
の
時
の
妄
想
で
あ
り
、
今
日
に
そ
の
遺
習
を
伝
え
た
も

の
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
物
質
の
外
に
何
も
存
在
せ
ぬ
と
唯
物
論
に
従
っ
て

断
定
し
た
と
し
て
も
、
「
い
わ
ゆ
る
物
質
と
は
な
に
も
の
」
と
い
う
問
題
が
残
る
。
し

か
し
唯
物
論
は
、
物
質
は
不
可
思
議
、
と
答
え
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
物
質

の
本
源
実
体
は
不
可
知
的
で
あ
る
が
、
目
前
に
物
質
が
存
す
る
こ
と
は
確
実
だ
と
い
う

議
論
そ
の
も
の
は
根
底
が
な
い
も
の
と
な
る
。
有
形
の
学
は
物
質
の
本
源
実
体
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
は
な
い
が
、
哲
学
は
そ
の
点
を
究
め
尽
く
さ
な
け
れ
ば
、
「
仮
定
臆
断

(ロ)

を
も
っ
て
根
拠
と
せ
る
空
想
論
」
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
物
質
と

は
何
か
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
は
実
際
に
関
係
せ
ぬ
の
で
研
究
す
る
こ
と
は
無
用
だ
と

「
有
形
の
学
」
が
い
う
な
ら
、
「
目
前
直
接
に
我
人
の
生
存
に
関
せ
、
さ
る
こ
と
」
は
一

切
研
究
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
と
き
、
天
文
学
が
地
球
外
の
星
界
を
観

測
し
た
り
、
地
質
学
が
人
類
未
生
の
太
古
に
遡
っ
て
前
世
界
の
こ
と
を
探
求
す
る
こ
と

は
同
様
に
無
用
の
研
究
と
な
り
、
唯
物
論
そ
の
も
の
が
無
用
の
学
説
に
な
る
、
と
円
了

は
い
、
っ
。

唯
物
論
者
は
一
般
に
物
質
の
問
題
に
関
し
て
は
、
物
理
化
学
の
説
明
に
よ
っ
て
分
析

的
に
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
の
体
の
分
析
は
究
極
的
に
は
こ
れ
以
上
分
析
し

得
な
い
微
分
子
よ
り
成
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
物
質
の
最
小
点
(
化
学
上
の
元
素
、

最
小
至
細
不
可
析
の
点
)

で
あ
る
原
素
が
種
々
に
結
合
し
て
「
有
機
無
機
、
禽
獣
人
類

を
構
成
す
る
」
に
至
る
。
以
上
の
こ
と
は
唯
物
論
が
物
質
に
与
え
た
解
釈
で
あ
っ
て
、



そ
の
解
釈
は
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
物
質
を
分
析
し
た
ま
ま
で
少

し
も
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
円
了
は
い
う
。
そ
れ
は
、
物
質
が
元
素
か
ら
成
る

と
い
う
こ
と
は
、
物
質
は
物
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
し
、
そ
の
こ
と
を

避
け
る
た
め
に
、
元
素
が
物
質
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
体
は
何
か
と
い
う
問
い
が
生

ず
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
非
物
質
性
の
も
の
を
結
合
し
て
物
質
が
出
来
る
と
い
う
と

す
れ
ば
そ
の
「
道
理
」
は
何
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

そ
も
そ
も
精
神
と
区
別
さ
れ
る
物
質
は
、
空
間
を
占
領
す
る
延
長
性
の
も
の
の
名
で

あ
る
。
元
素
が
非
物
質
で
あ
る
と
き
、
元
素
は
延
長
の
な
い
、
空
間
を
占
領
し
な
い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
非
延
長
性
の
も
の
が
集
っ
て
延
長
性
の
物
質

が
生
ず
る
こ
と
は
、
無
よ
り
有
を
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
元
素
を
延
長

性
の
も
の
と
す
る
と
、
分
割
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
元
素
を
最
小
不

可
析
の
体
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
理
学
に
は
「
元
素
の
元
素
」
が
存

在
す
る
と
い
う
仮
説
が
存
す
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
体
は
や
は
り
物
質
で
な
け
れ
ば
、

相
集
ま
っ
て
物
質
を
成
す
所
以
を
説
明
し
難
い
。

物
質
を
分
析
し
て
そ
の
体
を
知
り
得
ぬ
と
す
れ
ば
唯
物
論
者
は
方
向
を
転
じ
て
、
世

界
の
原
始
に
遡
っ
て
物
質
の
本
源
を
も
探
ぐ
り
、
物
質
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

星
雲
説
の
仮
説
が
あ
る
。
星
雲
説
と
は
天
体
が
未
だ
そ
の
形
を
見
せ
て
い
な
い
と
き
、

宇
宙
開
に
混
沌
と
し
た
星
雲
が
浮
遊
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

一
切
の
万
物
、

す
な
わ
ち
流
動
体
も
回
形
体
も
全
て
は
ガ
ス
体
で
あ
っ
て
空
中
に
散
ば
っ
て
お
り
、
そ

の
熱
度
も
高
い
状
態
に
あ
る
。
全
て
の
も
の
は
熱
度
を
高
く
す
れ
ば
、
国
体
は
液
化
し
、

さ
ら
に
高
め
る
と
気
化
す
る
こ
と
か
ら
、
太
初
星
雲
の
時
は
熱
度
が
極
め
て
高
い
こ
と

は
今
日
の
経
験
に
照
ら
し
て
推
測
し
得
る
。
そ
の
星
雲
が
よ
う
や
く
冷
却
し
て
初
め
て

天
体
の
形
を
現
ら
わ
し
、
最
後
に
地
球
の
如
き
一
塊
が
固
定
し
て
人
類
を
住
ま
わ
せ
る

井
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に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
世
界
の
太
初
を
星
雲
か
ら
生
じ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
物
質
の
問
題
は
星
雲
の
体
を
考
え
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
も
物
質
は
物
質
よ

り
生
じ
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
故
、
物
質
の
原
因
は
星
雲
以
外
に
求
め
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
唯
物
論
の
見
解
で
は
、
世
界
の
原
始
、

物
質
の
本
源
は
不
可
知
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

世
界
の
終
局
の
問
題
に
し
て
も
、
無
限
の
時
間
を
経
過
し
た
後
、
地
球
も
太
陽
と
合

し
、
最
後
に
全
て
の
天
体
が
相
互
に
衝
突
し
、
全
て
が
粉
徴
塵
に
砕
け
て
太
初
の
混
沌

の
状
態
に
帰
す
る
と
理
学
者
は
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
物
質
が
ど

の
よ
う
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
理
学
者
は
考
え
て
お
ら
ず
、
不
可
知
と
い
う
他
は
な

ぃ
。
元
来
、
物
質
が
不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
は
理
学
の
実
験
の
教
え
る
と
で
あ
り
、
天

体
が
瓦
壊
し
た
と
し
て
も
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
と
全
て
の
人
が
信
じ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
開
闇
前
と
終
局
後
の
状
態
に
つ
い
て
は
理
学
も
不
可
知
と
し
て
何
ら

の
実
験
の
報
告
も
な
い
。
要
す
る
に
、
唯
物
論
は
理
化
学
等
の
有
形
的
実
験
に
依
拠
す

る
だ
け
で
あ
る
。
不
可
知
を
根
拠
と
す
る
唯
物
論
は
確
実
な
学
説
で
は
な
い
と
円
了
は

い
う
の
で
あ
る
。

七
物
質
が
不
生
不
滅
で
あ
り
、
無
始
無
終
の
体
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
そ
の
体
が
変
化

す
る
の
は
如
何
に
し
て
か
。
物
質
が
不
生
不
滅
で
あ
る
な
ら
ば
変
化
が
な
い
こ
と
に
な

る
の
に
、
何
故
、
生
滅
の
変
化
が
生
ず
る
の
か
。
唯
物
論
の
答
は
、
物
質
に
は
そ
の
体

に
固
有
の
力
が
あ
っ
て
、
元
素
が
相
合
し
、
相
離
れ
る
の
は
そ
の
「
物
質
の
作
用
」
に

よ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

物
質
変
化
の
原
因
が
「
物
力
」
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
物
力
」
と
は
何
で
あ
り
、
ど

九
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こ
か
ら
生
ず
る
の
か
。
こ
の
間
い
は
唯
物
論
の
答
え
得
ぬ
最
も
肝
要
な
聞
い
だ
と
円
了

は
い
う
の
で
あ
る
。
「
物
力
」
と
は
総
名
で
あ
り
、
細
別
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
元
素
分
子
の
集
散
の
作
用
だ
け
で
は
な
く
、
運
動
、
光
熱
、
音
楽
、
電
気
等
は

全
て
「
物
力
」
の
発
現
で
あ
り
、
重
力
、
光
力
、
熱
力
、
電
力
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の

「
物
力
」
の
発
現
し
た
も
の
が
「
顕
力
」
で
あ
り
、
潜
伏
し
た
も
の
が
「
潜
力
」
で
あ

る
。
そ
の
力
は
物
質
に
常
に
伴
な
う
物
質
固
有
の
「
勢
力
」
で
あ
る
。
そ
の
勢
力
は
種
々

に
変
化
す
る
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に
「
物
質
不
滅
の
理
法
」
「
勢
力
恒
存

の
規
則
」
が
立
て
ら
れ
、
理
学
の
根
底
に
据
え
ら
れ
る
。
唯
物
論
者
は
こ
の
「
勢
力
」

に
よ
っ
て
、
生
物
の
有
す
る
生
活
力
、
感
覚
力
、
さ
ら
に
は
人
間
の
意
識
、
道
理
、
思

想
を
説
明
し
、
「
宇
宙
開
に
物
質
の
外
に
生
活
な
く
精
神
な
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
世
界
万
物
の
変
化
の
原
因
で
あ
る
「
物
力
」
と
は
何
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、

と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
物
力
と
は
物
質
固
有
の
力
で
あ
る
か
ら
物
質
中
に
存
在
す

る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
知
ら
ぬ
と
唯
物
論
者
は
答
え
る
だ
け
だ

と
円
了
は
批
判
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
変
化
の
原
因
に
伴
な
っ
て
「
万
有
の
規
律
」
と
は
何
か
の
問
い
が
生
ず
る

と
円
了
は
い
う
。
「
万
物
の
規
律
」
と
は
宇
宙
の
大
法
、
あ
る
い
は
天
則
と
い
う
べ
き

も
の
で
、
天
地
万
物
が
変
化
す
る
中
で
、
自
然
に
規
律
の
一
定
す
る
も
の
が
あ
り
、
万

物
万
象
は
全
て
こ
の
大
法
に
従
い
そ
の
外
に
出
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
い
わ
れ

る
よ
う
に
物
質
に
固
布
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
故
、
千
差
万
別
の
物
質
が
時
々
刻
々
変
化

す
る
な
か
で
、

一
定
不
変
の
規
律
が
存
す
る
の
か
。
物
質
の
変
化
は
こ
の
規
律
に
従
つ

て
現
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
変
化
そ
の
も
の
よ
り
規
律
が
生
ず
る
筈
は
な
く
、
「
物

質
不
滅
」
の
体
の
中
に
存
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
円
了
は
こ
の
こ
と
に
反
対
す

る
の
で
あ
る
。
「
万
有
の
規
律
」
は
物
質
と
物
質
の
問
、
元
素
と
元
素
の
間
に
あ
っ
て
、

。

各
物
質
、
各
元
素
の
運
動
変
化
を
支
配
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
各
個
の
元
素
の
体
の
中

に
存
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
因
果
律
」
も
宇
宙
万
有
に
遍
布
す
る
一
定
不
変
、
必
然
の
規
則
で
あ
る
。
そ
れ
を

知
る
に
は
、
理
学
が
第
一
の
手
掛
か
り
で
あ
り
、

一
切
の
観
察
は
こ
の
理
法
に
基
く
の

で
、
「
学
問
研
究
の
法
規
」
「
思
想
道
理
の
原
則
」
と
も
い
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

原
則
が
物
質
よ
り
生
ず
る
道
理
は
な
い
。
し
か
し
唯
物
論
者
、
経
験
派
は
、
因
果
の
原

則
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
上
の
実
験
よ
り
生
じ
た
も
の
で
、
経
験
以
前
で
は
わ
れ
わ
れ
の

知
り
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
経
験
そ
の
も
の
が
こ
の
規
則
に
よ
っ

て
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
を
離
れ
て
経
験
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
経
験
は
因
果
の
原
則
の
応
用
に
す
ぎ
ぬ
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

唯
物
論
に
よ
る
と
、
物
資
の
変
化
の
原
因
も
、

一
定
不
変
の
規
則
も
、
結
局
「
不
可

知
」
に
終
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
物
質
の
問
題
以
外
に
時
間
空
間
の
問

題
が
あ
る
と
円
了
は
い
う
。
時
間
空
間
に
は
体
も
、
感
ず
べ
き
象
も
な
い
が
、
現
に
時

関
空
聞
が
存
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
物
質
で
も
精
神
で
も
な
く
、
物
質
や
精

神
が
こ
れ
よ
り
生
じ
た
の
で
も
な
い
。
通
常
、
時
関
空
間
を
「
関
係
」
と
い
う
の
は
、

物
心
各
体
の
間
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
理
化
学
は
空
間
時
聞
が
何
で
あ
る
か
を
論
じ

な
い
の
で
、
唯
物
論
は
理
化
学
の
学
説
を
利
用
し
得
な
い
の
で
、
事
物
も
関
係
や
感
覚

の
性
質
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
事
物
の
関
係
か
ら
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
空
間
は

別
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
が
、
事
物
と
事
物
の
聞
で
一
物
の
変
遷
を
見
る
と
き
に
時

聞
の
名
が
生
じ
、
諸
物
の
並
存
を
見
る
と
き
に
空
間
の
名
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
い
う
な
ら
ば
、
事
物
の
存
立
、
変
化
に
つ
い
て
、
縦
の
関
係
す
な
わ
ち
継
起
を
時

聞
と
い
い
、
横
の
関
係
す
な
わ
ち
並
存
を
空
間
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
物
質
よ
り
推
測

し
て
そ
の
存
在
を
想
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
論
者
は
、
物
質
を
離
れ
て



は
別
に
時
間
空
間
の
よ
う
な
特
殊
の
も
の
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
と
い
、

1
時
間

空
間
は
物
質
の
関
係
か
ら
生
じ
た
結
果
、
換
言
す
れ
ば
、
物
質
が
存
在
し
て
後
、
時
間

空
間
が
生
ず
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
円
了
は
唯
物
論
の
こ
の
答
を
最
も
受
け
入
れ
難

い
説
明
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

円
了
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
物
質
の
定
義
は
延
長
を
性
と
し
て
い
る
。
延
長

は
い
わ
ゆ
る
「
広
が
り
」
、
す
な
わ
ち
長
幅
、
厚
深
等
の
こ
と
で
、
何
れ
も
空
間
の
部

分
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
物
質
を
知
り
、

そ
の
存
在
を
認
め
る
に
先
立
っ
て
、
空
間
の
知
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
、
空
間
の
直
覚
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
も
の
が
物
質
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

空
間
が
存
し
て
後
に
物
質
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
物
質
と
空
間
は
全

く
性
質
を
異
に
す
る
。
物
質
は
変
化
を
有
し
、
有
限
で
あ
る
が
、
空
間
に
は
変
化
が
な

く
無
限
で
あ
る
。
従
っ
て
有
限
の
関
係
よ
り
無
限
を
生
じ
、
変
化
の
関
係
よ
り
不
変
化

を
生
ず
る
こ
と
は
論
理
的
に
も
事
実
的
に
も
認
め
得
ぬ
と
こ
ろ
だ
と
い
わ
れ
る
。
空
間

は
無
限
で
あ
る
こ
と
を
知
る
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
上
の
無
限
で
あ
る
。
も
し

空
間
の
思
想
が
物
質
か
ら
得
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
宇
宙
か
ら
物
質
を
一
掃
し
た
と
き
、

同
時
に
空
間
も
消
滅
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
目
前
の
物
資
を
破
壊
、
移

動
さ
せ
た
と
し
て
も
、
空
間
に
は
何
の
変
化
も
な
い
。
無
物
質
の
状
態
を
考
え
得
た
と

し
で
も
、
無
空
間
の
状
態
を
想
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

)¥ 
〈
感
覚
〉

感
覚
は
も
ち
ろ
ん
物
質
で
は
な
く
、
精
神
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
近
年
の
心
理
学
は
、

「
地
位
的
感
覚
」
と
い
う
よ
う
な
空
間
の
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
空
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二
個
の
刺
激
を
同
時
に
感
別
し
得
る
こ
と
か
ら
得
た
も
の
だ

と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
ケ
所
に
触
れ
る
左
右
の
手
は
感
ず
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
こ

間
の
思
想
は
感
覚
的
に
、

と
か
ら
距
離
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
空
間
の
思
想
の
根
本
だ
と
し
、
こ
れ
を
抽
象
、

推
理
し
て
空
間
の
存
在
を
知
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
円
了
は
こ
れ
に
反
対
す
る
。

「
地
位
的
感
覚
」
に
よ
っ
て
、
同
時
に
二
点
の
異
な
る
刺
激
を
感
じ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
「
二
種
の
刺
激
」
を
知
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
空
間
を
認
め
る
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
空
間
の
思
想
が
芽
生
え
た
と
し
て
も
、
刺
激
か
ら
得
た

の
で
は
な
く
、
わ
が
方
、
す
な
わ
ち
精
神
の
方
よ
り
与
え
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た

空
間
は
「
恒
有
遍
在
」
で
あ
っ
て
除
去
し
得
ぬ
の
は
、
感
覚
も
そ
の
こ
と
を
経
験
し
て

い
る
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

〈
時
間
〉

時
間
は
「
前
念
」
と
「
後
念
」
が
前
後
相
続
す
る
状
態
で
あ
り
、
事
物
の
変
化
に
不

可
欠
だ
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
如
何
な
る
変
化
も
時
間
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ

り
、
時
間
を
除
去
す
る
な
ら
、
変
化
そ
の
も
の
も
消
滅
す
る
の
で
、
物
質
の
実
在
に
不

可
欠
だ
と
い
わ
れ
る
。
時
間
そ
の
も
の
は
、
無
限
遍
在
で
あ
っ
て
、
物
質
と
性
質
も
状

態
も
異
な
る
の
で
あ
り
、
物
質
の
関
係
か
ら
得
た
も
の
で
も
、
感
覚
上
の
経
験
よ
り
抽

象
し
た
も
の
で
も
な
い
、
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。

唯
物
論
者
が
、
世
界
万
有
は
み
な
物
質
一
元
よ
り
生
ず
る
と
い
う
が
、
物
質
の
外
に

時
間
空
間
が
存
す
る
以
上
、
唯
物
一
元
を
主
張
し
得
ぬ
筈
で
あ
る
。
唯
物
論
は
物
質
の

存
在
、
変
化
の
根
本
的
と
な
る
時
間
空
間
を
十
分
に
究
め
ず
、
唯
、
仮
定
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
円
了
は
、
時
間
空
間
が
「
先
在
的
実
在
に
し
て
物
質
に
さ
き
だ
ち
て
存
し
、

先
天
的
知
識
に
て
経
験
に
さ
き
だ
ち
て
知
る
」
も
の
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。

円
了
は
、
元
素
、
星
雲
、
変
化
の
原
力
、
万
有
の
規
律
、
時
間
空
間
関
係
以
外
に
も
、
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生
活
、
感
覚
、
意
識
等
の
生
理
的
、
心
理
的
現
象
の
起
源
に
つ
い
て
も
唯
物
論
の
難
問

だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
機
物
質
あ
る
い
は
元
素
か
ら
、
「
生
活
、
感
覚
、

意
識
」
が
生
じ
た
後
、
「
近
世
進
化
論
」
に
依
る
ま
で
は
、
何
ら
、
説
明
の
道
も
立
た

な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

円
了
は
、
こ
こ
で
は
、
所
謂
生
物
学
上
の
進
化
論
で
は
な
く
、
唯
物
論
者
の
進
化
論

を
と
り
あ
げ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
進
化
論
を
道
徳
に
適
用
し
て
「
自
利

説
」
を
立
て
る
も
の
で
あ
る
。
進
化
論
は
実
験
に
基
づ
い
た
「
確
実
な
る
学
説
」
で
あ

る
と
、
円
了
は
進
化
論
の
構
想
を
認
め
て
い
る
が
、
唯
物
論
者
が
進
化
論
を
生
物
学
、

(
日
)

有
形
学
の
範
囲
に
と
ど
め
ず
、
「
心
理
も
社
会
も
道
徳
も
宗
教
も
」
全
て
「
進
化
」
の

一
語
で
説
明
し
得
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
反
対
す
る
の
で
あ
る
。

「
進
化
の
学
理
」
が
「
仮
想
臆
断
」
と
円
了
が
見
な
し
て
い
る
点
を
挙
げ
る
と
、
そ

れ
は
進
化
の
起
点
と
終
局
を
説
明
し
て
お
ら
ず
、
最
初
か
ら
仮
定
に
よ
っ
て
立
論
し
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
星
雲
の
世
界
か
ら
進
化
を
始
め
た
と
す
れ
ば
、
星
雲
の
中
に

如
何
な
る
原
因
が
あ
っ
て
進
化
作
用
を
起
こ
し
た
の
か
。
ま
た
、
進
化
が
始
ま
っ
た
と

す
れ
ば
終
局
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
如
何
な
る
状
態
に
帰
す
る
の
か
。
進
化
作
用
が

進
行
中
な
ら
ば
、
進
行
の
原
動
力
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら

の
こ
と
に
唯
物
論
は
答
え
ず
に
、
た
だ
「
不
可
知
」
と
い
う
だ
け
だ
と
円
了
は
批
判
す

る
の
で
あ
る
。
進
化
は
変
遷
変
化
の
現
象
上
に
存
す
る
規
則
で
あ
り
、
そ
の
現
象
は
世

界
の
表
面
に
現
れ
た
状
態
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
水
面
の
波
紋
の
ご
と
き
も
の
で
あ
っ

て
世
界
の
実
体
で
は
な
い
。
進
化
論
は
こ
の
世
界
の
観
察
に
終
り
、
そ
の
実
体
を
究
め

て
い
な
い
。
世
界
の
実
体
は
物
質
不
滅
、
勢
力
恒
存
の
体
で
あ
る
か
ら
、
全
く
変
化
変

遷
は
な
い
筈
で
あ
る
。
波
紋
を
起
こ
す
に
し
て
も
、
水
の
体
は
依
然
と
し
て
変
化
が
な

い
の
と
同
じ
道
理
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
進
化
論
を
以
っ
て
世
界
の
原
理
、

哲
学
の
根
本
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

九
進
化
論
の
原
理
が
応
用
さ
れ
る
の
は
種
々
に
見
ら
れ
る
が
、
円
了
は
特
に
進
化
論
が

「
道
徳
宗
教
上
に
及
ぼ
せ
る
点
」
を
と
り
あ
げ
、
論
駁
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
円
了

の
目
的
が
「
神
儒
仏
三
道
の
拡
張
」
に
あ
り
、
こ
の
一
一
一
道
こ
そ
が
道
徳
宗
教
の
根
本
に

他
な
ら
ぬ
の
に
、
三
道
を
進
化
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
旧
弊
で
あ
る
と
す
る
者
に
対
す

る
反
駁
を
行
な
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
円
了
は
、
唯
物
論
的
進
化
論
者
が
「
優
勝
劣
敗
」

「
適
者
生
存
」
の
規
則
に
基
づ
い
て
「
自
利
説
」
を
立
て
て
、
「
利
他
説
」
を
排
す
る

こ
と
、
ま
た
、
後
天
論
を
採
っ
て
先
天
論
を
否
定
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
神
儒

仏
三
道
の
所
論
に
反
対
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

俗
論
派
の
説
く
「
社
会
進
化
説
」
に
従
う
と
、
「
社
会
は
人
類
の
生
存
競
争
の
必
要

上
成
来
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
最
初
か
ら
社
会
を
結
成
し
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
「
道

徳
は
社
会
結
成
の
後
に
起
」
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
道
徳
の
初
め
は
「
自
利
」

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
社
会
結
成
以
前
に
道
徳
な
し
、
最
初
は
白

利
の
み
あ
り
て
利
他
な
し
」
と
広
言
す
る
説
は
受
け
入
れ
難
い
と
円
了
は
い
う
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
現
在
、
道
徳
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
道
徳
は
利
他
を
善
と

し
自
利
を
悪
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
必
ず
そ
の
原
因
は
人
類
が
社
会
を
結

成
す
る
以
前
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
道
理
だ
と
円
了
は
い
う
。

進
化
論
者
に
よ
る
と
、
人
類
は
動
物
界
よ
り
進
化
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
進
化

の
過
程
の
時
間
を
短
縮
し
て
、
進
化
の
順
序
を
示
め
す
の
は
「
人
間
の
生
」
で
あ
る
。

そ
の
人
間
の
一
生
は
「
進
化
の
縮
写
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
生
物
の
原

始
よ
り
系
統
連
続
し
て
今
日
に
至
る
」
、
そ
の
進
化
の
順
序
を
遺
伝
し
た
も
の
と
い
え



る
。
人
間
の
初
期
(
幼
児
)
を
見
る
と
、
自
利
を
知
る
の
み
で
あ
り
、
己
の
欲
す
る
こ

と
だ
け
で
あ
る
。
他
人
に
譲
る
利
他
を
全
く
知
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
し
て

も
、
社
会
進
化
の
初
期
は
「
自
利
の
み
あ
り
て
利
他
な
き
」
こ
と
を
知
り
得
る
。
そ
れ

故
、
「
自
利
を
も
っ
て
道
徳
の
起
源
と
な
す
」
と
い
う
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
小
児
に

利
他
が
生
ず
る
の
は
、
長
じ
て
の
こ
と
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
利
他
が

生
ず
る
の
は
、
自
利
の
形
を
変
え
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
幼
児
の
自
利
心
の
中
に

別
に
利
他
の
本
心
を
匹
胎
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
間
い
が
生
じ
よ
う
。
し
か
し
、
俗

論
派
は
、
長
じ
て
の
利
他
は
幼
児
の
自
利
の
変
形
と
答
え
ざ
る
を
得
ぬ
だ
ろ
う
。
円
了

は
こ
の
答
を
妄
断
だ
と
否
定
す
る
。
何
故
な
ら
、
動
物
を
見
る
と
利
他
を
外
発
す
る
状

態
を
も
っ
て
い
な
い
し
、
開
発
し
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
円
了
は
次
の
よ

う
に
い
う
。
社
会
進
化
の
初
期
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
「
当
時
の
自
利
心
中
に
す
で
に

利
他
心
を
臨
胎
」
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
自
利
は
純
然
た
る

自
利
で
は
な
く
「
利
他
内
包
の
自
利
」
で
あ
る
。
従
っ
て
「
無
道
徳
中
に
道
徳
を
匪
胎

し
て
い
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
「
道
徳
内
包
の
無
道
徳
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
進
化
論
者
は
、
「
社
会
競
争
の
必
要
よ
り
自
利
が
そ
の
形
を
変
え
て
利

他
と
な
る
」
と
い
う
が
、
「
そ
の
体
に
内
包
せ
ざ
る
も
の
の
外
発
す
る
理
」
は
な
い
の

で
、
最
初
か
ら
利
他
共
愛
の
傾
向
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
傾
向

が
発
達
し
て
道
纏
と
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
道
徳
は
人
類
の
先
天
性
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
拡
充
す
る
の
が
道
徳
教
育
の
目
的
で
あ
り
、
儒
教
の
「
良
知
良

能
」
、
仏
教
の
「
悉
有
仏
性
」
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

道
徳
論
の
批
評
は
国
民
の
道
徳
教
育
に
関
係
す
る
の
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
俗
論

派
は
、
先
天
の
道
徳
は
な
い
、
他
利
で
は
な
く
自
利
が
道
徳
の
根
本
だ
と
い
う
が
、
こ
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れ
は
誤
り
な
の
で
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
か
え
っ
て
教
育
す
れ
ば

道
徳
心
を
開
発
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
い
っ
て
も
、
「
進
化
の
初
期
よ
り
先
天
の
道
徳

心
を
距
胎
し
て
い
る
と
考
え
る
方
が
道
理
に
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
道

徳
心
は
「
道
徳
の
形
式
も
し
く
は
傾
向
」
と
名
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
未

だ
「
道
徳
の
実
体
で
は
な
い
」
が
、
形
式
を
満
た
す
材
料
が
で
き
て
初
め
て
道
徳
の
実

体
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
原
形
と
い
っ
て
も
よ
く
、
先
天
で
あ
る
。
そ
の
材

料
は
実
質
と
呼
ば
れ
、
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
公
式
化
で
き
る
。

道
徳
H

原
形
+
実
質

俗
論
派
は
道
徳
の
実
質
の
み
を
見
て
批
評
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

一
定
不
変
の
形
式

(
原
形
)
を
見
て
い
な
い
浅
見
で
あ
り
、
結
局
は
誤
り
に
陥
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

も
「
自
利
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
国
家
を
愛
し
社
会
を
利
す
る
も
自
利
」
に
他
な
ら
な

ぃ
、
全
て
は
自
利
の
範
囲
を
出
な
い
と
い
う
が
誤
り
で
あ
る
。
利
他
の
側
か
ら
見
れ
ば

全
て
は
利
他
で
あ
り
、
こ
の
見
方
の
方
が
正
し
い
と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
自
己
は
自
分
の
身
体
で
あ
る
。
こ
れ
は
精
神
と
肉
体
に
区
分
さ
れ
る
。
肉
体
は
外

界
の
物
質
よ
り
成
る
。
精
神
と
肉
体
の
聞
を
自
と
他
に
分
け
て
み
る
と
、
精
神
は
白
中

の
白
、
肉
体
は
自
中
の
他
と
い
え
る
。
し
か
し
俗
論
派
は
「
肉
体
の
外
に
精
神
な
し
」

と
い
う
立
場
だ
か
ら
、
精
神
を
白
中
の
自
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
人
が

自
己
の
手
足
、
胸
腹
等
を
愛
す
る
の
は
利
他
の
初
め
で
あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
の
起
点
で

あ
る
。
衣
服
、
食
物
、
住
居
等
の
所
属
物
を
愛
す
る
の
は
「
利
他
の
一
歩
外
へ
」
向
つ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
父
母
等
を
愛
す
る
こ
と
は
、
「
さ
ら
に
一
歩
を
世
間
に
向
っ
て
」

進
め
た
も
の
だ
と
円
了
は
い
う
。
利
他
の
発
展
を
次
の
よ
う
に
示
め
し
て
い
る
。

ω自
中
の
自
・
・
・
・
・
・
精
神
ま
た
は
脳
髄
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ω白
中
の
他
:
:
:
肉
体
(
手
足
、
胸
腹
)
お
よ
び
所
属
物

ω他
中
の
自
・
・
・
・
・
・
家
族
等

ω他
中
の
他
・
・
・
・
・
-
他
人

こ
の
よ
う
に
己
の
身
体
を
愛
す
る
の
は
利
他
の
起
点
で
あ
り
、
自
利
即
利
他
を
一
不
め

し
て
い
る
。
俗
論
派
の
い
う
自
利
の
進
化
は
、
利
他
の
進
化
、
先
天
的
固
有
の
利
他
の

傾
向
、
善
を
進
め
る
性
力
の
進
展
開
発
す
る
こ
と
を
見
落
し
て
い
る
。
利
他
の
観
点
か

ら
道
徳
を
説
く
の
が
東
洋
の
倫
理
で
あ
る
が
、
俗
論
派
の
説
く
も
の
は
、
こ
の
東
洋
の

道
徳
を
破
壊
す
る
方
向
に
向
う
も
の
だ
と
、
円
了
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

俗
論
派
の
進
化
論
は
さ
ら
に
宗
教
に
も
言
及
す
る
が
、
こ
れ
も
誤
解
だ
と
円
了
は
い

ぅ
。
俗
論
派
は
宗
教
を
「
農
民
の
玩
弄
物
」
「
社
会
の
厄
介
物
」
と
い
い
、
僧
侶
に
対

し
で
も
激
し
く
攻
撃
を
加
え
て
い
る
。

円
了
は
僧
侶
が
腐
敗
堕
落
し
て
い
る
と
認
め
て
い
る
の
で
、
僧
侶
に
対
し
て
弁
護
す

る
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
、
宗
教
に
対
す
る
誤
解
を
解
く
こ
と
に
努
め

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

俗
論
派
が
、
ヤ
ソ
教
を
含
め
て
現
今
の
宗
教
が
進
歩
発
展
せ
ぬ
と
考
え
て
い
る
の
は
、

第
一
の
誤
り
だ
と
い
う
。
ま
た
、
宗
教
は
我
々
の
中
な
る
宗
教
心
が
喚
起
し
た
も
の
、

心
が
内
よ
り
迎
え
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
宗
教
心
は
外
か
ら
無
理
に
注
入
し
て
起
る
、

と
俗
論
派
が
考
え
て
い
る
の
も
誤
り
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
進
化
論
者
が
宗
教
は
恐
怖
か

ら
起
る
と
い
う
が
、
こ
れ
も
誤
り
で
あ
る
。
天
災
、
人
災
の
恐
怖
が
宗
教
心
を
引
き
起

す
外
国
と
な
る
に
し
て
も
、
宗
教
そ
の
も
の
が
出
来
た
訳
で
は
な
い
。
心
中
に
不
可
思

議
な
実
在
を
創
り
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
安
心
立
命
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
宗
教

が
起
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恐
怖
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
不
思
議
の
観
念
」
に
よ
っ

て
で
あ
ろ
う
。

四

一
般
に
、
学
術
思
想
は
有
限
性
に
基
く
の
に
対
し
て
、
純
正
哲
学
と
宗
教
は
無
限
性

に
基
い
て
い
る
。
無
限
性
と
は
、
有
限
可
知
的
な
範
囲
の
外
に
超
越
し
よ
う
と
す
る
本

心
で
あ
り
、
「
理
性
あ
る
い
は
理
想
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
あ
る
限
り
、
純

正
哲
学
、
宗
教
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
し
、
現
に
あ
り
続
け
て
い
る
。

理
学
、
科
学
は
有
限
の
智
力
に
よ
っ
て
可
知
的
な
範
囲
内
に
お
い
て
既
知
よ
り
未
知

に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
無
限
の
智
力
に
よ
り
、
可
知
的
も
の
か
ら
不
可
知
に
及

ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宗
教
は
無
限
の
情
力
あ
る
い
は
無
限
の
意
力
に
よ
っ

て
、
不
可
知
よ
り
可
知
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
哲
学
の
無
限
性
は
理
性
で
あ
り
、
宗
教

の
無
限
性
は
信
性
で
あ
る
。
こ
の
区
分
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
俗
論
が
進
化
論

を
宗
教
に
適
用
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。

宗
教
の
要
素
は
客
観
的
に
い
う
と
「
不
可
知
的
な
存
在
」
、
主
観
的
に
は
「
無
限
性

の
精
神
と
絶
対
的
信
患
の
情
」
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
「
安
心
立
命
」
で
あ
る
。
宗
教

は
こ
の
三
要
素
を
要
す
る
が
、
そ
の
何
れ
に
も
進
化
論
は
言
及
し
得
ぬ
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
い
う
と
、
我
々
の
精
神
の
傾
向
は
、
既
知
に
安
ぜ
ず
、
有
限
に
満
足
せ
ず
、

想
像
は
四
方
に
進
ん
で
宇
宙
の
外
に
飛
び
越
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
知

る
こ
と
と
信
ず
る
こ
と
の
両
者
は
人
類
共
用
の
資
性
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
進
化
論
者
は
、
宗
教
が
外
部
の
事
情
、
刺
激
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
り
、
先

天
的
に
人
心
中
に
存
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
皮
相
の
見
方
に
留
ま
っ
て
い
る
、
と
批

判
を
加
え
、

一
般
に
、
通
俗
的
唯
物
論
の
反
啓
蒙
性
を
指
弾
し
た
の
で
あ
る
。

唯
物
論
が
「
実
験
の
範
囲
内
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
で
は
反
対
す
る
理
由
は
な

い
が
、
そ
の
範
囲
を
越
え
、
物
質
以
外
に
神
、
心
が
存
在
せ
ぬ
こ
と
、
宗
教
の
排
斥
、

自
利
の
み
が
道
徳
で
あ
る
こ
と
、
経
験
を
離
れ
て
は
知
識
も
思
想
も
存
在
せ
ぬ
こ
と
、

先
天
は
空
想
、
虚
無
に
す
ぎ
ぬ
、
と
説
く
か
ら
批
判
す
る
と
円
了
は
い
う
。
そ
の
批
判



に
当
っ
て
円
了
が
依
拠
す
る
の
は
、
「
思
想
を
も
っ
て
哲
学
の
起
点
と
定
め
」
た
デ
カ

ル
ト
以
来
の
近
世
哲
学
で
あ
る
。
と
い
わ
れ
る
。
唯
物
論
は
「
真
理
と
仮
定
せ
る
目
前

の
物
質
お
よ
び
世
界
を
出
立
点
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
物
質
、
世
界
は
わ
れ

わ
れ
の
知
識
、
思
想
の
上
に
仮
定
さ
れ
た
も
の
だ
と
円
了
は
い
う
。

つ
ま
り
、
初
め
に

知
識
、
思
想
が
な
け
れ
ば
、
物
質
の
観
念
も
世
界
の
知
覚
も
、
唯
物
論
そ
の
も
の
も
な

い
は
ず
で
あ
り
、
物
質
、
世
界
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
「
暗
に
知
識
思
想
の
存
在
を
既

定
」
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
物
質
の
既
定
に
先
立
っ
て
精
神
の
既
定
を
認

め
る
の
が
道
理
に
適
っ
て
い
る
。
い
う
・
な
ら
ば
、
精
神
こ
そ
が
第
一
の
出
立
点
で
あ
る
。

従
っ
て
、
唯
物
論
が
物
質
を
確
実
だ
と
仮
定
し
、
思
想
そ
の
も
の
を
排
す
る
の
は
非
論

理
の
甚
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
思
想
そ
の
も
の
を
第
一
原
理
と
す
る
唯
物
論
は
、
仮
定
臆
断
の
説

と
は
一
五
い
得
な
い
。
何
故
な
ら
、
思
想
は
も
と
も
と
仮
定
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
回
仙

想
を
仮
定
す
る
こ
と
が
既
に
思
想
だ
か
ら
で
あ
る
。
思
想
こ
そ
哲
学
の
真
の
出
立
点
だ

と
円
了
は
い
う
の
で
あ
る
。
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「
哲
学
一
夕
話
』
明
治
十
九
年

(
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)

「
仏
教
活
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序
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』
明
治
二
十
年

(
3
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「
破
唯
物
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井
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円
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仏
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二
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前
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)
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九
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)
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