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カ
ン
ー
に
お
け
る
目
的
論

の
展
開
'
そ
の
四

-

『
可
蔭
界
と
可
想
界
の
形
相
と
原
理
に
つ
い
て
』

(D
e
m
un
d
i
sen
sib
itis
a
tq
u
e
intellig
ib
i】is
for
m
a
e
t
p
r
in
c
ip
i
is,

)770)
に
お
け
る
目
的
論
1

亀

尾

l

る
世
界

と

に
分
つ
一
種
の
二
世
界
説
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
は
､

『
形
而
上
学
的
認
識
の
第

一
原
理

の
新
解
釈
』
(

Principi.rum
prim
.rum
c.gn
ition
is
m
e
taphysicae
nova
ditucidati.,

1754･)
に
お
い
て

｢
実
体
｣

(
s
n
bstant
i
a

)

と

｢
現

象
｣

り

勿

糊

4

(phaenonTen
a)V'
或
は

｢
精
神
｣

(
sp
i,itu
s
)V

乃
至

｢
精
神
界
｣
(m
un
d
u
s
sp
iritualis)

と

｢
物
体
｣

(c
orpu
s)V
を
区
別

し

て

以
来
､『
視
霊
者
の
夢
』

(T
r知
um
e
eines
G
eistersehers,
1766･)
に
お
い
て

｢
精
神
界

(
可
想
界
)
｣

(die
G
eiste
rwett<
m
undus

in
te
lligi
b
ilis>
)
乃
至

｢
非
物
質
的
世
界

(
可
想
界
)

｣

(die
irnm
a
terietle
W

ett<

rrlund

us
intetligi
b
ilis>
)
と

｢
物
体
界
｣

(die
K
6
r
pe.rw
elt)
乃
至

｢
物
質
的
世
界
｣
(
d
ie
m
aterielle
W
e
lt)
と
を
対
置
し
､
前
者
の
実
在
は
人
間
理
性
の
理
解
を
越
え
た
も

～

の
で
'
似
而
非
認
識

d
ie

Sc
h
eine
in
sich
t
L
か
得
ら
れ
ず
､

一
輝
に
霊
物
学

d
ie
P
n
e
u
m

a

totogieは
一
種

の
想
像
的
実
在
に
つ
い
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曲
て
の
'人
間
の
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
無
智
の
学
説
な
の
で
あ
る

J

L明
言
し
た
｡
そ
の
反
面
､
道
徳
的
行
為
と
そ
の
結
果
と
の
現
世
に

お
け
る
不
調
和
を
解
決
す
る
為
に
へ
精
神
界
が
想
定
さ
れ
'
更
に
道
徳
的
な
要
請
即
ち

｢
道
徳
的
信
仰
｣
と
し
て
そ
の
意
義
を
確
保
し
-

る
､
と
い
-
構
想
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
様
な
二
世
界
の
､
形
相
と
原
理
と
に
つ
い
て
論
じ
よ
-
し
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
意

味
で
こ
れ
迄
の
探
究
の
室
大
成
で
あ
る
と
い
え
る
｡

カ
ン
ト
は
『
一
般
自
然
史
』
(A
llgem
eine
N
atur
geschichte
un
d
T

heor.'e
des
H
im
m
els,
)755.)
に
お
い
て
感
性
的
自
然
宇
宙
全
体
を
考

察
の
対
象
と
L
t
こ
れ
は
機
械
論
的
原
理
に
貫
か
れ
'
そ
れ
故
の
必
然
的
な
合
法
則
性
こ
そ
､
創
造
者
た
る
神
の
存
在
す
る
証
拠
で
あ
る
と

し
て
､機
械
論
的
自
然
像
と
目
的
論
的
世
界
観
と
を
素
朴
に
結
合
し
た
｡
他
方
で

『
新
解
釈
』
'
『
証
明
根
拠
』

(D
er
e
i
nzig
m
6gl
ich
e

B
e
w
e
is
g

rund
zu
einer
D
en
.nstrati.n

d

e

s
D
aseins
G
ottesL
7

63･)
を
通
じ
て
示
さ
れ
た

一
種
の
存

在

論
的

神

の
存

在
証

明

は

S
c
h
u
lm
e
tap
h
y

Sik
の
合
理
的
宇
宙
論
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
が
'彼
は
『
一
般
自
然
史
』
に
述
べ
ら
れ
た
宇
宙
論
を
'
こ
の
存
在
証
明
に6

よ
っ
て
､
根
拠
づ
け
-
る
と
考
え
た
｡
今
､
こ
の
論
文
に
お
い
て

｢
宇
宙
論
的
二
律
背
反
｣
が
そ
の
解
決
の
試
み
を
伴
っ
て
示
さ
れ
礼
叫

と
い
-
こ
と
は
､
次
に
触
れ
る
認
識
能
力
の
区
別
と
､
こ
の
我
々
の
認
識
原
理
の
種
別
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
可
感
界
と
可
想
界
の
原

理
的
峻
別
と
に
よ
っ
て
､
今
迄
の
素
朴
､
無
原
理
的
な
る
結
合
か
ら
更
に
進
ん
で
､
こ
の
調
停
の
原
理
的
基
礎
づ
け
の
試
み
が
'端
的
に
い

え
ば
'
原
理
的
な
調
停
不
可
能
を
明
示
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
-
こ
と
で
あ
る
｡
従
っ
て
､

ニ
ュ
ー
･L
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ

7

ツ
乃
至
数
学
者
と
形
而
学
者
及
存
在
論
者
と
の
間
の
和
解
し
難
く
対
立
す
る
世
界
概
念

を

､
認
識
能
力
を
原
理
と
し
て
峻
別
し
､
後
者
の

ヽ
ヽ
ヽ

中
に
前
者
を
包
み
こ
ん
で
来
た
従
来
の
調
停
の
仕
方
に
原
理
的
反
省
を
試
み
た
も
の
と
も
い
え
る
こ
の
論
文
は
､
こ
れ
ま
で
の
彼
の
成
果

8

の
上
に
立
つ
､
必
然
的
な
整
理
で
あ
d
o

カ
ン
･L
自
身
は
､
こ
の
論
文
は

｢
形
而
上
学
に
対
す

る
予
備
学

(
p
ropaedeutica)
｣
の
見
本
を
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
､

'.rhヰ
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｢
悟
性
的
認
識
と
感
性
的
認
練
と
の
区
別
を
説
く
｣
も
の
で
あ
る
と
い
-
0
(
『
夢
』
で
､
形
而
上
学
は

｢
人
間
理
性
の
限
界
の
学
｣
と
な

/

る
べ
く
､

｢
予
備
学
｣
の
必
要
が
説
か
れ
､
該
論
文
は

｢浄
化
剤
｣
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
-
｡
然
し

『
夢
』
で

は
､
人
間
理
性
の
概
念
は
就
任
論
文
に
お
け
る
が
如
く
感
性
と
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
悟
性
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
｡
こ
の
点
､

先
に
も
少
し
触
れ
た
が
､
感
性
的
認
識
能
力
と
悟
性
的
認
識
能
力
と
の
原
理
的
区
別
か
ら
可
感
界
と
可
想
界
の
相
違
を
導
き
出
し
た
こ
の

㈹

論
文
は
大
き
な
歩
み
を
進
め
る
も
の
と
い
え
る
｡

更
に
加
え
る
な
ら
は
ラ
ム
ベ
ル
･L

L
am
berrt
宛
､
七

〇
年
九
月
二
日
附
書
翰
を
挙

げ
-
る
｡
こ
こ
で
カ

ン
十
は
､
本

来

の
形

而

上
学

を
感
覚

的
な
る
も
の
と
の
混
清
か
ら
救
-
べ
き
予
備
学
た
る

｢
一
般
現
象
論
｣

(phaenorrtenologi
a
generatis)
が
先
行
す
べ
き
で
あ
り
､
こ
れ
は
感
性
の
原
理
と
'
そ
の
妥
当
性
の
限
界
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と

記
す
｡
又
該
書
翰
に
お
い
て

｢
第
二
章
､
可
感
的
な
も
の
と
可
想
的
な
る
も
の
と
の
区
別

一
般
に
つ
い
て
｣
､

｢
第
三
章
､
可
感
界
の
形

相
と
原
理
に
つ
い
て
｣
､

｢
第
五
章
'
形
而
上
学
に
お
け
る
感
性
的
な
る
も
の
と
悟
性
的
な
る
も
の
と
に
関
す
る
方
法
に
つ
い
て
｣
の
三

叫

章
が
重
要
で
あ
る
と
い
-
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡

か
く
て
該
就
任
論
文
の
意
図
が
形
而
上
学
を
感
性
的
認
識
か
ら
浄
め
る
為
の
感

性
的
認
識
の
批
判
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

以
下
､
こ
の
感
性
的
認
識
の
批
判
が
斎
ら
す
も
の
を
検
討
し
て
み
る
｡

証

仙カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
版
全
集
'
第
一
巻
'
四
一
九
貢
､
四
二
四
頁
以
下
｡
以
下
カ
ン
-
の
著
作
の
頁
数
は
'
岡
全
集
の
巻
､頁
数
の
み
を
示
す
｡例
え
ば

Ⅰ
､
四
一
九
､

の
如
し
｡

物
Ⅰ､
四
二
ハ
､
四
二
五
､

㈱
同
'
四
二

､

仙南
､
四
二

'
四
1
六
､
四
二
〇
'
四
二
五
'

刷
Ⅱ'
三
六
七
'

㈱第
二
即
､

Ⅱ'
四
〇

三
以
下
､
第
二
節
､
四
〇
八
'
第
二
八
節
､
四
三
二
､

m
E
･
Cassir

er
は
そ
の
､K
ants
Le
ben
un
d
Le
hre,S･,E
L･に
お
い
て
､当
時
､形
而
上
学
者
及
び
存
在
論
者
と
数
学
者
と
の
間
で
､そ
の
世
界
概

念
が
和
解
し
え
ぬ
程
対
立
し
て
い
る
1
例
と
し
て
､Leon
ha
r
d
E
ul

er.Bri
efe
呂
e
in

e
deutsche
PrinZeSSin,PetelSburg-)768を
挙
げ
て
い
る

･
･

:
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=
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1

㈱
c
f
.A
,R
i
d
t.
D
er
p
h
]+Ish
o
ph
isch
e
K
ri
tiz
ism
u
s.
B
u
ch
2
,8
.347ff.
35
0
ff.

㈱第
八
節
'

Ⅱ
､
四

二

､

㈹
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
'
前
掲
書

一
〇
七
頁
'

リ
ー
ル
､

前
掲
書
二
五
四
頁
'

叫Ⅸ
'
七
五

二㌧

こ
の
論
文
の
論
旨
を
整
理
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
｡

レ
ケ
ア
テ
ィ

ー
ウ
イ
タ
ス

感
性
と
は
対
象
が
現
前
す
る
こ
と
に
よ
り
或
る
特
定
の
仕
方
で
触
発
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
所
の
主
観
の
受

容

性

で

あ

り

､

そ

7
ア

エ
ノ
ー
メ
/

ソ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
対
象
は
可
感
的
な
る
も
の
'
古
代
人
の
所
謂
現

象

で

あ

る

｡

か
か
る
感
性
に
よ

っ

て
認
識
さ
れ
る
も
の
は
現
わ
れ
る
通
り
の
事
物
の
表

ア
パ
ー
レ
ソ
チ
ア

イ

ソテ
ル

レー
ク
ト
ウ

ス

象
で
あ
る
が
､
こ
の
感
性
的
表
象
は
又
現

わ

れ

と

も

い
わ
れ
､
こ
の
現
わ
れ
が

悟

性

に
よ

り

比

較
さ
れ
て
生
ず
る
反
省
的
認
識
'
こ
れ
が

経
験
と
い
わ
れ
る
｡
現
象
と
は
こ
の
経
験
の
対
象
で
あ
り
､
経
験
の
法
則
は
感
性
的
認
識
の
法
則
､
更
に
現
象
の
法
則
で
あ
る
｡

7
オ
ー
ル
マ
マ
テ
-
リ
ア

セ

ソ
サ
チ
オ

か
か
る
感
性
的
表
象
の
中
に
は

形

相

と

質

料

と

が

あ
り
'
後
者
は
､感

覚

､

前
者
は
感
性
的
表
象
と
い
わ
れ
る
所
以
の
も
の
､
即
ち
､

セ
ソ

tt
I
ス

ア
ニ

マ

コ
-
オ
ル
ヂ
ナ
ント
ウ
ー
ル

｢
感

官

を
触

発
す
る
多
様
が
心

性

の
或
る
自
然
的
法
則
に
よ
っ
て
如
何
な
る
範
囲
ま
で
同

位

的

秩

序

づ

け

ら

れ
る
か
を
示
す
可
感
覚
的
な

ス
ペ
キ
エ
ー
ス
rl.

ス
ケ
ー
マ

る
も
の
の
形

態

｣
で

あ

る

｡
然
し
対
象
の
輪
廓
や
型

の

如

き
も
の
で
は
な
く
､
色
々
の
感
覚
を
同
位
的
に
秩
序
づ
け
る
所
の

｢
精
神
に
植
え

2

つ
け
ら
れ
た
法
則

(
Le

x

q
u
a
e
d
am
m
en
ti
in
s
i
ta)
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る

｡

｣

か
か
る
感
性
と
の
関
係
に
お
い
て
観
ら
れ
た
限
り
の
世
界
'現
象
た
る
限
り
の
万
物
即
ち
現
象
世
界
が
可
感
界
で
あ
る
｡
こ
の
可
感
堺
の

形
相
の
原
理
に
は
時
間
と
空
間
と
が
あ
る
｡
こ
の
時
間
'空
間
の
概
念
は
､
人
間
が
感
覚
的
に
知
覚
し
-
る
も
の
は
す
べ
て
そ
の
中
に
お
い

て
知
覚
さ
れ
'
思
惟
さ
れ
る
が
如
き
､
直
観
の
純
粋
概
念
で
あ
り
'
純
粋
直
観
で
あ
る
｡
そ
れ
は

｢
人
間
精
神
の
本
性
上
必
然
的
な
る
主

㈱

コ
ナ
ー

ト
ウ

ス

ア
タ

グ
イ
ー

ス
ト
ク

ス

観
的
制
約
｣
で

あ
る
｡
両
概
念
が
生

具

的

か

'

獲

得

的

か

と

い

-

間
に
対
し
て
は
｢
精
神
が
自
ら
の
感
覚
し
た
も
の
を
永
久
的
法
則
に
従
っ

二計



L ' . ' ~ ･ い : 響 .: t y T ､t'中 華一

.

･

一.
.p.
.'.1
....(
7.
..
:
.-.
...'.
.鷲

.117T

.1.L.I:
"
I.'
議

.･..i
F:.I.Y
.･]
･'-'LT.Tr
JT
477.I舌痛
一
月
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J

て
同
位
的
に
秩
序
づ
け
る
と
い
-
正
に
そ
の
働
き
か
ら
'
不
変
な
る
､
従
っ
て
'
直
観
的
に
認
識
せ
ら
る
べ
き
云
わ
は
模
型
の
如
き
も
の

軸

と
し
て
'
抽
出
さ
れ
た
と
い
-
意
味
に
お
い
て
｣

｢
獲
得
さ
れ
た

｣

も
の
で
あ
る
t
と
さ
れ
る
｡

r(

ウ
メ
′
ソ

他
方
'
悟
性
は
感
官
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
な
い
も
の
を
表
象
し
-
る
能
力
で
あ
り
'
そ
の
対
象
は
可
憩
的
な
る
も
の
'
所
謂
可

想

体

で

イ
ソ

テ
レゲ
ソ
チ
ア

ヲ
チ
オ
ナ
ー

リ
タ
-
ス

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

あ
る
｡
悟
性
は
又

知

性

､
推

理

力

と

も

い

わ

れ

る
.
悟
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
り
は
在

る

通
り
の
事
物
の
表
象
で
あ
る
が
'
こ
の

悟
性
の
使
用
に
は
二
通
り
あ
り
t

l
つ
は
実
質
的
使
用
'
他
は
論
理
的
使
用
と
呼
ば
れ
る
｡
前
者
に
よ
っ
て
､
事
物
乃
至
関
係
の
概
念
'

そ
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
｡
後
者
に
よ
っ
て
'
何
処
か
ら
か
与
え
ら
れ
た
も
の
が
相
互
に
た
だ
従
位
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
'
下
級
の
も
の

は
高
級
の
共
通
的
徴
表
に
従
位
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
り
'
相
互
に
比
較
さ
れ
た
り
す
る
｡
感
性
的
認
識
が
与
え
ら
れ
た
際
に
は
'
悟
性

の
論
理
的
使
用
に
よ
っ
て
'
共
通
的
概
念
た
る
他
の
感
性
的
認
識
に
従
属
さ
せ
ら
れ
'
所
与
の
多
様
は
現
象
の
一
般
的
法
則
の
下
に
従
属

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
-
し
て
も
感
性
的
認
識
は
変
ら
ず
感
性
的
認
識
で
あ
る
｡
悟
性
の
使
用
は
こ
の
二
通
り
あ
る
の
だ
が
､厳
密
な

る
意
味
に
お
け
る
悟
性
概
念
は
実
質
的
使
用
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

形
而
上
学
は
あ
ら
ゆ
る
か
か
る
悟
性
認
識
の
機
関
で
あ
り
'
純
粋
悟
性
使
用
の
第

一
原
理
を
含
む
哲
学
で
あ
る
｡
又
道
徳
上
の
諸
概
念

も
純
粋
悟
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
形
而
上
学
的
原
理
は
経
験
的
で
は
な
く
'
形
而
上
学
的
概
念
も
純

粋
悟
性
の
本
性
そ
の
も
の
に
求
め
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
は

｢
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
諸
法
則
か
ら

(
経
験
を
機
会
に
精
神
の
働
き

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

5

に
豊

息
し
っ
つ
)
抽
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
'
従
っ
て
獲
得
さ
れ
た
概
念
と
し
て
r
求
め
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
｡
そ
れ
ら
の
中
に
'
可
能
性

存
在
性
'
必
然
性
'
実
体
性
'
原
因
性
及
び
之
等
に
相
対
す
る
諸
概
念
等
が
含
ま
れ
る
｡

_1"H一

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

hヽ岬

純
粋
悟
性
に
よ
っ
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
l
般
的
夙
理
は

｢
実
在
た
る
限
り
の
一
切
の
事
物
に
共
通
の
標
準
た
る
可
想
体
の
完
全
性

｣

で
あ
り
'
理
論
的
意
味
で
は
最
高
の
実
在
'
神
を
'
実
践
的
意
味
で
は
道
徳
的
完
全
性
を
意
味
す
る
｡

か
く
て
､純
粋
悟
性
の
対
象
で
あ
っ
ーて
'単
に
直
観
的
認
識
の
法
則
に
服
さ
な
い
だ
け
の
も
の
は
､不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡感
性
的

I..'･,_,.p'.....一L.J
.･｢
.
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能
力
と
悟
性
的
能
力
と
の
間
の
こ
の
不

一
致
は
､
た
だ
精
神
は
悟
性
か
ら
受
頼
っ
た
と
こ
ろ
の
抽
象
的
観
念
を
具
体
的
に
細
く
叙
述
し
た

り
へ
直
観
に
変
え
た
り
で
き
な
い
こ
と
が
屡
々
あ
る
､
と
い
-
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

か
か
る
可
想
界
の
形
相
の
原
理
は
交
互
作
用
の
原
理
で
あ
る
｡
こ
の
原
理
は
､
多
数
の
実
体
が
相
互
に
交
互
作
用
を
な
し
へ
且
つ
天
等

が
所
謂
世
界
な
る
同

一
全
体
に
属
す
る
根
拠
で
あ
る
｡

(
因
果
関
係
は
従
属
関
係
で
あ
り
､
交
互
関
係
で
は
な
い
｡
)
こ
の
原
理
の
内
容

は
物
的
影
響
論

innuxus
physicus
で
あ
る
｡
そ
れ
も
改
良
さ
れ
た
物
的
影
響
論
で
あ
る
｡
即
ち
､
全
体
が
必
然
的
実
体
か
ら
成
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
､
各
必
然
的
実
体
の
間
に
依
属
関
係
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
'
現
に
依
腐
関
係
'
原
因
結
果
の

関
係
は
存
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
故
'実
体
は
偶
然
的
な
る
も
の
で
あ
り
､
世
界
は
そ
の
本
質
上
'純
粋
に
偶
然
的
な
る
も
の
か
ら
成
る
｡

実
体
が
世
界
の
連
結
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る
の
は
､
た
だ
結
果
に
対
す
る
原
因
と
し
て
の
み
で
あ
る
｡
そ
れ
故

｢
世
界

の
原
因

は
世

tl
ン
ス

クイ
ルト
ウ
ア

ー
リ

ス

界
外
の
実

在

で
あ
り
､従
っ
て
世
界
霊
魂
で
は
な
く
'
又
世
界
の
原
因
の
'世
界
に
お
け
る
現
在
性
は
-場
所
的
で
は
な
く
'潜
勢

的

で

あ

る

7

8

n川Hr

｣
｡

然
も
諸
々
の
実
体
は
異
っ
た
も
の
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
く
て
'

｢
一
切
が

一
着
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
｣
｢
何
故
な
ら
､
夫

天
の
実
体
が
多
数
の
必
然
的
な
実
在
を
原
因
と
す
る
な
ら
は
､
そ
の
多
数
の
必
然
的
実
在
同
志
に
は
如
何
な
る
相
互
関
係
も
な
い
の
だ
か

ら
､
か
か
る
多
数
の
実
在
に
も
と
づ
く
諸
実
体
も
又
交
互
関
係
を
も
た
ぬ
で
あ
ろ
う
か
ら
｡
そ
れ
故
､
諸
実
体
の
統

一
性

は

｢
す

べ

て

9

の
実

体

が

.L
者
に
依
属
し
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
d
J

｡
か
く
し
て
建
築
者
に
し
て
創
造
者
た
る
唯

一
の
原
因
が
存
す
る
こ
と
に
な

る
｡以

上
で
､
与
え
ら
れ
た
世
界
か
ら
､
そ
の
す
べ
て
の
部
分
の
唯

一
の
原
因
を
推
諭
し
た

の
だ

が
へ

逆

に
､

｢
す
べ
て
に
と
っ
て
共
通

の
与
え
ら
れ
た
原
因
か
ら
そ
れ
ら
相
互
間
の
連
続
を
､
従
っ
て
世
界
の
形
相
を
論
証
す
る
こ
と
も
亦
同
様
に
妥
当
で
あ
り
う
る
と
す
る
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
.ヽ

ら
は
､
諸
々
の
実
体
は
偶
然
的
で
は
な
く
､

一
切
は
共
通
の
原
理
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
と
い
-
こ
と
の
故
に
'
そ
の
連
結
は
必
然
的
で

あ
ろ
-
｡
従
っ
て
へ
そ
れ
ら
実
体
の
単
な
る
自
存
性
に
由
来
す
る
調
和
も
共
通
の
原
因
に
基
く
も
の
と
し
て
共
通
の
規
則
に
よ
っ
て
生
ず

TI.･j
_1→tたぎ

丁ヽ･事

1.]子
.才
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淵瑠
月
璃

適

確
1相月

欄
欄
虞
膚

る
で
あ
㌢

｣
.Ⅶ
と
推
論
し
う
る
｡
然
し
こ
れ
は
前
と
等
し
い
透
徹
さ
を
も
っ
と
は
思
わ
れ
な
い
と
告
白
す
る
｡
か
く
の
如
義

和
は

｣,

ヽ
ヽ

股
的
に
確
定
さ
れ
た
調
和
で
あ
り
'実
体
の
或
る
任
意
の
個
別
的
な
状
態
が
､他
の
実
体
の
状
態
に
適
応
さ
せ
ら
れ
る
限
り
で
起
る
調
和
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

特
殊
的
に
確
定
さ
れ
た
調
和
で
あ
る
｡
か
く
て
宇
宙
の
諸
々
の
実
体
の
す
べ
て
の
交
互
作
用
は
外
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
物
的
影

響
に
よ
っ
て

一
般
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
か
'
又
は
そ
れ
ら
の
実
体
の
夫
々
の
状
態
に
個
別
に
呼
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
の
何
れ
か
で
あ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

る
｡
更
に
後
者
は
､
各
実
体
の
第

一
構
成
条
件
た
る
も
の
に
よ
っ
て
板
源
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
'
さ
も
な
け
れ
ば
'
何
か
任
意

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
変
化
を
梯
会
に
し
て
そ
の
度
毎
に
行
わ
れ
る
か
で
あ
る
｡
第

一
の
者
は
予
定
調
和
説
'
第
二
は
機
会
原
因
論
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
物
的

影
響
に
よ
る
説
明
は
､
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
が
'
十
分
に
首
肯
し
-
る
も
の
で
あ
る
｡
更
に
､確
実
性
の
限
界
を
越
え
て
歩
み
を
進
め
る

時
'
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
y
ユ
M

alebranche
に
今

一
歩
の
地
点
に
至
る
｡
即
ち
'
人
間
の
精
神
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
共
に

｢
唯

一
な

細

る
者
の
'
同

一
な
る
無
限
の
力
｣

に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
限
り
で
の
み
'
外
物
か
ら
触
発
さ
れ
､
且
つ
そ
の
限
り
で
の
み
世
界
は
人
間

精
神
に
無
限
の
展
望
を
許
す
｡
空
間
は
万
物
共
在
の
普
遍
的
必
然
的
制
約
の
感
性
的
に
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
'
そ
の
中
に
万
物
が
あ

り
'
持
続
す
る
も
の
と
し
て
の
時
間
は
､
現
象
に
お
け
る

一
般
的
原
因
の
永
遠
性
な
の
で
あ
る
｡

註
､

山第
四
節
､
Ⅱ
､
四
〇
九

物
S
に同
じ

㈱第
1
四
節
､
Ⅱ
､
四
1
六

仙第
1
五
節
､
同
､
四
二
二

㈲
第
八
節
'
同
､
四
二

㈱
第
九
節
､
同
､
四
1
二

e
第
一
九
節
､
同
､
四
二
四

㈱
第
二
〇
節
､
同
､
四
二
四

㈱
㈱
に
同
じ

㈹第
二
二
節
､
同
､
四
二
五

的第
二
二
節
､
備
考
'
同
､
四
二
六
､

■ヽ

三

'

以
上
カ
y
･L
の
論
旨
を
整
理
し
て
み
た
の
だ
が
､
今
我
々
に
と
っ
て
の
論
点
を
示
す
と
次
の
如
く
で
あ
る
｡
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○
感
性
的
表
象
の
形
相
は
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
法
則
に
外
な
ら
ぬ
t
と
い
-
点
｡

○
可
感
界
の
形
相
の
原
理
た
る
時
間
､
空
間
の
概
念
は
､
獲
得
さ
れ
た
概
念
と
い
わ
れ
る
に
も
拘
ら
ず
､
精
神
の
働
き
か
ら
､
直
観
的

認
識
の
不
変
な
類
型
の
如
き
も
の
と
し
て
抽
出
さ
れ
た
t
と
い
わ
れ
る
所
に
陵
昧
さ
が
残
る
こ
と
｡

○
感
性
的
表
象
を
悟
性
の
論
理
的
使
用
に
よ
っ
て
比
較
し
､

一
般
的
な
法
則
の
下
に
従
属
さ
せ
る
と
い
-
､
そ
の
可
能
性
の
板
拠
は
問

わ
れ
て
い
な
い
｡

､

○
厳
密
な
る
意
味
に
お
け
る
皆
性
概
念
は
､
実
質
的
使
用
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
と
し
､
か
か
る
使
用
に
よ
っ
て
事
物
そ
の
も
の
又
は

関
係
の
概
念
そ
の
も
の
が
与
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
｡
か
か
る
悟
性
と
事
物
自
体
と
の
関
連
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
は
示
さ
れ
な
い
と
い

う
占
州｡

○
形
而
上
学
の
諸
概
念
は
'
生
臭
的
で
は
な
く
'
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
諸
法
則
か
ら

(
経
験
を
機
会
に
精
神
の
働
き
に
注
意
し
っ

つ
)
抽
出
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
が
､
こ
ゝ

に
あ
る
陵
昧
さ
｡

○
純
粋
悟
性
に
よ
っ
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る

一
般
的
原
理
は
可
想
体
の
完
全
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
'
か
か
る
悟
性
は
神
的
ヌ
ー

ス

n
ous
の
類
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

○
可
想
界
の
形
相
の
原
理
た
る
交
互
作
用
の
原
理
を
'
改
良
さ
れ
た
物
的
影
響
論
に
よ
っ
て
説
明
し
'
証
明
は
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
が

と
条
件
を
つ
け
乍
ら
､
す
べ
て
の
実
体
が

一
者
に
依
属
し
て
い
る
事
を
推
論
す
る
｡
そ
れ
が
更
に
'
唯

一
者
の
無
限
の
力
に
よ
っ
て
'
人

▲

間
精
神
を
含
む
す
べ
て
は
保
持
さ
れ
る
と
い
う
マ
ー

ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
塩
め
て
近
い
見
解
と
な
る
点
｡

之
を
更
に
次
の
如
く
要
約
し
-
る
で
あ
ろ
-
0

感
性
的
表
象
の
形
相
及
び
可
感
界
の
形
相
の
原
理
た
る
時
間
､
空
間
の
概
念
は
生
臭
的
で
は
な
く
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
法
則
及
び

そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
全
く
同
様
に
､
形
而
上
学
の
諸
概
念
も
生
臭
的
で
は
な
い
｡
か
く
い
わ
れ
る
生
臭
性
の
概
念
の
陵



■'-▲言..Ill/A::p- ~､∴.･:T.こLT●TYI
I碧

ノ

･

,;

十
う

つ
摺

J
T

GH

LZ

_:_,:7:

昧
さ
の
問
題
を
挙
げ
-
る
｡
こ
れ
は
'

一
方
で

｢
先
天
性
｣

へ
の
傾
斜
を
示
し
な
が
ら
'
反
面
伝
統
的
な
神
学
的
形
而
上
学
の
色
彩
も
淡

く
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡
更
に
主
観
的
な
る
時
間
､
空
間
の
概
念
が
如
何
に
し
て
可
感
界
の
形
相
の
原
理
と
い
-
客
観
性
を
持
ち

-
る
の
か
'
又
純
粋
悟
性
の
概
念
が
何
故
に
事
物
自
体
と
関
連
し
-
る
の
か
t
と
い
-
事
の
根
拠
が
示
さ
れ
ず
'
先
験
的
統
覚
の
問
題
は

気
づ
か
れ
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
､
依
然
と
し
て
予
定
調
和
的
独
断
論
の
中
に
安
ら

っ
て
い
る
か
に
見
え
る
と
い
-
問
題
が
あ
る
｡
こ
れ

は
'
改
良
さ
れ
た
物
的
影
響
論
が
い
わ
れ
る
事
に
か
か
わ
っ
て
く
る
｡

四
'

)1

こ
こ
に
､
ま
づ
武
田
信

一
氏
か
如
き
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
-
.
即
ち
次
の
如
く
で
あ
る
O
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
'

後
出
の
'唯

一
者
の
カ
に
よ
っ
て
我
々
の
精
神
に
法
則
が
植
え
つ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
､
又
か
か
る
予
想
に
立

っ
て
い
る
が
故
に
こ
そ

時
間
､空
間
の
概
念
が
感
性
的
な
る
も
の
に
関
す
る
学
を
構
成
す
る
こ
と
も
､純
粋
悟
性
概
念
が
物
そ
の
も
の
と

一
致
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
先
験
的
統
覚
の
機
能
は
'
こ
こ
で
は
共
通
の
超
越
的
原
因
に
帰
さ
れ
､
物

"
u
2

と
我
と
の
間
に
予
定
調
和
が
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

こ
の

｢
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
-
･･･｣
に
つ
い
て
カ
ツ
シ
ー
ラ
ー
は
若
干
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
｡
即
ち
'彼
も
時
間
､
空
間
の
概

㈱

念
と
純
粋
悟
性
概
念
と
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
生
具
観
念
に
近
い
こ
と
は
認
め
る

の

だ
が
､
こ
こ
で
は
生
具
的
概
念
か
､替
得
さ
れ
た
概
念
か

と
い
-
点
が
問
題
な
の
で
は
な
く
､
｢
精
神
の
根
源
的
法
則

(
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
法
則
)
｣
が
問
題
な
の
で
あ
り
'
カ
ン
･L
は
こ
こ

で
生
臭
的
概
念
の
問
題
を
ま
だ
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
を
撃

た
て
は
い
な
い
が
'
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
基
想
に
対
し
て
新
し
い
注
目
す
べ
き
表
現
を

刻
み
つ
け
､
そ
の
合
意
す
る
所
と
､
そ
の
決
定
的
な
態
度
に
お
い
て
'
先
天
性
の
問
題
を
尖
鋭
化
し
'
深
化
す
る
道
を
開
Y
の
で
あ
る
t

MHrHH一
4

と
解
す

る

｡
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七
三
年
二
月
二
一
日
附
マ
ル
ク
ス
･
ヘ
ル
ツ

M

arkn
S･H
er2;
宛
書
翰
に
お
い
て
カ
ン
･L
は
｢
純
粋
悟
性
概
念
は
感
官
の
感
覚
か
ら
抽
象

ゼ
-

レ

さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
り
､
或
は
感
官
に
よ
る
表
象
の
受
容
を
意
味
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
｡
却

っ
て
そ
れ
は
心

性

の
本
性
に
そ
の
起
源
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'だ
か
ら
と
い
っ
て
客
観
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
か
'或
は
客
観
そ

の
も
の
を
産
出
す
る
と
い
-
意
味
で
は
な
い
｡
私
は
就
任
論
文
で
は
知
性
的
表
象
の
本
性
を
単
に
消
極
的
に
言
表
わ
す
に
と
ど

め

て
お

い
た
｡
即
ち
か
く
の
如
き

表
象

は
対

象
に
よ
る
心
の
変
様
で
は
な
い
と
い
っ
た
｡
然
し
そ
-
で
な
い
と
す
れ
ば
､
対
象
に
よ
っ
て
何
等

か
の
仕
方
で
触
発
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
'然
も
対
象
に
関
係
す
る
よ
-
な
表
象
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
､
と
い
-
問
題
に
は
遂
に
吉

)5

及
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た

｣

'

と
述
べ
､
更
に
プ
ラ
･L
I
y
'
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
超
自
然
的
影
響
説

in
ftuxus
hyp
erphysicus

ア
イ

y
ゲ

ブ
フ
ラ

ツ
テ

に
言
及
す
る
と
共
に
T
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス

C
rusius
は
戒
壇
の
植

え

つ

け

ら

れ

た

判
断
の
規
則
と
'
神
が
事
物
と
調
和
せ
し
め
ん
が
為

に

)丘U

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

そ
-
あ
ら
ね
は
な
ら
ぬ
よ
-
堅
剛
以
て
人
間
の
心
性
に
植
え
つ
け
て
お
い
た
所
の
概
念
J
J
v

｣

に
つ
い
て
述
べ
た
の
だ
が
'之
は
｢
知
的
予
克

ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

調
和
説
｣

(h
a
r
m
onia
P
raesta
bilia
inte
llectuale)
と
呼
ば
れ
ぅ
る
も
の
で
あ
り
､
か
か
る

｢
機
械
仕
掛
の
神
は
我
々
の
認
識
の

)7

起
源
及
び
そ
の
妥
当
性
を
規
定
す
る
際
に
､
凡
そ
我
々
の
選
び
-
る
も
の
の
中
で
最
も
不
合
理
塩
ま
る
も
の
で
あ
る
-
-

｢

｣
と
結
論
し

て
い
る
｡

か
く
て
我
々
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
と
共
に
､
生
得
的
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
､
精
神
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
法
則
'
或
は
精
神
の
本
性
か

ら
確
乎
た
る
法
則
に
従

っ
て
'
と
表
現
さ
れ
た
も
の
が
､
七
二
年
に

｢
心
性
の
本
性
に
そ
の
起
源
を
も
つ
｣
と
さ
れ
､
先
験
的
洪
鰐
の
間

琴
に
迄
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
よ
う
｡
然
し
七
〇
年
の
カ
ン
ト
は
猶
､
今
述
べ
た
ク
ル
ー
'.h
ウ
ス
に
近
い
所
に
あ
る
｡
即
ち

カ
ン
･1
の
形
而
上
学
的
立
場
は
､
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
近
い
物
的
影
響
論
と
い
-
独
断
論
的
な
も
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
特
に
時
間
､
空

間
の
概
念
に
関
し
て
は
先
天
性
の
究
明
へ
の
慣
斜
が
判
然
と
し
て
お
り
､
先
験
的
感
性
論
の
原
型
が
得
ら
れ
た
と
い
う
点
､
独
自
な
も
の

8

と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
¶

L/t■･.定.､.1 ∴
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濁棚欄腰
潤闇題
濁
竃
周

我
々
の
問
題
た
る
目
的
論
的
世
界
観
と
い
-
点
に
関
し
て
は
'先
に
も
述
べ
た
様
に
従
来
の
思
索
の
集
大
成
'整
合
化
で
あ
る
と
同
時
に

宇
宙
論
的
二
律
背
反
の
自
覚
と
'
感
性
批
判
の
萱
位
を
も
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
'
新
た
な
先
験
哲
学
的
乃
至
批
判
哲
学
的
展
開

へ

の道
を

予
示
す
る
位
置
に
あ
る
と
い
え
よ
-
｡
そ
の
意
味
で
は
'
こ
こ
で
始
め
て
目
的
論
的
世
界
観
と
機
械
論
的
自
然
像
と
の
素
朴
に
し
て
直
接

的
な
結
合
は
原
理
に
基
い
て
批
判
さ
れ
-
る
こ
･と
に
な

っ
た
と
い
え
る
｡
可
能
な
る
地
平
は
開
か
れ
た
の
だ
が
'
カ
ン
ト
は

｢
万
物
の
共

9

通
原
因
｣
た
る
根
源
的
唯

1
着
に
基
づ
く
世
界
の
構
想
を
手
離
そ
-
と
は
し
て
い
な
川
｡
猶
'
か
か
る
世
界
を
構
想
し
-
る
プ
ラ
ト
ー
ン

㈹

的
'
新
プ
ラ
ト
ー
ン
的
'
ヌ
ー
ス
は
如
何
に
し
て
人
間
的
悟
性
乃
至
理
性
に
転
じ
う
る
の
.か
は
困
難
塩
ま
る
問
題
で
あ
ろ
う
｡

註
t

U岩
波
版
カ
ン
ト
著
作
集
'
第

一
二
巻
'
カ
ン
ト
の
該
論
文
解
説
t

T
四
百
以
下
'

物
cf.
Paul
M
enzer,
K
an

ts
Le
hre
v
o
n

der
E
ntw
icklun
g

in
N
atur
un
d
G
eschichte,S･159I

後
に
カ
ン
ト
は
先
験
的
統
覚
の
梶
原

的
な
綜
合
統

1
の
中
に
基
礎
づ
け
を
見
出
し
た
の
だ
が

'
こ

こ
で
は

'
神
に
由
来
せ
し
め
'
そ
の
根
拠
の
上
に
の
み
宇
宙
の
合
法
則
的
統

一
性

を
証
し
う
る
と
信
じ
て
い
た
｡

㈱
C
q
s
s
ir
er,K
an
ts
Le
ben
u
.L
d
tre,s
L
O1
仙
C

assirer,
前
掲
書

二

〇
百

㈲
K
an
t,ES･
1
〇
三
頁
以
下

㈱
同
t

l
〇
四
百
t

e
同
'

1
〇
五
百

㈱
R
ie
hl,前
掲
書
｡
六
〇
年
代
以
後
で
最
も
独
断
論
的
で
あ
る

(三
四
四
百
)
'
と
い
う
が
'
独
断
論
へ
の
復
帰
で
は
な
く
'
以
前
の
探
究
の
必

然
的

な整
合
化
で
あ
-
'
批
判
前
期
と
批
判
期
と
の
中
間
の
位
置
を
占
め
る

(三
四
七
百
)
t
と
括
論
す
る
｡

㈱
cf.W
.
E
rn
st-
D
er
Zwe
c
k
b
e
g
r
iff
bei
K
an
t
un
d
sein
V
erh
Hltn
is
2;
u

den
K
a･teg
orien.1909
.S,
4

,

｢す
べ
て
の
事
物
が
整
然
と
互

に
作
用
し
あ
う
点
や

'
相
互
に
協
力
し
あ
う
点
は

'
存
在
の
根
源
か
ら
区
別
さ
れ
る
所
の
目
的
を
立
て
る
悟
性
か
ら
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く

て
'
全
存
在
は

一
般
に
神
的
悟
性
の
中
に
共
通
の
根
源
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら

説
明
さ
れ
る
｡
｣

エ
ル
ン
ス
ト
は

マ
ー
ル
プ
ラ
ン
シ

ュ
に
近
い
所
に
カ
ン
ト
は
あ
る
と
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

仙H
･H
eim
so
e
th
は
弟
分
特
席
な
観
点
か
ら
と
い
え
る
が
'
該
論
文
の
カ
ン
ト
の
悟
性
に
関
し
て

｢神
秘
的
直
観
｣
乃
至

｢知
的
層
撃

と
評
す

る
cf.
K
an
T
Stud
iezw
.
巴
.29.a
.
)2Sf
.123.
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