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カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
む
け
る
演
鐸
の
構
造

藤

原

武

演
揮
概
念
の
定
義

カ
ン
ト
が
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
(
以
下
『
第
一
批
判
』
と
略
す
)
超
越
論
的
演
擦
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
し

て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
法
学
者
は
権
能
と
越
権
を
云
々
す
る
と
き
、
訴
訟
に
お
け
る
何
が
適
法
か

2
E仏
]
口
氏
印
)

と
い
う
聞
い
を
、
事
実
が
関
わ
っ
て
来
る
問
い

2
ε
a
P
2
C
か
ら
区
別
す
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
こ
れ
ら
ニ
つ
の
証
明
を
求
め
る
と

き
第
一
の
証
明
A
9
な
わ
ち
権
能
や
権
利
能
力
を
述
べ
る
証
明
を
演
緯
と
名
付
け
る
。
」
(
旨
十
回
同
司

現
代
の
読
者
は
、
演
鰐
と
い
え
ば
大
前
堤
か
ら
小
前
堤
へ
、
そ
し
て
最
後
に
帰
結
へ
と
至
る
三
段
論
法
的
推
論
の
こ
と
を
真
っ
先
に

考
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
言
う
演
鰐
が
論
理
学
の
用
語
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
法
学
の
用
語
だ
っ
た
こ
と
は

先
の
引
用
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
相
違
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
く
、
あ
く
ま
で
現
代
の
観
点
か
ら
超
越
論
的
演
鰐
を
正
当

15 

化
の
論
証
で
あ
る
と
み
な
し
、
そ
の
基
準
に
従
っ
て
こ
の
演
鰐
の
正
当
性
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
研
究
者
が
多
い
。
殊
に
英
米
系
の
研
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究
者
に
は
、

一
九
六
六
年
に

p
-
F
-
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
」
宮
切

g
E目。
3
2
b
~
を
公
に
し
て
以
来
、
超
越
論
的
演
縛
の
論
証

過
程
を
純
粋
に
論
理
的
観
点
か
ら
吟
味
し
よ
う
と
試
み
る
者
が
多
く
な
っ
て
来
た
。
こ
の
書
の
中
で
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
ヵ
ン
ト
の

錯
綜
し
た
論
述
を
整
然
と
し
た
証
明
過
程
に
再
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
一
種
の
メ
タ
議
論
で
あ
り
、

一
般
に
「
超
越
論
的
論
証

守
山
口
由
。
。
ロ
色
。
ロ
片
山
-ω
『ぬ
Z
H
H
H

何
回
忌
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

超
越
論
的
論
証
と
い
う
方
法
の
根
底
に
、

い
わ
ゆ
る
分
析
哲
学
的
論
理
主
義
へ
の
依
拠
の
態
度
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
た
だ
し
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
自
身
は
、
同
書
の
中
で
、
超
越
論
的
演
緯
の
叙
述
に
、
正
当
化
の
論
証
に
遷
元
し
き
れ
な
い
「
説
明
」

的
な
部
分
の
あ
る
こ
と
を
否
応
無
し
に
認
め
て
い
る
。
以
後
、
超
越
論
的
演
鰐
の
研
究
は
、

そ
の
中
心
議
論
が
「
証
明
凶
命
者
。

F

同
)
円
。
。
ど
に
あ
る
の
か
「
説
明
開
再
】
川
町
ロ
ロ
柄
小
め
ど
)
目
印
ロ
丘
町
。
ロ
」
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
英
米
で
は
分
析
営
学
の
隆
盛
に
よ
り
正
当
化
の
証
明
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
優
勢
で
あ
る
。
そ
し
て
結
論

的
に
は
、
カ
ン
ト
の
論
証
は
破
綻
し
て
い
る
、
さ
な
く
と
も
経
験
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
循
環
論
証
に
陥
っ

て
い
る
、
と
論
評
し
て
終
わ
る
ケ
イ
ス
が
非
常
に
多
い
。

そ
の
中
に
あ
っ
て

D
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
の
研
究
は
画
期
的
で
あ
っ
た
。
彼
の
研
究
は
当
時
の
法
廷
裁
判
の
実
地
の
調
査
に
及
ぶ
。
そ
の

結
果
、
演
緯
と
は
粉
糾
し
た
訴
訟
の
簡
潔
な
要
約
的
説
明
を
白
的
と
し
て
書
か
れ
た
「
演
鐸
書
ロ
包
己
主
。
口
出
国
各
同
日
常

g」
に
通
じ

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
演
鰐
書
に
よ
っ
て
訴
訟
が
直
ち
に
事
実
的
解
決
へ
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
当
該
事
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
な
ん
で
あ
る
か
、
と
い
う
法
的
権
利
の
問
題
を
閏
明
す
る
。
こ
れ
は
事
実
的
係

争
の
中
か
ら
は
決
し
て
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
演
鰐
書
の
内
容
は
論
理
的
な
推
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
き
わ
め
て
説
明
的
で
あ
る
。
し
か
し
、



そ
れ
は
事
実
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
手
続
き
で
は
な
い
。
法
の
権
利
問
題
に
遡
及
し
て
そ
こ
か
ら
事
実
的
係
争
へ
の
法
の
適
用
の
正
当

性
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
演
緯
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
み
正
当
化
の
過
程
と
称
さ
れ
得
る
。

『
第
一
批
判
』
の
演
絡
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
根
源
的

l
超
越
論
的
統
覚
に
よ
っ
て
正
当
化
す

る
過
程
で
あ
る
。
た
だ
し
統
覚
そ
の
も
の
の
正
当
性
は
論
証
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
統

覚
は
そ
れ
以
上
に
正
当
化
の
原
理
を
も
た
な
い
最
高
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
。

カント実践哲学における演縛の構造

演
緯
は
原
理
か
ら
の
論
証
だ
け
で
な
く
、
原
理
そ
の
も
の
の
説
明
に
も
及
ぶ
過
程
と
し
て
通
常
よ
り
も
広
義
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
厳
密
さ
を
欠
く
の
で
は
な
く
、
問
題
の
最
深
部
を
探
る
過
程
と
し
て
、

「
批
判
」
の
中
で
も
最
も
「
批
判
的

な
」
部
分
な
の
で
あ
る
。

自
由
の
演
緯

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』

(
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
す
)
の
演
絡
と
『
実
践
理
性
批
判
』

ハ
以
下
『
第
二
批
判
』
と
略
す
)

の
演
緯
は
、

一
見
、
正
反
対
の
論
証
過
程
を
持
つ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
『
基
礎
づ
け
』
は
、
自
由
に
よ
っ
て
自
律
の
原
理

を
演
躍
し
、
後
者
『
第
二
批
判
』
は
、
自
律
の
原
理
に
よ
っ
て
自
由
を
演
縛
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

第

二
批
判
』
の
見
地
に
立
て
ば
、
純
粋
理
性
に
と
っ
て
自
明
で
か
つ
遡
及
不
可
能
な
演
緯
の
究
極
的
原
理
と
は
、

「
理
性
の
事
実
」
と
し

て
の
道
徳
法
則
、
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
自
律
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

〈

4
)

程
は
「
逆
立
ち
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
一
方
的
に
切
り
捨
て
ら
れ
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

『
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
演
緯
の
論
証
過

17 

と
こ
ろ
で
こ
の
論
難
は
、
潰
緯
と
は
「
正
当
化
」
の
論
証
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
自
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身
、
演
緯
を
正
当
化
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
の
正
当
化
と
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
大
前

堤
か
ら
小
前
堤
、
そ
し
て
最
後
に
帰
結
に
至
る
と
い
う
直
線
的
に
進
む
論
理
的
演
縛
の
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
。も

し
、
仮
に
演
揮
を
そ
の
よ
う
な
狭
い
意
味
に
限
る
な
ら
、

『
第
二
批
判
』
の
演
揮
で
す
ら
も
破
綻
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
究
極
的
原
理
し
て
の
道
徳
法
則
は
理
性
の
「
事
実
」
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
も
は
や
そ
れ
以
上

の
正
当
化
を
必
要
と
し
な
い
、
と
断
言
さ
れ
て
い
る
(
阿
国
・
∞

3
0
こ
れ
は
い
か
に
も
正
当
化
の
規
則
に
違
反
し
た
発
言
の
よ
う
に
受

け
取
ら
れ
る
。
元
来
事
実
と
は
正
当
化
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
正
当
化
の
根
拠
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
今
述
べ
た
こ
と
と
は
一
見
食
い
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、

カ
ン
ト
は
、
同
書
の
序
の
有
名
な
註

の
中
で
、

「
自
由
は
確
か
に
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠

(
E
t
O
2
2ロ
【
出
)
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠

(同国立。

g
mロ
。
印
の
ぬ
ロ
門
出
)
で
あ
る
」
(
関
口
-
P
K
F
ロ
B
・
)
と
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
両
根
拠
は
全
然
異
な
っ
た
身
分
と
場
所
を
も
っ
。

し
か
し
、

「
正
当
化
」
の
直
線
的
論
証
を
要
求
す
る
立
場
か
ら
は
、
否
応
な
く
そ
れ
は
循
環
論
証
の
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、

「
正
当
化
」
を
論
理
学
的
な
意
味
で
の
み
理
解
す
る
な
ら
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
演
揮
は
全
体
と
し
て
失
敗

に
終
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
極
め
て
否
定
的
な
結
論
し
か
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
演
緯
の
な
い
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
超
越

論
的
自
由
の
否
定
と
自
律
の
原
理
の
世
俗
化
と
を
招
く
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
「
理
性
批
判
」
と
し
て
の
機
能
を

完
全
に
鈍
ら
せ
て
し
ま
う
議
論
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、

「
演
縛
」
は
、
原
理
か
ら
の
正
当
化
の
「
論
証
」
に
加
え
、
訴
訟
に
お
け
る
「
演
鰐
書
」
の

よ
う
な
手
短
か
で
明
証
的
な
「
説
明
」
を
当
の
原
理
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。



『
第
一
批
判
』
の
超
越
論
的
演
緯
を
超
越
論
的
論
証
と
い
う
メ
タ
議
論
に
よ
っ
て
分
析
し
て
い
く
研
究
か
ら
、
上
の
よ
う
な
広
く
か

つ
妥
当
な
意
味
で
の
演
緯
概
念
は
得
ら
れ
た
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
演
緯
が
循
環
論
証
で
あ
る
と
い
う
非
難
に
対
す
る
弁
明
を
用
意
す

る
も
の
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
。

『
第
二
批
判
』
も
循
環
論
証
に
陥
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
『
第
二
批
判
』
の
超
越
論

的
演
鰐
、
さ
ら
に
は
可
基
礎
づ
け
』
の
演
緯
的
議
論
も
、
こ
の
広
く
解
さ
れ
た
演
緯
概
念
の
採
用
に
よ
っ
て
自
ら
の
正
当
性
を
保
証
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
鍵
に
な
る
の
は
、
原
理
か
ら
の
正
当
化
の
「
論
証
」
の
過
程
で
は
な
く
、
当
の
原
理
自
体
が
い
か

カント実践哲学における演縛の構造

に
し
て
「
説
明
」
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
説
明
は
そ
れ
自
体
正
当
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る。

『
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
演
緯

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
演
揮
は
、
自
由
を
め
ぐ
る
演
緯
と
い
う
こ
と
で
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
。
そ
の
必
然
性
は
、
既
に

『
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
演
鰐
の
際
に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
端
的
に
善
で
あ
る
意
志
と
は
、
そ
の
格
律
を
つ
ね
に
そ
れ
自

身
普
遍
的
法
則
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
意
志
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
、
定
言
命
法
の
変

形
命
題
が
綜
合
命
題
で
あ
る
と
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
場
面
で
あ
る
(
の
円
・
主
ヴ
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
命
題
の
前
半
部
分
「
端
的
に
善

で
あ
る
意
志
」
と
い
う
概
念
を
い
く
ら
分
析
し
て
み
て
も
、
後
半
部
分
、
こ
の
同
じ
意
志
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
を
も
っ
と
い
う
特
性

は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
綜
合
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
は
経
験
的
命
題
で
は
な
い
。

一
般
に
経
験
的

命
題
は
普
遍
性
に
関
す
る
命
題
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
命
題
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
命
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

19 

ぃ
。
カ
ン
ト
は
こ
の
二
つ
の
要
求
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
自
由
の
理
念
を
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
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ま
ず
カ
ン
ト
は
意
志
の
自
由
を
消
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由
と
に
分
け
る
(
の
円
・
主
。
)
。
前
者
は
、
意
志
が
外
的
な
原
因
性
、

つ
ま

り
他
律
と
し
て
の
自
然
必
然
性
に
関
わ
り
な
く
作
用
し
う
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
意
志
は
経
験
的
格
律
に
よ

っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
意
志
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
自
由
な
の
で
あ
る
。
次
に
後
者
、

つ
ま

り
積
極
的
自
由
は
意
志
の
自
由
が
先
の
綜
合
命
題
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
こ
の
自
由
は
、
意
志
は
己
れ
の
格

律
を
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
他
律
か
ら
独
立
に
確
立
し
う
る
、
と
い
う
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
自
分
が
自
分
の
行
為
の
原
因
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
原
因
性
の
概
念
は
必
然
的
に
法
則
の
概
念
を
伴
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
積
極
的
自
由
と
は
、
そ
の
よ

う
な
自
由
の
も
と
で
行
為
L
う
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
法
則
を
立
て
、
そ
れ
を
自
ら
の
行
為
の
格
律
に
す
る
こ
と

を
彼
ら
に
対
し
て
可
能
に
す
る
前
堤
条
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
自
由
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
お
よ
び
普
遍
性
が
説
明
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
自
由
に
よ
り
先
の
命
題
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
命
題
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
う
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
意
志
の
積
極
的
自
由
と
は
、
意
志
が
自
律
的
意
志
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
逆
に
言
う
な
ら
、
自
己

立
法
的
意
志
ゆ
え
に
意
志
は
自
由
な
の
だ
。
す
る
と
ま
さ
に
こ
の
普
遍
的
道
徳
法
則
の
自
己
立
法
に
関
す
る
命
題
を
、
単
な
る
善
意
志

か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
自
由
の
概
念
か
ら
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
た
試
み
は
、
全
く
の
循
環
論
証
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。カ

ン
ト
自
身
は
、
自
由
の
理
念
は
自
律
の
原
理
と
不
可
分
で
あ
り
、
そ
し
て
自
律
の
原
理
は
普
遍
的
道
徳
法
則
と
こ
れ
ま
た
不
可
分

で
あ
る
、
と
だ
け
述
べ
て
い
る
(
の
円
・
お
N
〉
。
け
れ
ど
も
こ
の
「
不
可
分
」
な
る
語
は
、

「
同
一
」
と
ど
う
異
な
る
の
か
。
も
し
ま
た

そ
れ
ら
の
区
別
を
辛
う
じ
て
容
認
す
る
と
し
て
も
、
ベ
イ
ト
ン
が
、

『
第
二
批
判
』
に
立
脚
し
て
述
べ
た
批
判
、
す
な
わ
ち
、
も
し
自

由
と
道
徳
的
自
律
の
理
念
が
実
際
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
推
論
の
方
向
は
自
由
か
ら
自
律
へ
で
は
な
く
自
律
か
ら
自
由
へ
で
あ
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る
、
と
い
う
批
判
が
な
お
有
効
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
道
徳
性
は
、
何
ら
道
徳
的
考
察
を
考
膚
す
る
こ
と
な
し
に
確
立
せ
ら
れ

た
自
由
の
非
道
徳
的
概
念
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
う
る
、
と
考
え
る
な
ら
(
カ
ソ
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
で
こ
う
考
え
た
か
も
し
れ
な
い
)

ハ
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そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
」

し
か
し
、
ベ
イ
ト
ン
の
批
判
は
明
ら
か
に
、
演
緯
と
は
正
当
化
の
論
証
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
論
証
は
一
直
線
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、

カ
ン
ト
自
身
が
周
到
な
反
証
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
カ
ン

カント実践哲学における演緯の構造

ト
に
よ
れ
ば
、
確
か
に
「
わ
れ
わ
れ
は
自
由
か
ら
自
律
を
推
論
し
、
さ
ら
に
自
律
か
ら
道
徳
法
則
を
推
論
し
た
さ
い
、
こ
の
推
論
に
循

環
論
証
が
潜
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
嫌
疑
を
抱
い
た
」
(
の
円
・
品
ω
〉
。
自
由
は
道
徳
法
則
の
た
め
の
根
拠
と
し
て
要
求
さ
れ
た
け
れ
ど

も
、
当
の
自
由
の
さ
ら
な
る
正
当
化
は
な
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
道
徳
法
則
を
「
証
明
さ
れ
得
る
命
題
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
」
(
ぬ
ぴ
仏
・
)
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
嫌
疑
は
次
の
よ
う
に
し
て
晴
ら
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
を

自
由
だ
と
考
え
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
悟
性
界
の
成
員
と
し
て
身
を
置
き
換
え
、
意
志
の
自
律
を
、
そ
の
帰
結
た
る
道
徳
性
と
と
も
に

認
識
す
る
」
(
め
U
仏
・
)
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

つ
ま
り
自
由
の
さ
ら
な
る
根
拠
と
し
て
悟
性
界
な
い
し
叡
知
界
の
存
在
を
前
提
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
む

し
ろ
、

一
個
の
説
明
に
終
始
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
は
も
は
や

カ
シ
ト
の
こ
の
論
述
は
論
証
で
は
な
く
、

叡
知
界
の
さ
ら
な
る
根
拠
を
追
求
せ
ず
、
些
か
内
面
主
義
的
な
省
察
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
や
り
方
は
到
底
論
証
と
は
言
い
が
た
い
。

け
れ
ど
も
カ
ン
ト
自
身
叡
知
界
へ
の
遡
及
を
「
正
当
化
」
で
あ
る
と
か
「
推
論
」
で
あ
る
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
は
一
度
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
彼
は
、
叡
知
界
へ
の
言
及
に
よ
っ

21 

て
循
環
論
証
の
危
険
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
が
論
証
的
推
論
よ
り
も
原
理
の
非
論
証
的
説
明
を
上
位
に
置
い
て
い
る
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こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
の
叙
述
を
総
称
し
て
「
演
緯
」
と
確
か
に
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
(
の
円
・
白
ウ
。

四

『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
演
縛

演
緯
概
念
を
広
い
意
味
で
理
解
す
る
な
ら
、
『
第
二
批
判
』
の
演
縛
は
、

一
般
に
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
『
基
礎
づ
け
』
の
演
揮
と
、
構

造
的
に
大
き
な
食
い
違
い
を
来
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
、

『
第
二
批
判
』
演
絡
で
は
、
道
徳
法
則
の
新
た
な
規

定
と
し
て
「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
厄
介
な
言
い
回
し
が
導
入
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
、
確
か
に
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
原
理
に
し
て
白

由
の
能
力
を
演
縛
す
る
、
と
官
一
苦
悶
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
重
な
っ
て
、

「
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
よ
う
な
自
由
の
道
徳
法
則
に

対
す
る
優
位
が
崩
れ
去
り
、

一
転
し
て
道
徳
法
則
の
自
由
に
対
す
る
優
位
が
主
張
さ
れ
始
め
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
事
態
は
そ
ん
な
に
単
純
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
も
っ
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

『
第
二
批
判
』
に
お
け
る
演
鐸
の
議
論
「
純
粋
実
践
理
性
の
諸
原
則
の
演

経
に
つ
い
て
」
(
関
口
・
ロ
・
∞
吋
)
は
、
H
W
M

内
吉
田
正
。
ロ
(
解
明
)
の
部
分
と
ロ
包
己
色
。
ロ
(
演
縛
)
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
今
や
わ
れ
わ
れ
に
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
広
義
の
演
絡
は
「
説
明
」
と
「
証

ハ
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明
」
か
ら
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
対
日
}
。
由
主
。
ロ
に
対
す
る
り

E
C
E
E口
、
だ
け
が
、
差
当
り
狭
義
の
演
籍
、

す
な
わ
ち
正
当
化
の
論
証
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
解
明
」
の
部
分
は
、
実
は
『
基
礎
づ
け
』
に
お
け
る
「
演
緯
」
全
体
と
大
体
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
意
志

の
自
由
と
道
徳
法
則
が
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
次
に
こ
の
自
由
の
根
拠
は
叡
知
界
と
い
う
超
感
性
秩
序
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が
「
説
明
」
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
解
明
」
で
は
、
全
体
と
し
て
、
純
粋
理
性
が
そ
れ
自
身
実
践
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、



と
い
う
こ
と
が
中
心
課
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

「
解
明
」
が
そ
の
よ
う
な
議
論
に
な
る
の
を
不
可
避
に
し
て
い
る

の
は
、
実
践
理
性
の
道
徳
法
則
が
自
律
な
の
か
他
律
な
の
か
と
い
う
問
題
が
、
殊
更
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
γ
プ
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
基
礎
づ
け
』
で
は
、
道
徳
法
則
は
定
言
命
法
と
殆
ど
同
一
視
さ
れ
て
い
た
た
め
、
他
律
と
し
て
の
仮
言
命
法
と
の
対
比
が
容
易
で

あ
り
、
そ
の
自
律
的
原
理
と
し
て
の
演
緯
は
直
線
的
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

『
第
二
批
判
』
で
の
道
徳
法

則
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
で
あ
る
。
定
言
命
法
と
の
関
わ
り
は
、
こ
こ
で
は
直
ち
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
さ
て
、

カント実践哲学における演緯の構造

「
純
粋
理
性
の
事
実
」
と
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
意
識
の
意
味

は
、
実
は
二
義
的
に
解
せ
ら
れ
得
る
。
第
一
に
、
対
象
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
意
識
と
い
う
意
味
で
の
理
性
の
事
実
で
あ
る
。
第
二
に
、

理
性
が
自
己
自
身
を
実
践
的
で
あ
る
と
意
識
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
理
性
の
事
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
意
味
さ
せ
た
い
の
は
も
ち

ろ
ん
後
者
の
ほ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
道
徳
法
則
を
定
言
命
法
と
直
ち
に
同
一
視
し
な
い
た
め
、
そ
れ
が
他
律
で

な
く
自
律
で
あ
る
と
主
張
す
る
根
拠
を
予
め
手
に
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

尤
も
、
道
徳
法
則
が
他
律
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
の
可
能
性
は
初
め
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
い
る
、
と
通
常

は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
理
由
は
、
カ
ン
ト
が
他
律
を
経
験
的
な
原
理
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
多
い
か
ら
だ

ろ
う
。
だ
が
他
方
で
彼
は
、
神
に
お
け
る
完
全
性
の
原
理
の
よ
う
な
合
理
的
理
性
概
念
で
さ
え
、
そ
れ
が
神
か
ら
の
賞
罰
の
観
念
を
伴

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
他
律
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
(
の
円
・
主
3
。
こ
の
他
律
は
経
験
的
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
「
純
粋

ハ
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理
性
の
事
実
」
が
ア
プ
リ
オ
リ
な
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
他
律
で
あ
る
と
の
嫌
疑
を
完
全
に
は
免
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

道
徳
法
則
の
意
識
を
自
律
の
意
識
と
し
て
説
明
す
る
に
は
、
結
局
意
志
の
自
由
を
前
提
す
る
し
か
な
い
。

つ
ま
り
意
志
は
そ
れ
自
身

23 

立
法
的
意
志
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
既
に
実
践
理
性
な
の
だ
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
純
粋
意
志
と
純
粋
実
践
理
性
は
同
じ
も
の
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で
あ
る
。
た
だ
意
志
は
そ
れ
自
身
認
識
機
能
で
は
な
く
、
そ
れ
が
純
粋
理
性
に
よ
っ
て
反
省
さ
れ
る
と
き
、
実
践
的
な
理
性
と
し
て
認

知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
自
己
自
身
が
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
「
純
粋
理
性
の
事
実
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
り
、

「
解
明
」
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
既
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
『
基
礎
づ
け
』
の
演
緯
の
構
造
と
ほ

ぼ
同
じ
な
の
で
あ
る
。

「
理
性
の
事
実
」
と
い
う
目
新
し
い
表
現
に
よ
っ
て
も
、
特
に
新
し
い
規
定
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
道
徳
法
則
そ
の
も
の
の
表
現
で
あ
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
自
由
を
前
提
に
し
て
自
律
と
し
て
の
権
能
を
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。

「
理
性
の
事
実
」
は
無
条
件
に
「
事
実
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
「
解
明
」
は
疑
い
な
く
一
種
の
演
緯
と
い

え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
「
正
当
化
」
の
論
証
と
し
て
の
演
揮
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
、
自
由
は

そ
れ
自
身
の
権
能
を
さ
ら
に
高
次
の
原
理
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
線
的
な
推
論
の
図
式
は
こ
こ
で
は
当
て

は
ま
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

『
第
二
批
判
』
演
緯
は
、
し
か
し
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
区
別
の
う
ち

u
a
z
E
Eロ
に
相
当
す
る
箇
所
で
、
『
基

礎
づ
け
』
演
緯
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
歩
み
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
を
原
理
に
し
た
自
由
の
演
緯
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
道
徳
法
則
の
演
緯
が
「
虚
し
い
試
み
」
(
関
口
・
∞
N
)

だ
っ
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
は
直
ち
に
、
こ
の

法
則
の
客
観
的
実
在
性
は
演
緯
な
し
に
そ
れ
自
体
で
確
立
さ
れ
て
い
る
と
断
号
一
閃
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
演
鐸
」
は
狭
義

の
正
当
化
過
程
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
た
つ
た
今
見
た
通
り
、
道
徳
法
則
は
そ
の
自
律
性
(
こ
こ
で
は
客
観
的
実
在
性
に
同

じ
)
を
、
広
義
の
演
揮
と
し
て
の
「
解
明
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
自
由

の
概
念
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
今
度
は
逆
に
道
徳
法
則
が
こ
の
自
由
の
客
観
的
実
在
性
を
演
鰐
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
自
由
は
、



厳
密
な
意
味
で
の
正
当
化
を
経
て
、
道
徳
法
則
の
前
提
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
自
由
は
、
そ
の
存
在
の
想

定
な
く
し
て
は
道
徳
法
則
の
実
在
性
が
全
然
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
と
い
う
ほ
ど
、
後
者
の
必
然
的
な
「
存
在
根
拠
」
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
今
度
は
、
実
在
性
を
保
証
さ
れ
た
道
徳
法
則
が
、
自
ら
の
前
提
で
あ
る
自
由
の
「
認
識
根
拠
」
と
な
っ
て
そ
の
客
観
的
実

在
性
の
正
当
化
を
行
な
う
番
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「
存
在
根
拠
」
と
「
認
識
根
拠
」
の
区
別
は
、
唯
一
の
演
緯
の
中
の
二
つ
の
叙
述

「
解
明
」
と
「
演
緯
」
に
お
け
る
各
々
の
正
当
化
の
根
拠
の
区
別
と
し
て
、
循
環
す
る
こ
と
な
く
両
立
し
う
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

カント実践哲学における演縛の構造

し
か
し
、
後
者
の
演
緯
、

つ
ま
り
道
徳
法
則
を
認
識
根
拠
に
し
た
自
由
の
演
揮
は
、
前
者
の
演
線
の
よ
う
に
す
っ
き
り
し
た
も
の
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
道
徳
法
則
が
、
己
れ
を
可
能
に
し
た
自
由
と
い
う
前
提
を
、
今
度
は
自
力
で
の
み
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
論
理
立

て
に
は
明
ら
か
に
原
理
上
無
理
が
あ
る
。
実
際
カ
ン
ト
は
こ
の
演
緯
の
た
め
の
予
備
的
論
証
と
し
て
、

『
第
一
批
判
』
の
宇
宙
論
的
理

念
の
ア
ン
チ
ノ
ミ

l
の
成
果
を
何
度
で
も
引
き
合
い
に
出
し
て
来
る
(
関
口
・

8
民
・
)
。
こ
こ
で
予
め
自
由
の
権
利
保
有
地
が
叡
知
界
に

委
ね
ら
れ
、
あ
と
は
そ
の
実
質
的
権
能
が
確
保
さ
れ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、

『
第
一
批
判
』
で
自
然
の
原
因
性
と
は
区
別
さ
れ
た
自
由
の
原
因
性
が
、
単
に
叡
知
界
に
そ
の
根
拠
を
持
ち
か
っ

そ
こ
に
留
ま
り
安
住
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
の
因
果
的
秩
序
の
第
一
原
因
と
し
て
自
己
の
能
力
を
現
象
界
で
発
揮
す
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
現
実
的
手
段
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
も
は
や
た
め
ら
わ
な
い
で
次
の
よ
う
に
言
い

切
る
。

「
そ
れ
自
身
自
由
の
演
揮
の
原
理
た
る
道
徳
法
則
は
、
純
粋
理
性
の
原
因
性
(
O
E
O

同

2
2
5
r
ι
2
2
z
g
ぐ

q
P
5
8

と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
る
:
:
:
」
(
関
口
・
∞
巴
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
自
身
が
自
然
原
因
性
と
は
異
な
る
も
う
一

つ
の
原
因
性

で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
自
由
の
現
実
性
を
演
縛
す
る
の
で
あ
る
。

25 

自
由
の
正
当
化
が
、
道
徳
法
則
だ
け
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
や
は
り
自
由
は
そ
の
根
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拠
を
叡
知
界
に
も
っ
て
い
る
。
道
徳
法
則
は
、
予
め
理
論
理
性
に
よ
り
自
然
の
原
因
性
と
区
別
さ
れ
て
い
た
超
越
論
的
自
由
を
、
現
象

界
で
の
現
実
的
行
為
に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
実
践
的
自
由
と
し
て
演
緯
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
は
自
由
の
普
通
の
意
味
で
の

「
認
識
」
根
拠
で
は
な
い
が
、
現
象
界
で
な
さ
れ
る
自
に
見
え
る
行
為
の
う
ち
に
自
由
の
権
利
保
有
地
を
与
え
た
、
と
い
う
意
味
で
は
、

十
分
に
そ
の
認
識
を
促
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

『
第
二
批
判
』
演
緯
の
後
半
部
分
、

つ
ま
り
前
半
部
分
に
対
し
て
比
較
的
「
論
証
」
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
の

部
分
で
さ
え
、
狭
義
の
演
縛
概
念
に
照
ら
す
な
ら
、
あ
ま
り
に
錯
綜
し
て
お
り
、

一
直
線
的
な
正
当
化
の
論
証
と
し
て
は
ま
っ
た
く
不

十
分
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
む
し
ろ
、
全
体
と
し
て
超
越
論
的
演
鐸
を
理
解
す
る
場
合
、
あ
ま
り
に
厳
密
な
論

証
過
程
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
、
各
概
念
の
質
的
差
異
を
程
度
の
差
異
に
平
板
化
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ら
を
一
列
に
並
べ
る
よ
う
な
追
い
方

を
す
る
の
は
、
か
え
っ
て
理
性
的
思
考
の
豊
龍
さ
を
損
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
言

わ
れ
る
理
性
と
は
、
単
な
る
推
論
能
力
の
こ
と
で
は
な
く
、
最
広
義
の
理
解
能
力
と
実
践
的
な
欲
求
能
力
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら

の
能
力
を
総
動
員
し
て
、
演
繕
的
叙
述
の
説
明
が
説
得
力
(
正
当
性
〉
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
し
て
ほ
し
い
、
と
カ
ン
ト
は

望
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

全占

(
1〉

カ
ン
ト
の
著
作
は
慣
例
に
従
い
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
頁
数
を
明
記
す
る
。
『
第
一
批
判
』
は
A
絞
と
B
版
頁
数
併
記
。
『
第
二
批
判
』
と
『
道

徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
は
各
々
、
関
口
・
の
「
・
と
略
記
。
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