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イ
ン
ド
瑜
伽
行
派
に
お
け
る

　
　
　

kalpanā 

とvikalpa

の
概
念
に
つ
い
て

ナ
タ
リ
ア
・
カ
ナ
エ
ワ

前
川
健
一　

訳

は
じ
め
に

　

本
論
文
の
目
的
は
、
イ
ン
ド
論
理
学
に
お
け
る
方
法
論
的
ア

プ
ロ
ー
チ
を
、
仏
教
論
理
学
の
文
献
に
実
際
に
適
用
す
る
こ
と

に
あ
り
ま
す
。

　

仏
教
論
理
学
の
特
殊
性
や
、
そ
れ
が
論
理
的
思
惟
の
歴
史
に

占
め
る
地
位
を
理
解
す
る
上
で
、
極
め
て
重
要
な
の
は
、
大
乗

仏
教
の
瑜
伽
行
派
の
中
の
論
理
学
的
分
派
（
自
立
論
証
唯
識
派
と

称
さ
れ
ま
す
）
に
お
い
て
、
カ
ル
パ
ナ
ー
（kalpanā

）
と
ヴ
ィ
カ

ル
パ
（vikalpa

）
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
与
え
ら
れ
て
き
た
意
味

を
過
不
足
な
く
解
明
す
る
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
デ
ィ

グ
ナ
ー
ガ
（
四
五
○
〜
五
二
○
頃
）、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
五
八

○
〜
六
五
○
頃
）、
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
（
七
五
○
〜
八
一
○
頃
）
の
著

作
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
解
明
で
す
。
こ
の
よ
う
な
コ

ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
思
想
家
た
ち
の
理
論
的
著
作

の
意
義
を
制
約
し
て
い
る
の
は
、
現
代
の
研
究
者
た
ち
が
カ
ル

パ
ナ
ー
と
ヴ
ィ
カ
ル
パ
と
い
う
術
語
を
「
思
考
」
と
か
「
心
的

構
想
」
と
い
う
西
洋
的
概
念
と
類
比
し
て
理
解
し
た
と
い
う
事

実（１
）で
す
。

　

思
考
は
、
伝
統
的
な
西
洋
論
理
学
の
対
象
で
す
。
西
洋
論
理
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学
は
、
過
去
三
百
年
に
わ
た
っ
て
（
つ
ま
り
は
、「
新
時
代
」
の
開

始
以
来
）「
思
考
の
学
」
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た（２
）。
紀
元

前
四
世
紀
に
誕
生
し
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
西
洋
論
理
学
が
探
求

し
て
き
た
の
は
、「
認
知
的
思
考
」、
そ
の
諸
構
造
（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
も
と
づ
き
、
論
理
形
式
と
呼
ば
れ
る
も
の
）、
そ
れ
ら
が
従
う

諸
法
則
、
知
識
を
表
現
す
る
た
め
の
言
語
的
手
段
と
い
っ
た
も

の
で
す
。
論
理
学
は
観
念
論
の
只
中
で
出
現
し
ま
し
た
。
観
念

論
は
、
思
考
の
形
式
す
な
わ
ち
論
理
形
式
が
「
住
み
つ
く
」
特

別
の
実
在
性
を
場
と
す
る
思
考
の
領
域
を
分
離
す
る
よ
う
、
う

な
が
し
ま
し
た
。
形
式
論
理
学
は
、
思
考
の
構
造
と
（
現
実
の
）

事
物
と
の
間
の
関
係
が
、
思
考
の
学
と
し
て
の
自
ら
の
守
備
範

囲
に
あ
る
と
は
見
な
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
今
で
も
そ
う

で
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
論
理
理
論
の
「
括
弧
の
外
」
へ
と

追
い
や
ら
れ
た
の
で
す
。

カ
ル
パ
ナ
ー
と
ヴ
ィ
カ
ル
パ
の
語
義
に
つ
い
て

　

カ
ル
パ
ナ
ー
と
ヴ
ィ
カ
ル
パ
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
術

語
は
、
ベ
ー
ト
リ
ン
ク
の
八
巻
本
の
辞
典
に
よ
れ
ば
、
動
詞
の

カ
ル
プ
（kalp

）
か
ら
派
生
し
た
と
さ
れ
、
別
の
資
料
に
よ
れ
ば
、

動
詞
の
ク
リ
ッ
プ
（kl. p

）
か
ら
派
生
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の

二
つ
の
動
詞
に
は
多
く
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
形

成
す
る
」「
確
立
す
る
」「
想
像
に
よ
っ
て
思
い
描
く
」
な
ど
で
す
。

こ
の
術
語
は
、
仏
教
だ
け
で
な
く
、
全
て
の
（
イ
ン
ド
哲
学
の
）

学
派
で
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
歴
史
的
に
発

展
し
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
発
展
の
主
要
な
諸
段
階
は
、
シ

ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
認

識
論
と
論
理
学
に
関
す
る
有
名
な
二
冊
の
本
が
、
そ
れ
で
す
。

も
と
も
と
、
こ
の
二
つ
の
術
語
は
同
義
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ル
パ
ナ
ー
は
、「
順
序
正
し
く

配
置
す
る
こ
と
」を
意
味
し
て
い
ま
し
た
し
、
ヴ
ィ
カ
ル
パ
は「
選

択
」「
二
分
法
」「
比
較
」
な
ど
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
。
後
に

な
っ
て
初
め
て
、
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
そ
の
場
合
の
意
味
は
、「
想
像（３
）」「
配
列
」「
分
類
」「
構
想
」

「
能
産
的
想
像
力
」「
述
語
」「
範
疇（４
）」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
す
。

　

瑜
伽
行
派
は
、
仏
教
教
義
の
中
心
思
想
に
も
と
づ
き
、
カ
ル

パ
ナ
ー
を
「
心
的
（
な
い
し
概
念
的
）
構
想
」
と
し
て
解
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
思
惟
に
も
と
づ
く
知
識
で
あ
り
、（
直
接
的
な
）
知

覚
と
は
原
理
的
に
異
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
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カ
ル
パ
ナ
ー
を
、
低
次
の
経
験
的
実
在
性
の
レ
ベ
ル
に
置
き
ま

し
た
。

　

彼
ら
は
、
カ
ル
パ
ナ
ー
と
い
う
術
語
や
、
同
じ
語
根
か
ら
作

ら
れ
た
異
な
っ
た
思
考
産
物
を
表
示
す
る
言
葉
（
ヴ
ィ
カ
ル
パ
や

パ
リ
カ
ル
パ
）
を
使
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
定
義
を

与
え
、
仏
教
の
範
疇
体
系
の
一
部
と
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
彼
ら
は
、
ブ
ッ
ダ
以
来
知
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
実
在
性

（
二
諦
、
二
つ
の
真
理
）
の
他
に
、
第
三
の
観
念
的
実
在
性
を
、
仏

教
の
存
在
論
の
中
に
導
入
し
た
の
で
す
。
二
諦
は
、
高
次
の
実

在
性
と
、
低
次
の
実
在
性
の
二
つ
で
す
。
前
者
は
形
而
上
的
な

も
の
（
パ
ラ
マ
ー
ル
タ
、
第
一
義
諦
）
で
あ
り
、
後
者
は
、
感
覚
と

概
念
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
物
質
と
観
念
を
含
む
、「
論
理
的
な
」

も
の
（
ヴ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
ハ
ー
ラ
、
世
俗
諦
）
で
す
。
一
方
、
彼
ら
が
導

入
し
た
第
三
の
実
在
性
と
は
、
可
想
界
で
あ
り
、「
質
料
が
全
く

な
い
、
イ
デ
ア
の
み
の（５
）」
領
域
で
す
。
思
考
の
領
域
を
独
立
さ

せ
る
こ
と
で
、
自
立
論
証
唯
識
派
は
、
こ
の
「
第
三
の
実
在
性
」

を
扱
う
た
め
の
理
論
上
の
前
提
条
件
を
創
り
出
し
、
こ
の
領
域

を
扱
う
特
殊
な
学
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
と
っ
て
の

オ
ル
ガ
ノ
ン
（
６
）が
出
現
す
る
可
能
性
を
生
み
出
し
ま
し
た
。
こ
の

オ
ル
ガ
ノ
ン
は
、
認
識
主
体
の
世
界
像
に
お
け
る
思
考
状
態
に

依
拠
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
西
洋
に
お
け
る

形
式
論
理
と
対
応
す
る
も
の
で
す
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
、
彼
の

結
論
的
著
作
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
（
集
量
論
）』
に
お

い
て
、
そ
の
可
能
性
を
認
識
し
た
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
服
部
正
明
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
７
）、
こ
の
著
作
は
、

（
世
界
を
幻
想
と
見
な
す
）
観
念
論
者
だ
け
で
は
な
く
、
物
理
的
世

界
の
実
在
性
を
受
け
入
れ
る
人
々
に
も
語
り
か
け
て
い
る
の
で

す
が
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
、
実
在
論
の
立
場
に
立
つ
イ
ン
ド
正

統
派
哲
学
の
文
法
学
派
の
理
論
的
基
盤
を
利
用
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
唯
名
論
者
だ
け
で
な
く
、
実
在
論
者
に
も
語
り
か
け
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
（
８
）。

イ
ン
ド
論
理
学
へ
の
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

周
知
の
よ
う
に
、
認
識
論
か
ら
論
理
学
を
独
立
さ
せ
る
こ
と

は
、
イ
ン
ド
の
思
想
家
た
ち
に
よ
っ
て
は
考
慮
さ
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
ま
た
、
独
立
し
た
学
と
し
て
の
論
理
学
が
作
ら
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
プ
ラ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ー
ダ
（
知
識
論
）

の
諸
問
題
を
議
論
す
る
と
い
う
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
た
論
理
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的
着
想
が
あ
っ
た
だ
け
で
し
た
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
プ
ラ
マ

ー
ナ
ヴ
ァ
ー
ダ
」
と
は
、「
信
頼
で
き
る
知
識
の
根
拠
に
関
す
る
学
」
と

い
う
こ
と
で
す
）。
そ
う
し
た
論
理
的
着
想
は
、「
形
式
」
理
論
で

は
な
く
、
認
識
論
の
一
部
を
な
す
「
形
式
化
さ
れ
た
」
理
論
で

し
た
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
（
私
は
こ
の
こ
と
を
二
○
○
八

年
二
月
の
第
五
回
ト
ル
チ
ノ
フ
会
議
（
９
）で
述
べ
ま
し
た
が
、
あ
る
イ
ン
ド

人
学
者
か
ら
猛
然
と
反
論
さ
れ
ま
し
た
）。

　

形
式
理
論
か
ら
形
式
化
さ
れ
た
理
論
を
分
か
つ
も
の
は
何
か

と
言
え
ば
、
或
る
命
題
か
ら
別
の
命
題
へ
と
い
う
、
理
論
に
よ

っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
推
移
と
は
別
に
、
理
論
そ
の
も
の
の
立

場
か
ら
は
出
て
こ
な
い
、
或
る
思
考
か
ら
別
の
思
考
へ
と
い
う

直
観
的
推
移
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
で
す
（
10
）。

イ
ン
ド
の
論
理
的

着
想
に
お
い
て
は
、
非
常
に
し
ば
し
ば
、
こ
う
し
た
推
移
が
論

理
的
着
想
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
認
識
論
や
心
理
学

の
面
で
も
同
様
の
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
今

述
べ
た
定
義
か
ら
す
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三
段
論
法
は
、

近
代
の
形
式
論
理
学
の
源
泉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

自
体
は
形
式
理
論
で
は
な
く
形
式
化
さ
れ
た
理
論
に
と
ど
ま
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

認
識
論
と
一
体
と
な
っ
た
形
式
化
さ
れ
た
理
論
と
し
て
イ
ン

ド
論
理
学
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
野
の
研
究

の
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
決
定
さ
れ
ま
す
。（
一
）
認
識
論
か

ら
形
式
論
理
学
的
着
想
を
抽
出
し
、
そ
れ
ら
を
再
構
成
す
る
こ

と
、（
二
）
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
を
分
析
し
、（
そ
れ
に

よ
っ
て
）
取
り
出
さ
れ
た
思
惟
形
式
を
分
析
す
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
、
イ
ン
ド
の
理
論
家
た
ち
の
着
想
に
含
ま
れ
る
形
式
的
側
面

や
、
そ
の
形
式
化
の
傾
向
の
特
徴
を
分
析
す
る
こ
と
で
す
。
こ

こ
で
分
析
さ
れ
る
諸
特
徴
は
、
イ
ン
ド
論
理
学
の
基
盤
を
示
す

も
の
で
す
が
、
思
想
家
自
身
に
よ
っ
て
は
定
式
化
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
し
、
認
識
さ
え
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

近
代
の
論
理
学
に
は
、
論
理
の
基
礎
を
扱
う
場
合
、
二
つ
の

方
向
性
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
数
学
的
（
記
号
的
）
理
論
を

素
材
と
す
る
も
の
と
、
哲
学
的
論
理
学
な
い
し
論
理
学
の
哲
学

と
い
う
二
つ
の
方
向
性
で
す
（
11
）。

ど
ち
ら
の
領
域
も
、
か
な
り
広

範
囲
で
あ
り
、
守
備
範
囲
が
完
全
に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
12
）。

両
者
と
も
、
推
論
す
な
わ
ち
論
理
的
帰

結
の
関
係
の
本
質
お
よ
び
一
般
的
性
質
や
、
論
理
的
結
合
の
意

味
、「
帰
納
」「
論
証
可
能
性
」「（
論
証
式
の
）
構
成
」「
真
」
と
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い
っ
た
概
念
の
分
析
な
ど
の
問
題
を
扱
い
ま
す
（
13
）。

　

こ
う
し
た
諸
問
題
は
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
二
十
世

紀
の
末
か
ら
二
十
一
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
の
論
理
学
の
発
展

の
主
潮
流
を
規
定
し
て
き
ま
し
た
し
、
論
理
学
の
基
礎
に
関
す

る
問
い
に
如
何
に
答
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
も
規
定
す
る
も
の

で
す
。
こ
う
し
た
問
い
の
う
ち
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
も
の
は

以
下
の
よ
う
な
問
い
で
す
。「
論
理
的
帰
結
と
は
何
か
」「
論
理

的
概
念
（
演
算
）
と
は
何
か
」「
論
理
的
体
系
と
は
何
か
」「
論
理

学
と
は
何
か
（
14
）」。

こ
う
し
た
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
上
述
の
よ

う
な
西
洋
の
知
的
伝
統
に
よ
っ
て
の
み
探
究
さ
れ
て
い
ま
す
。

西
洋
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
イ
ン
ド
論
理
学
説
の
比
較
研
究

は
さ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
（
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
、
イ
ン
ゴ
ー

ル
ズ
、
チ
ー
な
ど
）、
そ
れ
ら
は
「
論
理
学
一
般
」
に
は
全
く
影
響

を
及
ぼ
し
て
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
が
、
イ
ン
ド
思
想
が
西
洋

論
理
学
に
も
た
ら
す
重
大
な
利
益
に
注
意
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
で
す
。
推
論
の
合
理
化
に
関
し
て
異
な
る
伝
統
を
知

る
こ
と
で
、
問
題
を
見
る
地
平
は
拡
張
さ
れ
ま
す
し
、
そ
れ
は

論
理
学
の
基
礎
に
関
す
る
問
い
を
解
決
す
る
上
で
も
必
要
で
あ

る
、
と
私
た
ち
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

カ
ル
パ
ナ
ー
と
概
念

　

す
で
に
概
略
を
述
べ
た
よ
う
な
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
枠

組
み
の
中
で
、
二
つ
の
問
い
が
最
重
要
の
も
の
と
し
て
定
式
化

さ
れ
る
で
し
ょ
う
。（
一
）
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
が
提
案
し
た
よ

う
に
、
瑜
伽
行
派
が
抽
出
し
た
カ
ル
パ
ナ
ー
の
構
造
の
中
の
諸

要
素
を
論
理
形
式
（
概
念
、
判
断
、
推
論
・
結
論
）
と
同
一
視
す
る

こ
と
は
、
ど
の
程
度
適
切
な
の
か
。（
二
）
こ
う
し
た
構
造
と
い

う
観
念
は
、
自
立
論
証
唯
識
派
の
中
で
、
理
論
的
に
ど
の
程
度

有
効
性
を
持
っ
て
い
る
の
か
。
私
は
、
こ
う
し
た
問
い
に
対
す

る
回
答
を
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
・
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
・
ダ
ル
モ

ー
ッ
タ
ラ
の
著
作
に
対
す
る
専
門
的
研
究
の
中
に
探
っ
て
き
ま

し
た
。

　

我
々
が
こ
れ
ま
で
に
知
っ
て
い
る
カ
ル
パ
ナ
ー
の
定
義
、
そ

れ
は
同
時
に
我
々
が
関
心
を
持
つ
論
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
立
場

が
完
全
に
は
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。『
集
量
論
』

に
対
す
る
自
ら
の
注
釈
の
中
で
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
い
さ
さ
か

素
っ
気
な
く
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
ま
す
。「
何
が
カ
ル
パ
ナ
ー
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（
と
呼
ば
れ
る
）か
？　

そ
れ
は
名
称（
ナ
ー
マ
）や
種し
ゅ（

ジ
ャ
ー
テ
ィ
）

と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
（
15
）」。

し
か
し
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
寡

黙
な
定
義
は
極
め
て
多
く
の
情
報
を
網
羅
し
て
い
ま
す
。
こ
の

定
義
は
、
現
実
を
表
象
す
る
過
程
が
思
考
で
あ
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
次
に
明
ら
か
に
な

る
の
は
、
表
象
す
る
こ
と
は
認
知
過
程
の
結
果
で
あ
り
、
認
知

の
進
展
に
よ
っ
て
明
確
な
知
識
が
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
知
識
の
性
格
と
表
象
の
役
割
と
を
扱
う
の
が
意
味
の

理
論
（
ア
ポ
ー
ハ
論（16
））

で
す
。
こ
の
理
論
は
仏
教
徒
が
精
緻
化
し

続
け
た
も
の
で
あ
り
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
定
義
が
有
す
る
意
味

の
全
て
を
適
切
に
理
解
す
る
上
で
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
す
。
仏
教
の
認
識
論
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
二
つ
の

手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
直
接
知
覚
と
推
論

で
す
。
権
威
あ
る
師
の
言
葉
（
聖
言
量
）
を
独
立
の
認
識
根
拠
と

は
認
め
な
い
の
で
、
彼
の
定
義
が
含
ん
で
い
る
の
は
、
認
知
の

二
つ
の
形
態
で
す
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
に
よ
る
知
覚
と
、
論
理

的
指
示
を
基
盤
と
す
る
合
理
的
な
認
知
で
す
。

　

も
っ
と
も
、
感
覚
に
よ
る
知
覚
が
全
て
認
識
根
拠
と
さ
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
存
じ
の
と
お
り
、
瑜
伽
行
派
で
は

二
つ
の
種
類
の
知
覚
を
区
別
し
ま
す
。
無
分
別
（
ニ
ル
ヴ
ィ
カ
ル

パ
カ
）
と
有
分
別
（
サ
ヴ
ィ
カ
ル
パ
カ
）、
す
な
わ
ち
「
心
的
構
想

が
関
与
し
て
い
な
い
」
知
覚
と
、「
心
的
構
想
が
関
与
し
て
い
る
」

知
覚
で
す
。
前
者
は
、
現
実
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
に
し
て
も
、
言
語
表
現
さ
れ
る
知
識
と
い
う
形
態
で
は
結

実
し
ま
せ
ん
。
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
考
え
る
推
論
は
、
明
ら
か
に
、

日
常
的
行
為
の
中
で
用
い
ら
れ
る
知
識
、
す
な
わ
ち
有
分
別
の

知
覚
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
知
覚
に
も
と
づ
く
判
断
と

い
う
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
知
覚
を
援
用
し

て
受
容
さ
れ
た
知
識
の
上
に
、
推
論
的
知
識
が
基
礎
づ
け
ら
れ

ま
す
。

　

彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
す
。〝
知
覚
さ
れ
た
対
象

は
、
指
示
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
、

知
覚
の
結
果
は
言
語
化
さ
れ
、
関
連
す
る
語
と
結
合
さ
れ
る
〞。

純
粋
知
覚
の
結
果
に
ど
の
よ
う
な
語
が
結
合
さ
れ
る
の
か
に
つ

い
て
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
、
パ
ー
ニ
ニ
の
『
ア
シ
ュ
タ
ー
デ
ィ

ヤ
ー
イ
ー
』
一
・
一
・
二
に
対
す
る
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
『
マ
ハ

ー
バ
ー
シ
ュ
ヤ
』
で
の
注
釈
（
17
）を

援
用
し
、
次
の
よ
う
に
列
挙
し

て
い
ま
す
。「『
偶
然
的
な
』
名
称
（
ヤ
ド
リ
ッ
チ
ャ
ー
シ
ャ
ブ
ダ
）、
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す
な
わ
ち
固
有
名
詞
、
た
と
え
ば
『
デ
ィ
ッ
タ
』。
種
を
示
す
名

称
（
ジ
ャ
ー
テ
ィ
シ
ャ
ブ
ダ
）、
た
と
え
ば
『
牛
』。
性
質
を
示
す
名

称
（
グ
ナ
シ
ャ
ブ
ダ
）、
た
と
え
ば
『
白
』。
作
用
を
示
す
名
称
（
ク

リ
ヤ
ー
シ
ャ
ブ
ダ
）、
た
と
え
ば
『
食
事
の
準
備
』。
性
質
の
所
有

者
を
示
す
名
称
（
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
シ
ャ
ブ
ダ
）、
た
と
え
ば
『
杖
の
持

ち
主
』」

　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
上
に
列
挙
し
た
五
つ
の
場
合
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
指
示
作
用
が
あ
り
、
そ
れ
が
表
象
作
用

を
導
入
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。（
一
）
固
有
名
詞

が
使
用
さ
れ
る
時
に
は
、
対
象
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
固
有
名

詞
と
そ
れ
が
表
示
す
る
も
の
と
の
連
関
を
規
定
す
る
恒
常
的
に

現
前
す
る
表
徴
は
特
定
化
さ
れ
て
い
ず
、
そ
の
連
関
は
偶
然
的

な
性
格
の
も
の
で
す
。（
二
）
類
（genus

）
を
示
す
表
徴
を
基
盤

と
し
て
対
象
が
識
別
さ
れ
る
時
は
、
類
と
し
て
名
づ
け
る
こ
と

（
つ
ま
り
普
遍
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（
三
）
性
質
を
基

盤
と
し
て
対
象
が
識
別
さ
れ
る
時
は
、
性
質
を
表
示
す
る
こ
と

（
性
質
と
い
う
普
遍
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（
四
）
作
用

を
基
盤
と
し
て
識
別
さ
れ
る
時
は
、
作
用
を
表
示
す
る
こ
と
（
作

用
と
い
う
普
遍
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。（
五
）
性
質
の
所

有
者
と
し
て
識
別
さ
れ
る
時
は
、
性
質
の
所
有
者
を
表
示
す
る

こ
と
（
単
一
の
も
の
と
し
て
解
さ
れ
た
、
実
体
に
属
す
る
普
遍
）
と
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
文
法
学
的
分
類
に
依
拠
し
た
こ
と
に
は
、

大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
、
文
法
学
者
た
ち

は
単
に
言
語
学
的
な
問
題
を
扱
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
ら
は
、
言
語
哲
学
の
問
題
を
も
扱
っ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の

学
問
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
理
論
的
探
究
の
た
め
の
範
型
と
な
っ

た
の
で
す
。
文
法
学
者
た
ち
も
カ
ル
パ
ナ
ー
と
ヴ
ィ
カ
ル
パ
と

い
う
術
語
を
使
用
し
ま
し
た
。
特
に
、
ル
イ
セ
ン
コ
が
イ
ン
ド

の
言
語
哲
学
を
主
題
と
し
た
学
位
論
文
の
中
で
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
（
18
）、

バ
ル
ト
リ
ハ
リ
は
言
語
を
人
工
的
な
構
成
物
（
ヴ
ィ
カ

ル
パ
）
の
集
合
と
呼
び
ま
し
た
。
言
語
は
、
最
高
存
在
で
あ
る
ブ

ラ
フ
マ
ン
が
幻
像
と
し
て
顕
現
し
た
こ
の
世
界
を
記
述
す
る
の

に
役
立
つ
よ
う
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
こ
の
同
じ

ブ
ラ
フ
マ
ン
の
「
玄
妙
な
る
」
言
葉
に
参
入
す
る
た
め
に
作
ら

れ
た
も
の
な
の
で
す
（
19
）。

言
語
の
単
位
で
あ
り
、
言
語
哲
学
に
お

け
る
知
識
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
語（
シ
ャ
ブ
ダ
）で
す
。
そ
れ
は
、

意
味
の
上
か
ら
、「
概
念
」「
心
像
」「
見
地
」
と
い
っ
た
概
念
と
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合
致
し
て
い
ま
す
（
20
）。

　

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
、
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
に
よ
る
イ
ン
ド
正
統
派

哲
学
的
な
分
類
に
依
拠
し
た
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
証
し
て
い

ま
す
。（
一
）
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
論
理
学
は
、
イ
ン
ド
正
統
派
哲

学
の
体
系
と
は
存
在
論
に
関
し
て
決
定
的
に
立
場
を
異
に
し
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
一
般
的
な
イ
ン
ド
論
理
学
の

伝
統
の
枠
組
み
の
内
部
で
発
展
し
た
も
の
で
す
。（
二
）
デ
ィ
グ

ナ
ー
ガ
が
利
用
し
た
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
の
分
類
に
は
、
ヴ
ァ
イ
シ

ェ
ー
シ
カ
学
派
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
と
い
う
実
在
論
的
体
系
が
明

白
に
看
取
さ
れ
る
の
で
す
が
、
彼
が
そ
の
事
実
に
頓
着
し
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
論
理
の
領
域
に
お
け
る
存
在

論
の
差
異
は
何
ら
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
万
人
に
認
識
さ
れ
る
実
在

性
を
説
明
す
る
論
理
的
思
惟
内
容
こ
そ
、
言
語
的
実
践
（
ヴ
ィ
ヤ

ヴ
ァ
ハ
ー
ラ
）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
思
考
で
あ
り
、
こ
の
実
在

性
に
対
す
る
修
飾
句

│「
高
次
の
」「
低
次
の
」「
絶
対
的
な
」「
幻

像
的
な
」
等

│
は
、
推
論
の
形
式
論
理
的
分
析
と
い
う
文
脈

に
お
い
て
、
彼
に
と
っ
て
は
重
要
性
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
に
よ
る
カ
ル
パ
ナ
ー
の
定
義
に
は
、
何
ら
か

の
論
理
形
式
、
た
と
え
ば
「
概
念
」「
判
断
」「
推
論
・
結
論
」

と
い
っ
た
も
の
は
、
片
鱗
も
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル

テ
ィ
は
、
彼
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
ヴ
ィ
ニ
シ
ュ
チ
ャ
ヤ
（
量
決
択
）』

（
一
・
四
・
第
二
句
〜
第
三
句
）
で
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
示
し
た
よ

う
な
、
実
在
論
者
に
忠
義
立
て
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
ま

せ
ん
。
カ
ル
パ
ナ
ー
の
定
義
を
す
る
に
あ
た
り
、
彼
は
、〝
カ
ル

パ
ナ
ー
は
、
対
象
に
対
す
る
判
然
と
し
た
心
像
（
プ
ラ
テ
ィ
ー

テ
ィ
）
の
言
語
的
表
現
で
あ
る
〞
と
言
う
に
と
ど
め
ま
し
た
。
プ

ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
は
、
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
が
提
案
し
た
よ
う
に
、

「
概
念
」
と
訳
し
て
も
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
の
定

義
の
差
は
、
ま
ず
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
、
名
づ
け
方
の

分
類

│
こ
れ
は
知
覚
さ
れ
た
事
物
に
対
置
さ
れ
る
普
遍
が
実

在
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
含
意
す
る
も
の
で
す

│

を
行
わ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
ま
し
て
、
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
知
覚
の
結
果

が
、
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
点
に
、
両
者
の
差

異
は
あ
り
ま
す
。

　

同
様
に
、
彼
は
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
ビ
ン
ド
ゥ
（
正
理
一
滴
）』
の
中
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で
カ
ル
パ
ナ
ー
を
定
義
し
て
、「
言
語
表
現
と
結
び
つ
き
う
る
表

象
を
持
つ
プ
ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
が
、
カ
ル
パ
ナ
ー
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
ま
す
（
21
）。

ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
は
、『
正
理
一
滴
』
の
注
釈
で

あ
る
『
テ
ィ
ー
カ
ー
』
の
中
で
、
こ
う
し
た
カ
ル
パ
ナ
ー
の
定

義
を
受
け
入
れ
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。〝
概
念
と
語

と
の
間
に
は
完
全
な
一
致
は
な
く
、
概
念
は
必
ず
し
も
語
と
一

体
で
は
な
い
（
例
、
語
の
使
用
に
習
熟
し
て
い
な
い
子
ど
も
の
思
考
（
22
））〞。

こ
こ
で
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
記
号
と
そ
の
意
味
と
の
分
化
で

す
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ル
パ
ナ
ー
の
第
一
の
要
素
で
あ
る
「
プ

ラ
テ
ィ
ー
テ
ィ
」
と
（
西
洋
論
理
学
の
）「
概
念
」
と
を
接
近
さ
せ

ま
す
。
こ
こ
で
「
概
念
」
と
い
う
の
は
、
思
考
の
対
象
を
特
定

の
類
に
分
類
し
、
共
通
の
述
語
を
基
盤
と
し
な
が
ら
他
の
多
く

の
対
象
か
ら
区
別
す
る
思
考
で
す
。
し
か
し
、
仏
教
徒
の
中
に
、

概
念
の
理
論
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
そ

れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
な
い
の
で
す
が
、
彼
も
形
式
と
思

考
内
容
と
の
区
別
は
し
て
い
ま
し
た
。

判
断
と
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ

　

西
洋
の
伝
統
的
論
理
学
で
、
論
理
形
式
に
お
い
て
二
番
目
の

部
分
を
成
す
の
は
、
判
断
で
す
（
判
断
と
は
、
あ
る
特
定
の
状
況
が

実
際
の
こ
と
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
時
、
思
考
の
対
象
に
つ
い
て
何
事
か

を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
思
考
で
す
）。
ド
イ
ツ
の
イ
ン
ド
学

者
ヤ
コ
ー
ビ
は
、
イ
ン
ド
の
論
理
学
に
は
判
断
論
が
欠
け
て
い

る
と
指
摘
し
て
い
ま
す
（
23
）。

ま
た
、
こ
の
事
実
を
、
文
に
類
比
し

う
る
よ
う
な
複
合
語
を
構
成
し
う
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
（
言
語

と
し
て
の
）
特
質
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

　

一
方
、
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
は
、
推
理
に
つ
い
て
の
学
説
（
ア

ヌ
マ
ー
ナ
ヴ
ァ
ー
ダ
）
の
中
に
、
判
断
論
を
見
出
そ
う
と
し
ま
し

た
（
24
）。

彼
が
見
出
し
た
の
は
、
意
味
の
上
か
ら
「
判
断
」
に
類
似

し
た
術
語
、
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ
で
し
た
（
た
と
え
ば
『
正
理

一
滴
』
一
・
二
一
に
対
す
る
『
テ
ィ
ー
カ
ー
』
の
注
釈
を
参
照
）。
そ
れ

は
文
字
通
り
に
は「
決
定
」を
意
味
し
ま
す
。
彼
が
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ

サ
ー
ヤ
を
「
判
断
」
と
解
釈
し
た
の
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ

と
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
が
以
下
の
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
こ
と
に

よ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
知
覚
は
認
識
の
手

段
で
あ
り
、
知
覚
の
結
果
と
は
単
に
対
象
の
言
語
化
さ
れ
た
想

念
な
の
で
は
な
く
、
表
徴
と
そ
れ
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

と
を
結
び
つ
け
る
決
定
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
単
純
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な
要
素
の
連
結
を
固
定
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
判
断

に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
判
断
と
は
、
思

考
の
対
象
を
対
象
の
属
す
る
特
定
の
類
に
結
び
つ
け
る
こ
と
だ

か
ら
で
す
（
も
ち
ろ
ん
、
判
断
と
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ
と
で
は
、
結

び
つ
け
る
要
素
が
異
な
り
ま
す
。
判
断
が
結
び
つ
け
る
の
は
二
つ
の
思

考
で
あ
り
、
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ
の
場
合
は
現
実
と
思
考
と
で
す
）。

　
『
仏
教
論
理
学
』
の
第
一
巻
で
、
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
は
彼
の

解
釈
を
実
証
す
る
た
め
、
次
の
事
実
を
指
摘
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ
と
い
う
術
語
は
詩
学
に
お
い
て
既

に
用
い
ら
れ
て
お
り
（
と
い
う
こ
と
は
、
独
自
の
意
味
と
表
示
作
用

を
有
し
た
特
別
な
術
語
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
）、
そ
こ
で
は
二

種
類
の
相
互
関
係
が
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
比
較

と
同
一
化
で
し
た
（
25
）。

さ
ら
に
彼
は
、
仏
教
論
理
学
に
お
け
る
判

断
の
役
割
に
つ
い
て
の
自
説
を
発
展
さ
せ
て
、
以
下
の
よ
う
に

論
じ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
徒
た
ち
が
（
ア
デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー

ヤ
と
い
う
術
語
で
）
論
じ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
、
対
応
す
る
語
で

対
象
を
表
示
す
る
と
い
う
決
定
を
採
用
す
る
と
い
う
行
為
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
は
、
仏
教
徒
が
、
複
雑
な
総
合
の
結
果
で
あ
り
、

思
考
構
成
物
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
判
断
を
独
立
さ
せ
た
と
い

う
事
実
を
証
す
る
の
で
あ
る
、
と
。

　

こ
の
（
判
断
を
成
り
立
た
せ
る
）
総
合
を
分
析
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
そ
れ
を
幾
つ
か
の
段
階
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瑜
伽

行
派
は
知
覚
判
断
（
ヴ
ィ
デ
ィ
）
を
（
他
の
判
断
か
ら
）
区
別
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
第
一
段
階
の
総
合
の
結
果

│
存
在
（
持
続
な
き
瞬
間
）
と
非
存
在
（
概
念
）
と
の
結
合

│

と
見
な
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
判
断
の
例
と
し
て
「
こ
れ
は
壺

で
あ
る
」
と
い
う
文
が
引
か
れ
ま
す
。
主
語
は
現
実
に
知
覚
さ

れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
瞬
間
し
か
存
続
せ
ず
、
不
確
定

で
あ
る
の
で
、
指
示
代
名
詞
「
こ
れ
」
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
が
、
確
定
し
た
名
詞
「
壺
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
述
語
と

結
び
つ
け
ら
れ
ま
す
（
26
）。

　

判
断
を
特
別
な
思
考
構
成
物
と
し
て
観
念
（
概
念
）
か
ら
独
立

さ
せ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
一
方
、
関
連
著
作
の
中
に
は
、
こ

の
二
つ
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
命
題
も
見
出
さ
れ
ま
す
。
特
に
、

『
テ
ィ
ー
カ
ー
』
の
中
で
、
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
は
明
確
に
「
肯
定

的
な
知
覚
判
断
」（
ヴ
ィ
デ
ィ
）
と
「
知
覚
さ
れ
た
対
象
の
観
念
（
概

念
）」（
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
サ
ー
ダ
ナ
）
と
を
同
一
視
し
て
い
ま
す
（『
テ
ィ

ー
カ
ー
』
二
四
・
一
六
）。
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有
分
別
の
知
覚
に
お
い
て
起
こ
る
（
第
一
段
階
の
）
総
合
の
次

に
、
認
知
的
思
考
の
第
二
段
階
の
総
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

推
理
（
ア
ヌ
マ
ー
ナ
）
に
お
い
て
生
じ
る
、
二
つ
の
概
念
の
結
合

で
す
。
推
理
の
結
果
は
推
理
的
判
断
（
ニ
ガ
マ
ナ
）
で
あ
り
、
そ

の
例
は「
音
は
常
住
で
は
な
い
」で
す
。
概
念
は
非
存
在
な
の
で
、

肯
定
さ
れ
た
り
否
定
さ
れ
た
り
し
ま
す
（
27
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
で
、
仏
教
徒
は
肯
定
判
断
及
び
否
定
判
断
を
結
論
（
ニ
ガ
マ

ナ
）
の
形
態
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
、
否
定
的
な
結
論

を
用
い
る
推
理
（
ア
ヌ
パ
ラ
ブ
デ
ィ
・
ア
ヌ
マ
ー
ナ（28
））

の
数
々
を
論

じ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

推
論
と
ア
ヌ
マ
ー
ナ

　

仏
教
論
理
学
に
お
け
る
カ
ル
パ
ナ
ー
の
第
三
の
形
態
と
し
て

登
場
す
る
の
が
ア
ヌ
マ
ー
ナ
（
推
理
）
で
す
。
こ
れ
は
、
単
純
定

言
的
三
段
論
法
と
称
さ
れ
る
演
繹
の
数
々
と
、
類
似
し
て
い
る

面
も
あ
れ
ば
、
類
似
し
て
い
な
い
面
も
あ
り
ま
す
。
推
理
に
関

す
る
イ
ン
ド
の
理
論
の
特
徴
に
つ
い
て
、
私
は
こ
れ
ま
で
に
一

再
な
ら
ず
論
じ
て
き
ま
し
た
。

　

デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
を
典
型
と
す
る
瑜
伽
行
派
の
仏
教
徒
は
、
論

理
学
に
お
い
て
「
革
命
」
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
証

明
と
い
う
形
態
を
と
る
、
弁
証
論
的
方
法
と
し
て
の
推
理

│

「
他
人
の
た
め
の
推
理
」（
為
他
比
量
）

│
か
ら
、
演
繹
で
あ
り
、

認
知
の
形
態
で
あ
る
推
理

│
「
自
分
の
た
め
の
推
理
」（
為
自

比
量
）

│
を
分
離
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
三

段
論
法
に
お
け
る
大
前
提
に
比
較
さ
れ
る
、
媒
介
論
証
項
の
「
三

つ
の
特
質
」（
因
の
三
相（29
））

と
い
う
規
則
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
の
推
理
論
と
は
対
照
的
に
、
命
題
間
の

論
理
的
結
合
を
強
化
す
る
も
の
で
し
た
（
30
）。

こ
れ
ら
に
古
典
的
定

義
を
与
え
た
の
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
学
派
に
属
す
る
ダ
ル
モ

ー
ッ
タ
ラ
で
し
た
。
為
自
比
量
は
、
彼
に
よ
っ
て
、「
内
的
（
な

認
知
過
程
）」
と
定
義
さ
れ
ま
し
た
（『
テ
ィ
ー
カ
ー
』
一
一
・
一
七（31
））。

一
方
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
推
理
の
最
初
の
分
岐
の
う
ち

別
の
面
（
つ
ま
り
為
他
比
量
）
に
注
意
を
向
け
ま
し
た
。
彼
に
と

っ
て
、
そ
れ
は「
因
の
三
相
を
有
す
る
表
徴
を
通
じ
て（
間
接
的
に
）

生
み
出
さ
れ
た
認
知
で
、（
知
覚
さ
れ
た
の
で
は
な
く
）
推
理
さ
れ

た
対
象
を
指
示
す
る
も
の
」（『
正
理
一
滴
』
二
・
三
）
で
し
た
（
32
）。

こ
れ
は
、
二
つ
の
論
証
肢
（
ア
ヴ
ァ
ヤ
ヴ
ァ
）
と
三
つ
の
命
題
か

ら
成
っ
て
い
ま
す
。
論
証
肢
は
次
の
二
つ
で
す
。
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（
一
）結
論
と
な
る
も
の
、
な
い
し
論
証
さ
れ
る
も
の（
サ
ー
デ
ィ

ヤ
ま
た
は
ア
ヌ
メ
ー
ヤ
、s

ま
た
はps

と
略
記
）。「
あ
の
山
に

火
あ
り
」

　
（
二
）
論
理
的
根
拠
な
い
し
論
理
的
属
性
（
ヘ
ー
ト
ゥ
、h

と
略
記
）。

「
煙
が
あ
る
か
ら
」

　

こ
の
二
つ
の
論
証
肢
の
中
で
、
三
つ
の
論
証
項
が
機
能
し
て

い
ま
す
。

主
論
証
項
、
す
な
わ
ち
サ
ー
デ
ィ
ヤ
な
い
し
ア
ヌ
メ
ー
ヤ
、

略
号s

。

小
論
証
項
、
パ
ク
シ
ャ
（
主
題
）、
略
号p

。

媒
介
論
証
項
、
ヘ
ー
ト
ゥ
、
略
号h

。

　

こ
の
構
造
は
以
下
の
よ
う
に
記
号
化
さ
れ
ま
す
。

　

∀
ph ⊥

∀
ps

（
全
て
のp

に
つ
い
てh

で
あ
る
な
ら
、
全
て
の

p

に
つ
い
てs

で
あ
る
）。

　

し
か
し
、
こ
の
推
論
の
中
に
は
、
ヘ
ー
ト
ゥ
の
中
に
含
意
さ

れ
て
い
な
が
ら
、
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
諸
前
提
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
ヘ
ー
ト
ゥ
は
既
に
「
因
の
三
相
」
の
規
則
に
合
う

も
の
が
選
択
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
た
め
、
こ
の
推
論

全
体
の
構
造
は
、
見
た
目
よ
り
も
複
雑
な
の
で
す
。

　
「
為
他
」
比
量
は
、「（
他
人
に
対
し
て
）
論
理
的
表
徴
の
三
特
質

を
伝
達
す
る
こ
と
に
存
す
る
」（『
正
理
一
滴
』
三
・
一（33
））、

別
の
言

い
方
を
す
る
と
、
論
理
的
表
徴
と
サ
ー
デ
ィ
ヤ
と
の
必
然
的
結

合
が
あ
る
こ
と
を
他
人
に
証
明
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
す
。

そ
れ
を
定
式
化
す
る
と
、「
類
同
に
よ
る
論
証
式
」
と
「
相
違
に

よ
る
論
証
式
」
と
い
う
二
つ
の
形
態
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
こ
う

し
た
論
証
式
に
お
け
る
前
提
命
題
の
形
式
は
、「
為
自
」
比
量
に

お
け
る
前
提
命
題
の
形
式
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
ま
す
。

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
類
同
に
よ
る
論
証
式
は
以
下

の
三
つ
の
論
証
肢
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
一
）
大
前
提
「（
全
て
の
）
因
果
的
所
産
（h

）
は
無
常
で
あ
る

（s

）」、∀
hs

（
全
て
のh

に
つ
い
てs

で
あ
る
）。

　
（
二
）
類
同
す
る
例
「
壺
な
ど
の
よ
う
に
（ps

）」、（p≈ ps , ∀
ps h, 

∀
ps s

）（ps

はp

の
例
で
あ
り
、
全
て
のps

に
つ
い
てh

で

あ
り
、
全
て
のps

に
つ
い
てs

で
あ
る
）。

　
（
三
）
小
論
証
項
「
音
声
（p

）
は
そ
の
よ
う
な
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
る（h

）」、∀
ph

（
全
て
のp

に
つ
い
てh

で
あ
る
）（『
正

理
一
滴
』
三
・
五（34
））。

　

こ
の
論
証
式
の
結
論
は
論
証
式
の
中
に
は
現
れ
ま
せ
ん
。
と
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い
う
の
は
、
仏
教
徒
の
意
見
で
は
、
そ
れ
は
明
白
だ
か
ら
で
す
。

「
そ
れ
故
、
音
声
は
無
常
で
あ
る
」、∀

ps

（
全
て
のp

に
つ
い
てs

で
あ
る
）。
帰
結
（
そ
れ
故
）
を⊥

で
、
類
似
性
を≈

で
記
号
化

す
る
と
、
こ
の
論
証
式
は
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
ま
す
。

　
｛∀

hs, （p≈ ps , ∀
ps h, ∀

ps s

）,  ∀
ph

｝ ⊥

∀
ps

（
全
て
のh

に
つ
い

てs

で
あ
る
。ps  

はp

の
例
で
あ
り
、
全
て
のps  

に
つ
い
てh

で

あ
り
、
全
て
のps  

に
つ
い
てs
で
あ
る
。
全
て
のp

に
つ
い
てh

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
全
て
のp

に
つ
い
てs

で
あ
る
）

　

こ
こ
で
、h

とs

と
の
結
合
を
示
す
一
般
的
大
前
提
は
明
確
に

定
式
化
さ
れ
、
そ
れ
を
示
す
例
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
ま
す
。

結
論
の
主
題
（p

）
が
述
語
（s

）
を
有
す
る
こ
と
は
、
論
理
的

表
徴
で
あ
る
属
性
（h

）
を
主
題
が
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
こ
の

表
徴
が
推
理
さ
れ
る
述
語
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
ま
す
。

　

相
違
に
よ
る
論
証
式
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
（
一
）
大
前
提
「
恒
常
的
実
体
（s

）
は
因
果
的
所
産
で
な
い
と

知
ら
れ
て
い
る
（h

）」、∀
sh

（
全
て
のs

に
つ
い
てh

で

あ
る
）。

　
（
二
）
相
違
す
る
例
「
た
と
え
ば
虚
空
の
よ
う
に
（pv

）」、

∃
p

｛¬

（p≈ pv

）｝,∀
pv h, ∀

pv s

（
或
るp

に
つ
い
て
、pv

はp

の
例
で
は
な
い
。
全
て
のpv

に
つ
い
てh

で
あ
り
、

全
て
のpv

に
つ
い
てs

で
あ
る
）。

　
（
三
）
小
論
証
項
「
し
か
し
、
音
声
（p

）
は
因
果
的
所
産
で
あ

る
（¬

h

）」、∃
p¬

h

（
或
るp

に
つ
い
てh

で
は
な
い
。h

で
は
な
いp

が
あ
る
）。

　
﹇
結
論
「
そ
れ
故
、
音
声
（p

）
は
無
常
で
あ
る
（¬

s

）」、

∃
p¬

s

（
或
るp

に
つ
い
てs

で
は
な
い
。s

で
な
いp

が
あ
る
）﹈（『
正

理
一
滴
』
三
・
五（35
））。

　

記
号
化
す
る
と
、[

∀
sh, [

∃
p

｛¬

（p≈ pv

）｝,∀
pv h, ∀

pv s], 

∃
p¬

h] ⊥∃
p¬

s

（
全
て
のs

に
つ
い
てh

で
あ
る
。
或
るp

に
つ

い
て
、pv

はp

の
例
で
は
な
い
。
全
て
のpv

に
つ
い
てh

で
あ
り
、

全
て
のpv

に
つ
い
てs

で
あ
る
。
或
るp

に
つ
い
てh

で
は
な
い
。

そ
れ
故
、
或
るp

に
つ
い
てs

で
は
な
い
）。

　

こ
こ
で
も
ま
た
、
大
前
提
は
明
確
に
定
式
化
さ
れ
、
相
違
す

る
例
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
ま
す
。
小
論
証
項
と
結
論
は
一
般

的
に
否
定
的
な
も
の
で
す
。
相
違
に
よ
る
弁
別
と
い
う
形
式
で

確
立
さ
れ
る
の
は
、
推
理
の
主
題
（p

）
が
、
述
語
（s

）
と
不

可
分
に
結
合
し
た
論
理
的
表
徴（h

）を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、
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主
題
が
述
語
を
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

仏
教
徒
の
推
理
理
論
の
特
徴
の
一
つ
は
、（
推
理
に
お
い
て
）
関

係
を
確
定
さ
れ
る
三
つ
の
論
証
項
が
、
単
一
の
事
物
に
結
び
つ

け
ら
れ
た
、
複
合
的
な
観
念
な
い
し
構
想
さ
れ
た
心
像（
プ
ラ
テ
ィ

ー
テ
ィ
）
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
推
理
の
演
算
の
基
礎
に

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
36
）。

そ
れ
故
、「
構
想
さ
れ
た
心
像（
プ
ラ
テ
ィ

ー
テ
ィ
）」
と
い
う
術
語
が
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
理

論
の
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
構
想
さ
れ
た
概
念

を
表
現
す
る
も
の
は
、
語
（
シ
ャ
ブ
ダ
）
で
あ
っ
た
り
、
判
断
（
ア

デ
ィ
ヤ
ヴ
ァ
サ
ー
ヤ
）
で
あ
っ
た
り
、
推
理
（
ア
ヌ
マ
ー
ナ
）
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
。

　

仏
教
徒
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
間
に
原
理
的
な
違
い
は
あ

り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
反
対
に
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
言
う
で
し

ょ
う
、〝
あ
ら
ゆ
る
論
証
式
は
判
断
と
し
て
提
示
で
き
る
し
、
同

様
に
、
あ
ら
ゆ
る
判
断
は
論
証
式
に
書
き
換
え
ら
れ
る
〞。
た
と

え
ば
、「
こ
こ
（p

）
に
は
紫
檀
（h

）
の
木
（s

）
が
あ
る
」
と

い
う
判
断
は
、「
こ
れ
（p

）
は
木
（s

）
で
あ
る
。
紫
檀
（h

）

だ
か
ら
」
と
い
う
推
理
で
表
現
で
き
ま
す
。「
こ
こ
（p

）
に
は

死
を
免
れ
え
な
い
（s

）
人
間
（h

）
が
い
る
」
と
い
う
判
断
な
ら
、

「
こ
れ
（p

）
は
死
を
免
れ
え
な
い
（s

）。
人
間
だ
か
ら
（h

）」

と
い
う
推
理
に
な
り
ま
す
（
37
）。

結　

論

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
徒
の
思
想
内
容
を
適
切
な
仕
方
で
提
示

す
る
だ
け
で
、
こ
の
論
文
の
最
初
に
提
出
し
た
問
い
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
（
一
）西
洋
論
理
学
に
お
け
る
三
つ
の
主
要
な
思
考
形
式（
概
念
、

判
断
、
推
論
・
結
論
）
の
う
ち
、
推
論
の
み
が
、
理
論
的
に
確
定

さ
れ
た
類
似
物
を
有
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ア
ヌ
マ
ー
ナ
で
す
。

概
念
と
判
断
と
は
、
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
理
論
的
に
曖
昧
で
す

（
こ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
言
語
と
し
て
の
特
徴
に
規
定
さ
れ
て
い
ま

す
）。
そ
れ
ら
を
指
示
す
る
固
定
的
な
術
語
は
存
在
し
ま
せ
ん
し
、

明
確
な
定
義
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
（
二
）
今
回
用
い
た
原
典
資
料
の
中
で
理
論
的
に
精
緻
化
さ
れ

て
い
た
の
も
、
推
理
の
概
念
だ
け
で
し
た
。
我
々
の
考
え
で
は
、

こ
れ
が
、
本
論
文
で
提
案
し
た
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

て
得
ら
れ
る
結
果
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
適
用
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。
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