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注
釈
学
的
世
界
像
の
再
検
討
に
向
け
て

思
想
に
お
け
る
言
説
を
我
々
が
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
「
作
者
」
と
い
う
テ

ー
マ
を
立
て
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
「
何
々
に
お
け
る
誰
某

の
思
想
」
と
い
う
形
式
で
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も
、
そ
し

て
現
在
も
そ
う
し
た
研
究
は
依
然
生
産
さ
れ
続
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も

そ
う
い
う
問
い
を
立
て
る
こ
と
自
体
が
、
現
在
で
は
余
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ
す
ぎ

る
設
問
の
立
て
方
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
多
分
一
般
的
常
識
に
属
す
る
こ
と
に

な
り
つ
つ
あ
る
だ
ろ
う
。
今
日
で
は
多
く
の
場
合
、
あ
る
特
定
の
思
想
を
決
定

づ
け
る
も
の
と
し
て
の
、
い
わ
ば
特
権
的
な
存
在
と
し
て
の
「
作
者
」
像
が
、

そ
う
し
た
「
作
者
」
像
に
投
影
さ
れ
る
、
こ
れ
ま
た
特
権
的
な
近
代
的
「
主
体
」

(
読
者
・
研
究
者
)
の
在
り
方
に
対
す
る
自
省
、
批
判
と
共
に
廃
棄
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
周
知
の
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と

え
は
子
安
宣
邦
は
荻
生
狙
裸
の
学
問
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う
に
宣

す
る
。

狙
裸
学
を
言
説
=
事
件
・
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ

ば
言
説
=
事
件
・
出
来
事
と
し
て
狙
裸
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
観
点
を
設
定
す

中
　
　
村
　
　
春
　
　
作

る
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
対
立
し
、
斥
け
よ
う
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。

そ
れ
は
思
想
史
が
多
く
の
場
合
、
歴
史
に
お
け
る
思
想
家
の
言
説
に
ア
プ
ロ

ー
チ
す
る
際
に
と
っ
て
き
た
理
解
の
立
場
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
の
　
「
孔

子
の
道
は
、
先
王
の
道
な
り
」
と
い
う
狙
裸
の
発
言
を
、
荻
生
狙
裸
と
い
う

統
一
さ
れ
た
思
想
主
体
を
構
成
す
る
ど
の
よ
う
な
契
機
に
深
く
か
か
わ
っ
て

発
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
と
ら
え
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
言
説
の
意
味

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
言
説
を
通
し
て
の
、
そ
の
思
想
主
体
と
の
内
的
関

係
へ
の
読
み
の
深
ま
り
が
、
そ
の
言
説
の
意
味
把
捉
の
確
か
さ
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
思
想
史
的
対
象
へ
の
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
言
い
出
さ
れ
た

さ
ま
ざ
ま
の
言
説
を
そ
の
主
体
と
関
係
づ
け
て
せ
ら
れ
る
遺
漏
の
な
い
読
み

の
積
み
重
ね
の
う
ち
に
、
一
つ
の
思
想
主
体
を
十
全
に
構
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
終
局
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
言
い
出
さ
れ
、
書
き
出
さ
れ
た
こ
と
と
い
う

の
は
、
そ
う
し
た
言
説
の
発
言
主
体
、
あ
る
い
は
書
か
れ
た
言
説
の
筆
者
と

の
関
係
づ
け
で
と
ら
え
ら
れ
る
意
味
を
こ
え
出
た
も
の
で
あ
る
。

(
『
「
事
件
」
と
し
て
の
狙
裸
学
』
)

す
な
わ
ち
、
「
狙
裸
」
な
ら
　
「
祖
裸
」
と
い
う
歴
史
的
に
実
在
し
た
個
人
の
内

面
、
な
い
し
は
そ
の
思
想
形
成
を
読
者
が
追
体
験
し
、
再
構
成
す
る
よ
う
な
形
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で
、
テ
ク
ス
ト
を
読
み
と
い
て
い
く
こ
と
を
排
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
「
所
与
の
言
説
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
の
ほ
ん
と
う
の
言

説
、
テ
キ
ス
ト
の
筆
者
の
ほ
ん
と
う
の
意
図
と
し
て
読
み
と
ら
れ
た
言
説
を
再

構
成
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
と
も
い
い
う
る
。
」
(
同
前
)
と
子
安
は
言

い
、
さ
ら
に
ま
た
、
思
想
的
言
説
を
な
ん
ら
か
の
「
歴
史
の
コ
ソ
テ
キ
ス
ト
」

の
内
に
位
置
づ
け
る
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
(
い
わ
ゆ
る
「
思
想

史
」
)
も
、
言
説
に
対
す
る
接
近
の
仕
方
と
し
て
は
本
質
の
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

と
同
様
で
あ
る
と
す
る
。

▼
さ
き
の
ア
プ
ロ
ー
チ
　
(
思
想
主
体
の
再
構
成
へ
の
)
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
言

説
を
内
か
ら
統
一
的
に
体
系
づ
け
て
い
る
よ
う
な
思
想
主
体
を
再
構
成
す
る

こ
と
で
、
そ
の
言
説
の
意
味
の
把
投
を
終
局
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
を
内
か
ら
綴
り
合
わ
せ
る

歴
史
・
物
語
の
筋
道
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
言
説
の
意
味
を
把
提
し

た
と
す
る
の
で
あ
る
。
(
同
前
)

こ
う
し
た
も
の
の
見
方
、
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
あ
る
完
結
し
た

「
作
者
」
像
や
、
な
ん
ら
か
の
「
大
き
な
物
語
」
の
内
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
を

停
止
す
る
志
向
は
多
分
、
多
か
れ
少
な
か
れ
今
日
の
研
究
者
の
内
に
お
い
て
共

通
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
、
こ
こ
最
近
の
フ
ー
コ
ー
ら
に
代
表
さ
れ
る
「
作
者
」
論
、
あ
る
い
は
テ
ク

ス
ト
論
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
は

「
《
作
品
》
と
い
う
語
、
そ
れ
が
指
し
示
す
単
位
は
、
お
そ
ら
く
作
者
の
個
人

性
と
同
じ
く
疑
わ
し
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
作
品
」
と
「
作
者
」

が
共
に
、
本
質
的
に
は
「
固
有
名
詞
」
た
り
得
な
い
こ
と
を
説
得
的
に
言
い
、

「
作
者
名
」
と
は
「
言
説
の
あ
る
種
の
様
態
の
特
徴
を
指
示
す
る
た
め
に
機
能
」

す
る
も
の
、
「
固
有
名
詞
の
よ
う
に
言
説
の
内
部
か
ら
言
説
を
産
出
し
た
外
部

に
い
る
現
実
の
個
人
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
群
の
境
界
を

走
り
、
テ
ク
ス
ト
群
を
輪
郭
づ
け
て
浮
き
上
が
ら
せ
、
そ
の
稜
線
を
辿
っ
て
、

そ
の
存
在
様
態
を
顕
示
す
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
存
在
様
態
を
性
格

づ
け
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
(
『
作
者
と
は
何
か
?
』
)
。
役
に
よ
れ

ば
、
「
こ
れ
は
だ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
」
、
「
だ
れ
そ
れ
が
そ
の
作
者
だ
」

と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
言
説
の
一
定
の
文
化
内
、
社
会
内
に
お
け
る
「
存
在
」

や
「
流
通
」
の
様
態
を
性
格
づ
け
る
も
の
な
の
(
で
し
か
な
い
)
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
「
作
者
」
は
「
作
品
」
と
同
様
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
収
束
せ
ら

る
べ
き
焦
点
の
ご
と
き
も
の
で
は
も
は
や
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

し
か
し
一
方
で
は
、
こ
う
し
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
論
議
は
か
り
が
華
や
か
な
、

い
わ
ば
言
説
の
空
中
戦
の
如
き
現
状
を
批
判
し
て
、
古
典
的
ス
タ
イ
ル
で
の
テ

ク
ス
ト
解
読
の
方
法
の
復
権
や
、
そ
の
有
意
義
性
を
説
く
例
も
、
最
近
い
く
つ

か
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
近
ご
ろ
出
た
は
か
り
の
水
林
彪
『
記
紀
神
話
と
王

権
の
祭
り
』
も
、
問
題
意
識
と
し
て
は
そ
う
し
た
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は

近
来
の
テ
ク
ス
ト
論
中
心
の
古
代
神
話
研
究
(
具
体
的
に
は
上
野
千
鶴
子
ら
に

ょ
る
も
の
)
　
を
批
判
し
っ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
(
「
『
古
事
記
』
を
読
む
営

み」)。
私
が
、
テ
ク
ス
ト
の
理
解
、
解
釈
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
お
お
よ
そ

次
の
よ
う
な
事
柄
が
思
い
う
か
べ
ら
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
(
理
解
)
と

は
、
二
語
一
語
、
一
文
一
文
の
意
味
を
確
定
し
、
そ
し
て
、
作
品
全
体
の
意

味
(
作
者
が
そ
の
作
品
に
お
い
て
、
語
ろ
う
と
し
、
語
り
え
た
こ
と
)
を
明

ら
か
に
す
る
営
み
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
千
位
置
戸
」
の
語
義
を

た
ず
ね
、
「
神
夜
良
比
」
の
文
章
の
意
味
を
確
定
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

須
佐
之
男
命
に
託
し
て
安
萬
侶
が
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
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が
、
そ
う
し
た
営
み
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
(
解
釈
)
と
は
、
そ
の
よ
う
に

し
て
(
理
解
)
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、
一
個
の
社
会
的
産
物
と
し
て
、
人
々

の
歴
史
的
な
営
み
の
総
体
の
中
に
位
置
づ
け
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
問
う
こ

と
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
の
物
語
り
の
全
体
が
、
八

世
紀
初
頭
の
日
本
と
い
う
、
特
定
の
時
代
の
特
定
の
地
域
に
お
け
る
人
々
の

営
み
の
所
産
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
を
考
え
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
水
林
は
、
『
古
事
記
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
「
律
令
国
家
が
、

大
安
萬
侶
と
い
う
天
才
を
得
て
創
造
し
た
(
宮
廷
神
話
)
す
な
わ
ち
政
治
思
想

的
作
品
」
　
で
あ
る
と
断
定
し
、
「
認
識
の
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
も
社
会
も
、

認
識
主
体
の
主
観
か
ら
は
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
客
観
的
実
在
」
で
あ
る
と

す
る
。
そ
し
て
い
わ
ば
「
一
語
」
を
全
体
の
中
へ
、
全
体
を
「
一
語
」
の
解
釈

の
内
に
、
と
い
っ
た
手
順
の
過
程
に
お
い
て
、
あ
る
一
貫
し
た
「
作
者
」
の
意

図
の
下
に
成
る
も
の
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
を
、
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
部
分
の
正
し
さ
」
が
「
全
体
の
正
し
さ
」
を
証
し
、
そ
の
道
も
ま
た
、
と
い

う
形
で
、
あ
る
統
一
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
世
界
(
の
理
解
)
を
作
り
あ
げ
よ
う
と

い
う
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
解
釈
の
態
度
は
、

前
の
子
安
の
挙
げ
た
「
あ
え
て
採
用
し
な
い
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
一
番
目

の
も
の
に
、
よ
り
近
似
す
る
解
釈
の
態
度
で
あ
る
。
「
荻
生
狙
裸
」
と
い
う
特

定
の
「
思
想
家
個
人
」
が
そ
の
成
立
の
前
提
と
さ
れ
る
狙
裸
の
テ
ク
ス
ト
に
つ

い
て
の
議
論
と
、
一
般
的
に
は
匿
名
性
の
も
の
と
さ
れ
る
「
神
話
」
の
テ
ク
ス

ト
に
対
す
る
議
論
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
無
理
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が

(
た
だ
し
水
林
は
　
「
作
家
」
=
大
安
萬
侶
を
前
面
に
出
し
て
い
る
)
、
こ
こ
で

は
、
思
想
的
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
お
け
る
対
距
的
な
あ
り
よ
う
を
明
確
に
示
す

も
の
と
し
て
、
提
示
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
一
体
こ
の
ど
ち
ら
の
態
度
が
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と

し
て
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
正
・
否
の
事
柄

で
は
な
く
し
て
結
局
、
論
者
の
「
好
み
」
、
議
論
す
る
ス
ク
ソ
ス
の
違
い
の
問

題
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
は
た
し
て
両
者
が
よ
り
高
次
の
次
元
で
共
有

し
得
る
よ
う
な
視
点
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
た
と
え
は
筆
者

に
と
っ
て
は
、
既
に
解
決
済
み
で
も
、
空
想
的
で
も
、
ま
た
一
般
的
に
す
ぎ
る

問
題
で
も
な
い
。
自
ら
が
何
ら
か
の
思
想
的
言
説
を
分
析
し
論
じ
ょ
う
と
す
る

際
、
こ
う
し
た
両
者
の
視
点
の
中
間
領
域
に
お
い
て
揺
れ
動
き
つ
つ
何
か
を
言

お
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
筆
者
自
身
の
乏
し
い
経
験
を
振
り
返
っ
て

の
正
直
な
感
想
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た

ち
が
過
去
の
テ
ク
ス
ト
を
(
い
ず
れ
の
方
法
で
あ
れ
)
理
解
し
、
そ
れ
を
言
語

表
現
の
中
に
定
着
さ
せ
る
と
き
、
私
た
ち
は
す
で
に
な
ん
ら
か
の
コ
ー
ド
に
依

存
し
て
そ
う
し
た
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
コ
ー
ド
は
常
に
歴

史
的
な
、
あ
る
い
は
空
間
的
な
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
私
た
ち
が
な
に
ご
と
か
を
語
り
、
論
じ
る

際
に
は
、
こ
う
し
た
コ
ー
ド
に
仮
託
す
る
こ
と
な
し
に
語
り
得
る
も
の
は
な
に

も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
在
る
「
私
」
と
い
う
も
の
の
存
在
が
、

三
者
(
テ
ク
ス
ト
、
作
者
、
解
釈
者
)
の
間
の
連
絡
を
常
に
可
変
型
の
も
の
と

す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
的
循
環
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
循
環
」
の
あ
り

よ
う
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
自
己
内
省
の
契
機
と
は
な
り
得

る
が
、
個
別
の
議
論
の
場
面
に
お
い
て
、
真
に
そ
う
し
た
内
省
を
「
現
前
」
し

続
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
、
文
字
に
定
着
さ
せ
る
(
す
な
わ
ち
解
釈
と
い
う
言

述
の
内
に
虔
閑
し
続
け
る
)
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
事
態
の
こ
と
の
よ

う
に
、
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
議
論
は
常
に
壊
さ
れ
続
け
、
先
延
べ

さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
あ
り
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
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で
私
た
ち
は
常
に
何
ご
と
か
を
「
語
り
」
、
「
意
味
づ
け
」
す
る
。
そ
う
い
う
こ

と
か
ら
言
え
ば
、
解
釈
者
の
「
先
入
見
」
を
停
止
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
所
与
の

テ
ク
ス
ト
の
自
明
性
を
「
壊
す
」
と
い
う
の
も
、
一
つ
の
よ
り
大
き
な
外
側
か

ら
の
(
別
の
レ
ベ
ル
で
の
)
　
「
意
味
づ
け
」
　
に
他
な
ら
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
対

す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
フ
ー
コ
ー
の
す
る
議
論
の
優
位
性
を
私
た
ち
は
確

か
に
認
め
つ
つ
、
一
方
で
、
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
統
一
的
理
解
」
を
求
め
よ

う
と
す
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
あ
る
よ
り
大
き
な
外
側
に
(
実

は
)
あ
る
は
ず
の
も
の
、
自
ら
の
分
析
の
「
枠
」
の
姿
、
を
見
な
い
よ
う
に
し

て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
が
最
近
の
テ
ク
ス
ト
論
な
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
い
わ
ば
隠
蔽
さ
れ
た
　
「
分
析
枠
」
、
そ
れ
を
た
と
え
ば
　
「
抽
象
的

外
部
」
(
野
口
武
彦
)
と
称
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

二

野
口
武
彦
は
か
つ
て
、
「
江
戸
学
ブ
ー
ム
」
を
批
判
し
て
興
味
深
い
小
林
秀

雄
批
判
、
柄
谷
行
人
批
判
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
　
(
「
現
代
江
戸
学
の
原
質
-

本
居
宣
長
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ソ
と
プ
レ
.
モ
ダ
ン
ー
」
)
。
そ
こ
で
展
開
さ
れ

て
い
る
、
方
法
論
上
の
小
林
秀
雄
と
柄
谷
行
人
と
の
相
似
性
　
(
「
こ
と
ほ
ど
さ

よ
う
に
、
柄
谷
氏
は
小
林
秀
雄
の
後
継
者
た
る
名
に
恥
じ
な
い
。
」
)
を
め
ぐ
る

議
論
の
詳
細
に
、
今
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
論
の
後
半
部
、
江
戸
期
「
注

釈
学
」
に
関
す
る
柄
谷
の
議
論
(
主
と
し
て
、
断
続
的
に
発
表
さ
れ
た
評
論
、

「
注
釈
学
的
世
界
-
江
戸
思
想
序
説
」
を
指
す
)
に
対
す
る
野
口
の
批
評
の
ポ

イ
ソ
ト
の
部
分
を
、
少
し
長
く
な
る
が
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
注
釈
学
は
、
朱
子
に
お
け
る
よ
う
に
、
哲
学
に
下
屈
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
、
哲
学
と
別
個
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
注
釈
学
は
、
〝
哲
学
″

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
デ
ィ
コ
ソ
ス
ト
ラ
ク
ト
す
る
外
部
性
で
あ
り
、
仁
斎
以
後
、
哲
学
は
注
釈

学
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
」
(
「
江
戸
の
精
神
」
、
『
現
代
思
想
』
所
収
)
と

柄
谷
氏
は
い
う
の
だ
が
、
こ
の
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
外
部
」
と
し
て
想
定
さ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

れ
て
い
る
の
が
、
同
時
代
空
間
と
は
ど
こ
か
別
箇
の
い
わ
ば
抽
象
的
外
部
で

あ
る
こ
と
は
論
理
必
然
的
で
あ
る
。
こ
の
論
法
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

宣
長
の
ケ
ー
ス
に
も
通
用
さ
れ
る
。
い
わ
く
、
「
自
ら
の
日
常
的
な
思
考
を

疑
う
こ
と
、
い
わ
ば
そ
れ
を
現
象
学
的
に
還
元
し
て
行
く
こ
と
、
そ
の
よ
う

な
内
省
が
、
r
同
時
に
、
〝
古
の
這
〃
　
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
と
切
り
は
な
し

え
な
い
の
で
あ
る
」
(
同
前
)
と
。
そ
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
で
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
さ
き
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
的
原

理
に
よ
っ
て
、
小
林
秀
雄
の
場
合
と
同
様
に
、
是
非
当
否
の
論
議
は
不
可
能

で
あ
る
。
た
だ
ひ
と
つ
い
え
る
こ
と
は
、
抽
象
的
外
部
な
る
も
の
は
果
し
て

あ
り
う
る
の
か
と
い
う
、
そ
れ
こ
そ
方
法
論
的
な
疑
問
の
提
出
の
み
で
あ
る
。

仁
斎
は
大
名
家
の
招
碑
を
こ
と
わ
っ
て
町
人
儒
者
と
し
て
の
意
地
を
と
お

し
た
。
狙
裸
は
、
純
粋
封
建
制
へ
の
復
帰
を
主
張
し
っ
つ
、
徳
川
幕
府
の
衰

運
を
予
言
し
た
。
宣
長
は
、
『
玉
く
し
げ
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
巧
妙
に

現
実
政
治
へ
の
参
加
を
回
避
し
た
。
そ
の
結
果
、
亜
流
た
ち
の
問
に
、
政
治

学
的
訓
練
な
し
に
政
治
参
加
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
ど
も
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ

た
。
要
す
る
に
み
な
さ
ん
、
い
や
に
な
る
ほ
ど
肉
質
的
で
具
体
的
な
江
戸
時

代
の
「
内
部
」
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、
和
(
「
内
部
」
)

を
も
っ
て
和
を
制
す
る
態
の
方
法
論
が
　
「
探
求
」
　
さ
れ
な
い
の
か
。
(
傍
点

は
野
口
)

「
夷
を
も
っ
て
和
を
制
す
。
こ
れ
が
(
柄
谷
の
言
う
)
　
『
注
釈
学
的
世
界
』
　
の

基
本
的
な
方
法
論
で
あ
る
。
」
　
と
す
る
の
が
、
野
口
の
柄
谷
評
の
ポ
イ
ソ
ト
で

あ
り
、
そ
こ
で
言
う
「
夷
」
と
は
、
前
出
の
「
抽
象
的
外
部
」
　
の
こ
と
で
あ
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る
。
野
口
が
何
を
以
て
「
和
(
内
部
)
を
も
っ
て
和
(
内
部
)
を
制
す
る
態
の

方
法
論
」
と
考
え
て
い
る
か
は
、
必
ず
し
も
筆
者
に
と
っ
て
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
彼
が
言
う
ご
と
く
、
柄
谷
の
江
戸
の
「
注
釈
学
」
　
へ
の
ま
な
ざ
し
の
内
に

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

は
、
「
歴
史
的
連
続
性
へ
の
拒
絶
の
姿
勢
、
対
象
の
自
己
完
結
性
、
そ
れ
自
体
性

へ
の
い
ち
じ
る
し
い
傾
き
」
(
同
前
)
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
見
方
と

し
て
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

宣
長
や
仁
斎
の
言
説
を
、
そ
の
語
り
出
さ
れ
た
コ
ソ
テ
ク
ス
ト
や
時
代
性
を

い
わ
ば
捨
象
し
て
、
そ
の
方
法
論
の
み
を
今
日
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ソ
的
観
点
か
ら

整
理
す
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
新
鮮
で
開
拓
的
な
作
業
で
あ
る
の
だ
が
、
そ

れ
が
一
見
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
「
方
法
論
」
上
の
地
平
に
お
l
い
て
の
み
語
ら
れ
る

た
め
、
か
え
っ
て
隠
さ
れ
た
「
価
値
づ
け
」
、
隠
さ
れ
た
「
外
側
の
枠
」
が
気

に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
は
、
そ
う
し
た
弱
点
が
あ
ら
わ
に
な
る

の
は
、
た
と
え
ば
彼
が
仁
斎
の
　
『
論
語
』
注
釈
の
言
説
の
内
に
「
他
者
」
の
発

見
を
読
み
込
む
(
見
出
す
)
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
櫻
井
進
は
柄

谷
の
江
戸
「
注
釈
学
」
研
究
が
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
と
し
て
、
そ
れ
は

柄
谷
が
「
江
戸
を
朱
子
学
的
な
理
の
形
而
上
学
の
脱
構
造
が
す
で
に
完
了
し
た

ー
脱
構
築
が
完
了
す
る
こ
と
な
ど
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
脱
構
築
が
完
了
し
た

と
す
る
な
ら
は
そ
こ
で
あ
ら
た
な
形
而
上
学
が
発
生
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
再
び
脱
構
築
は
開
始
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
表
層
の

み
が
存
在
す
る
、
遠
近
法
的
な
視
線
の
存
在
し
て
い
な
い
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
な

社
会
と
し
て
と
ら
え
、
徳
川
思
想
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
」
点
に
あ
る
、
と
し

て
い
る
が
(
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
江
戸
は
他
者
か
」
)
、
そ
う
し
た
批
判
は
ま

さ
に
一
面
で
当
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

柄
谷
は
最
近
の
議
論
で
、
「
日
本
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
プ
レ
モ
ダ
ソ
な

も
の
と
表
裏
一
体
で
す
。
…
(
中
略
)
…
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
ら
は
い
つ
で

も
相
互
に
入
れ
替
わ
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
二
義
的
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
切
な
の
は
、
そ
う
い
う
評
価
で
は
な
く
て
、
わ
れ

わ
れ
自
身
が
そ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
条
件
を
検
討
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
」

と
断
わ
っ
た
上
で
、
日
本
文
化
全
般
に
関
わ
る
大
き
な
分
析
を
行
っ
て
い
る

(
「
双
系
制
を
め
ぐ
っ
て
」
)
。
そ
し
て
、
そ
の
議
論
の
ま
と
め
と
し
て
、
日
本

文
化
に
お
け
る
　
「
双
糸
制
」
と
い
う
観
点
を
提
示
し
、
「
日
本
の
会
社
の
よ
う

な
組
織
は
、
個
人
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
家
族
的
血
縁
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
き
わ
め
て
「
イ
ユ
」
的
な
団
結

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
主
義
で
も
集
団
主
義
で
も
な
く
、
い
わ
ば
「
柔
ら
か

い
個
人
主
義
(
集
団
主
義
)
」
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
は
、
西
洋
に
も
中
国
・

韓
国
に
も
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
　
と
語
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
経
過
を
見
る
と

き
、
そ
れ
(
文
化
に
お
け
る
「
双
系
制
」
と
い
う
観
点
)
を
、
い
か
に
(
こ
れ

は
「
構
造
」
で
は
な
い
)
と
本
文
中
に
力
説
し
て
も
、
議
論
が
自
然
と
「
日
本

文
化
論
」
的
方
向
に
流
れ
て
い
く
こ
と
は
否
定
L
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
こ
と
は
、
「
抽
象
的
外
部
(
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
、
か
つ
議
論
の
前
面
か
ら
は

隠
さ
れ
た
)
」
か
ら
の
ま
な
ざ
し
に
依
拠
し
て
な
さ
れ
る
議
論
が
、
場
合
に
よ

っ
て
は
価
値
志
向
的
「
文
化
論
」
に
収
束
し
か
ね
な
い
可
能
性
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
思
想
が
内
包
す
る
、
時
間
性

や
空
間
性
を
捨
象
し
た
彼
の
江
戸
期
「
注
釈
学
」
の
研
究
に
も
、
そ
れ
は
一
面

通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
可
能
性
は
、
今
日
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ソ

的
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
論
が
、
一
般
的
に
内
包
す
る
問
題
の
一
つ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
私
た
ち
は
ど
う
い
う
立
場
を
取
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
取
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
も
如
何
な
る
領
域
に
お
い
て
。
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三

前
節
で
筆
者
は
、
主
と
し
て
柄
谷
の
江
戸
期
「
注
釈
学
」
研
究
に
対
す
る
批

判
を
参
照
し
っ
つ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
論
に
内

在
す
る
で
あ
ろ
う
問
題
点
を
述
べ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
た
ち

に
と
っ
て
の
「
蹟
き
の
石
」
と
し
て
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
彼

の
着
日
そ
れ
自
体
に
は
、
無
視
で
き
な
い
研
究
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
に
述
べ
る
。

始
め
の
ほ
う
で
筆
者
は
、
テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
い
て
「
作
者
」
あ
る
い
は

「
作
品
」
に
対
す
る
立
場
と
し
て
、
二
つ
の
典
型
を
挙
げ
、
そ
の
上
で
フ
ー
コ

ー
の
す
る
議
論
の
優
位
性
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
解
釈
の
現
場
に
お
け
る
そ
の

適
用
に
、
い
く
つ
か
の
越
え
ら
れ
る
べ
き
困
難
な
ハ
ー
ド
ル
の
存
す
る
こ
と
は
、

す
で
に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
は
、
そ
う

し
た
テ
ク
ス
ト
論
、
「
作
者
」
論
が
有
効
に
適
用
さ
れ
得
る
世
界
と
い
う
も
の

が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
作
者
」
、

「
テ
ク
ス
ト
」
、
「
読
者
」
と
い
う
問
題
が
よ
り
鮮
明
に
私
た
ち
の
「
解
釈
」
と

い
う
営
み
の
前
面
に
出
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
領
域
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
つ
ま
り
、
「
注
釈
学
」
的
所
産
に
埋
め
尽
さ
れ
た
も
の
と
し
て
在
る
、
(
そ

し
て
今
日
に
ま
で
続
く
)
私
た
ち
の
思
想
的
言
説
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
着

目
し
、
そ
れ
を
特
徴
的
に
実
現
し
た
世
界
と
し
て
、
江
戸
期
に
お
け
る
思
想
言

説
の
展
開
を
、
柄
谷
が
「
注
釈
学
的
世
界
」
と
名
づ
け
て
提
示
し
た
こ
と
に

は
、
や
は
り
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

私
た
ち
が
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
了
解
し
、
そ
れ
を
思
想
的
言
説
の
内
に
定
着

さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
、
き
わ
め
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
た
ぶ
ん
二
通
り
の

筋
道
が
あ
る
だ
ろ
う
。
自
・
他
の
比
較
、
対
照
を
通
じ
て
「
自
」
の
あ
り
よ
う

を
了
解
し
言
説
化
す
る
-
す
な
わ
ち
、
あ
る
「
共
時
的
」
な
場
に
お
い
て
、
自
・

他
の
異
な
り
の
意
識
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
る
場
合
と
、
過
去
か
ら
の
歴
史
的

な
連
続
性
に
お
い
て
ー
す
な
わ
ち
、
「
通
時
的
」
な
場
に
お
い
て
、
自
ら
を
定

位
さ
せ
る
場
合
と
、
こ
の
二
つ
の
筋
道
が
あ
り
得
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
か

一
方
の
み
で
自
己
了
解
や
、
そ
の
言
説
化
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ

れ
も
作
業
上
の
手
順
と
し
て
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
後
者
の
方
、
す
な
わ
ち

「
通
時
的
」
な
場
に
お
け
る
自
己
了
解
と
そ
の
言
説
化
が
そ
の
主
た
る
部
分
と

し
て
な
さ
れ
た
の
が
、
日
本
で
あ
り
(
特
に
近
世
以
降
の
)
、
東
ア
ジ
ア
で
あ

っ
た
。
日
本
、
及
び
東
ア
ジ
ア
の
知
的
世
界
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
わ
け
と
し
て

は
、
従
来
、
仏
教
の
「
古
典
(
経
典
)
中
心
主
義
」
や
儒
教
の
「
尚
古
主
義
」

が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
因
果
関
係
の
追
求
に
は
今
さ
し
あ

た
っ
て
関
心
が
な
い
。
要
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
あ
る
私
た
ち
の
思
想
的
言
説

の
世
界
に
、
そ
の
よ
う
な
言
説
の
歴
史
の
堆
積
(
歴
史
的
な
意
味
の
網
の
目
)

の
果
て
に
在
る
私
た
ち
が
、
ど
う
対
処
し
、
ど
う
「
異
化
」
し
、
ど
う
対
象
化

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
「
作
者
」
及
び
「
テ
ク
ス
ト
」

の
問
題
は
、
注
釈
者
と
「
経
典
」
、
私
た
ち
と
江
戸
期
の
「
注
釈
的
世
界
」
、
と

い
う
二
重
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
点

で
、
過
去
の
「
文
献
学
的
伝
統
」
一
(
そ
れ
こ
そ
が
、
す
で
に
在
る
言
説
-
い
わ

ゆ
る
日
本
的
言
説
I
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
に
、
(
学
問
的
客
観
性
)
　
の
名
の
下

に
単
線
的
に
入
り
込
ん
で
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
が
)
と
は
異
な
る
か
た
ち

で
「
注
釈
学
的
世
界
」
を
提
示
し
た
点
に
、
柄
谷
の
分
析
の
斬
新
さ
が
あ
る
。

過
去
の
日
本
の
「
文
献
学
的
伝
統
」
に
内
在
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
、
問
題

点
に
つ
い
て
は
、
早
く
は
西
郷
信
綱
　
(
『
国
学
の
批
判
』
)
　
や
戸
坂
潤
(
『
日
本

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
　
「
「
文
献
学
」
　
的
哲
学
の
批
判
」
)
　
な
ど
に
お
い
て
論
じ
尽

さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
ま
た
言
及
す
る
に
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
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は
、
明
確
に
異
な
る
か
た
ち
で
柄
谷
が
江
戸
期
「
注
釈
学
」
に
立
ち
向
か
う
際

に
、
そ
の
分
節
点
と
し
た
の
は
、
朱
子
学
の
「
理
」
を
こ
は
む
こ
と
で
成
立
す

る
「
注
釈
学
」
の
変
質
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
理
」
(
朱
子
学
)
中
心
の
儒
学
を

西
洋
近
代
に
お
け
る
「
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
」
に
類
推
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
へ
の

批
判
、
抵
抗
が
あ
く
ま
で
も
「
テ
ク
ス
ト
空
間
」
の
内
部
に
お
い
て
行
わ
れ
た

こ
と
に
注
目
す
る
。
朱
子
学
の
「
理
」
的
世
界
観
と
の
格
闘
の
場
合
に
お
い
て

近
世
日
本
思
想
の
質
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼
に
限
ら
ず
常
識
的
な
事
柄
に
属

す
る
が
、
役
は
そ
れ
を
西
洋
思
想
に
お
け
る
デ
リ
ダ
の
「
脱
構
築
」
に
相
当
す

る
よ
う
な
、
「
知
」
の
枠
組
み
の
大
き
な
変
革
で
あ
る
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
仁
斎
や
狙
裸
に
よ
る
、
朱
子
学
風
の
注
釈
で
は
な
い
、
つ
ま
り
形
而

上
学
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
い
、
「
テ
ク
ス
ト
」
の
「
テ
ク
ス
ト
性
」

の
発
見
と
い
う
ド
ラ
マ
に
お
い
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。

仁
斎
に
お
け
る
こ
う
い
う
飛
掟
を
、
歴
史
学
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
仁
斎
の
「
注
釈
学
」
は
、
朱
子
学
の
な
か
か
ら
飛
躍
的
に
出
現
し
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
注
釈
の
長
い
伝
統
か
ら
出
て
き
た
の
で
は

な
い
。
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
仁
斎
の
「
気
」
に
つ
い
て
の
考
え
が
朱
子
と
ど

う
ち
が
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
た
ん
に
派
生
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。

彼
の
飛
躍
的
な
転
回
は
、
『
論
語
』
　
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
見
出
し
た
こ
と
に

こ
そ
あ
る
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
前
掲
「
注
釈
学
的
世
界
」
)

仁
斎
、
狙
裸
以
後
の
「
注
釈
学
」
に
関
し
て
、
こ
う
し
た
着
目
は
そ
れ
自
体
と

し
て
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
と
「
注
釈
学
的
」

所
産
と
し
て
の
思
想
的
言
説
と
の
関
係
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
問

題
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
仁
斎
が
『
論
語
』
の
ダ
イ

ア
ロ
ー
グ
的
世
界
に
「
他
者
性
」
を
見
出
し
た
、
と
い
う
風
に
は
読
み
込
ま
れ

る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
と
江
戸
期
「
注
釈
学
」
と
の
関
わ
り
に

お
け
る
問
顆
で
は
あ
り
得
て
も
、
彼
ら
に
お
け
る
「
注
釈
」
の
主
題
で
は
な

い
。
仁
斎
に
は
あ
く
ま
で
も
「
意
味
血
脈
論
」
が
あ
り
、
狙
裸
に
は
「
先
王
の

道
」
や
「
礼
」
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、

柄
谷
自
身
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
は
、
「
あ
る
決
ま
っ
た
言
語
体
系
、
タ
ー
ミ
ノ

ロ
ジ
ー
を
自
前
で
変
形
し
な
が
ら
や
っ
て
い
る
姿
」
(
「
江
戸
の
注
釈
学
と
現

在
」
)
そ
の
も
の
の
内
部
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
る
べ
き
な
の
だ
。
「
仁
斎
に
よ
っ

て
、
「
読
む
」
と
い
う
こ
と
が
始
ま
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
す
。
言
葉
の
意
味

と
い
う
の
は
、
定
義
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的

な
用
法
か
ら
徐
々
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
仁
斎
は
わ

か
っ
て
い
た
。
」
(
同
前
)
、
「
肝
心
な
の
は
「
定
義
」
で
は
な
い
。
仁
斎
が
注
目

し
た
の
は
、
『
論
語
』
の
言
葉
で
あ
る
。
」
　
(
「
注
釈
学
的
世
界
」
)
と
い
う
、
ま

さ
に
そ
の
「
用
語
法
」
的
に
形
成
さ
れ
る
意
味
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
社
会
的

に
有
意
味
な
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
仁
斎
的
な
る
世
界
、
あ
る
い

は
そ
の
よ
う
な
「
言
説
の
様
態
の
特
徴
を
指
示
す
べ
く
機
能
」
す
る
「
仁
斎
」

と
い
う
「
作
者
」
名
、
そ
の
生
成
過
程
に
こ
そ
私
た
ち
の
分
析
の
眼
が
注
が
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
私
た
ち
に
と
っ
て
江
戸
期
の

「
注
釈
学
」
を
対
象
化
す
る
道
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
作
業
は
、
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
に
お
け
る
「
民
族
誌
」
記
述

の
場
面
に
ど
こ
か
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
び
と
が
社
会
的
な
や
り
と
り
の
現
場
で
、
ど
の
よ
う
な
志
向
性
を
も
っ

て
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
文
化
コ
ー
ド
や
イ
デ
ィ
オ
ム
を
参
照
し
つ
つ
、

印
象
を
操
作
し
て
い
る
か
。
ま
た
固
有
の
志
向
性
を
も
っ
た
読
み
を
示
し
あ

う
こ
と
で
、
共
暁
的
世
界
の
中
か
ら
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の
イ
デ
ィ
オ
ム

や
信
念
を
つ
く
り
あ
げ
て
ゆ
く
の
か
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
印
象
操
作
の
中
に

見
出
だ
せ
る
手
法
は
、
具
体
相
で
み
る
な
ら
ば
、
文
化
的
に
固
有
な
レ
ト
リ
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ッ
ク
の
形
式
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
、
人
間
に
と
っ
て
よ
り
一

般
的
な
論
理
が
見
出
だ
せ
な
い
か
。
　
　
　
　
　
(
谷
泰
『
文
化
を
読
む
』
)

(
『
論
語
』
　
は
毎
日
の
こ
ま
ご
ま
と
し
た
問
答
で
あ
る
が
、
た
と
え
は
大
海
も

水
、
一
勺
の
水
も
ま
た
同
じ
水
で
あ
る
よ
う
に
、
千
言
万
語
す
る
と
こ
ろ
も
皆

一
つ
の
理
な
の
だ
。
必
ず
す
っ
か
り
見
通
し
待
て
、
そ
れ
を
他
の
書
物
に
推
し

及
ぼ
せ
ば
、
道
理
は
皆
通
じ
る
の
だ
。
『
朱
子
語
類
』
巻
十
九
)
と
い
っ
た
、
「
理

一
分
殊
」
的
言
語
観
か
ら
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
で
、
仁
斎
や
狙
裸
、
そ
し
て
宣
長

の
注
釈
は
為
さ
れ
た
。
彼
ら
は
ま
さ
に
、
用
語
法
的
に
意
味
が
形
成
さ
れ
る
も

の
と
し
て
の
「
イ
デ
ィ
オ
ム
」
や
、
「
文
化
コ
ー
ド
」
と
し
て
の
事
物
の
連
関

に
執
し
っ
つ
、
「
注
釈
学
的
世
界
像
」
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
そ
う

し
た
行
動
、
読
解
を
促
し
た
の
は
確
か
に
「
政
治
的
無
意
識
と
し
て
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
は
　
「
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
　
〝
呼
び
か

け
″
」
　
に
応
じ
る
　
「
自
己
発
展
と
開
示
の
ド
ラ
マ
に
類
し
た
行
為
」
　
で
は
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
(
措
形
康
「
徳
川
思
想
研
究
序
説
(
一
)
」
参
照
)
、
そ

れ
は
や
は
り
『
論
語
』
や
『
古
事
記
』
と
い
っ
た
「
テ
ク
ス
ト
」
を
通
じ
て
初

め
て
意
識
さ
れ
る
、
「
共
観
的
世
界
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
共
甑
的

世
界
」
を
内
側
か
ら
い
か
に
対
象
化
し
て
ゆ
く
か
が
、
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
か
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
世
界
」
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
「
作
者
」
を

と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
思
想
的
言
説
に
お
け
る
「
作
者
」
の
問
題

の
所
在
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
は
「
対
話
す
べ
き
「
他
者
」
」

と
し
て
「
テ
ク
ス
ト
」
を
見
出
し
た
の
で
も
な
く
、
「
テ
ク
ス
ト
」
の
内
に
「
他

者
」
を
見
出
し
た
の
で
も
な
か
っ
た
が
、
ま
た
「
テ
ク
ス
ト
」
を
離
れ
て
な
に

ご
と
か
を
言
い
得
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
文
字
通
り
『
古
事

記
』
を
「
脱
構
築
」
し
て
し
ま
っ
た
平
田
篤
胤
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
彼
ら
の
そ
う
し
た
一
連
の
営
為
の
外
郭
を
「
注
釈
学
的
世
界
像
」
と
規
定

し
た
上
で
、
そ
の
中
に
お
け
る
「
意
味
」
生
成
の
過
程
、
隠
喩
、
及
び
換
喩
作

用
を
媒
介
と
し
て
の
社
会
的
力
の
発
生
(
特
に
籍
胤
の
場
合
な
ど
)
の
過
程
、

を
分
析
し
対
象
化
す
る
こ
と
が
、
筆
者
に
と
っ
て
の
こ
れ
か
ら
先
の
課
題
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

引

用

文

献

措
形
　
康
「
徳
川
思
想
研
究
序
説
(
一
)
」
(
『
文
學
論
叢
』
九
五
、
愛
知
大
學
文

學
会
、
一
九
九
〇
年
、
所
収
)
。

柄
谷
行
人
「
注
釈
学
的
世
界
-
江
戸
思
想
序
説
」
I
・
Ⅱ
・
Ⅲ
(
『
文
教
』
河
出

書
房
新
社
、
一
九
八
六
年
、
春
季
号
・
夏
季
号
・
秋
季
号
、
所
収
)
。

同
　
　
「
江
戸
の
注
釈
学
と
現
在
」
(
『
言
葉
と
悲
劇
』
第
三
文
明
社
、
一
九

八
九
年
、
所
収
)
。

同
　
　
「
双
系
制
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
文
學
界
』
文
塾
春
秋
、
一
九
九
一
年
、

一
二
月
号
、
所
収
)
。

子
安
宣
邦
『
「
事
件
」
と
し
て
の
狙
裸
学
』
青
土
社
、
一
九
九
〇
年
。

西
郷
信
綱
『
国
学
の
批
判
』
未
来
社
、
一
九
ユ
ハ
五
年
。

櫻
井
　
進
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
江
戸
は
他
者
か
」
(
『
日
本
文
学
』
四
六
〇
、

日
本
文
学
協
会
、
所
収
)
。

谷
奉
　
編
『
文
化
を
読
む
』
人
文
書
院
、
一
九
九
一
年
。

戸
坂
　
潤
『
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
』
岩
波
文
庫
版
、
一
九
七
七
年
。

野
口
武
彦
「
現
代
江
戸
学
の
原
質
-
本
居
宣
長
に
お
け
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ソ
と
プ

レ
モ
ダ
ソ
ー
」
(
『
新
潮
』
新
潮
社
、
一
九
八
七
年
六
月
号
、
所
収
)
。

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
作
者
と
は
何
か
で
』
　
(
清
水
徹
・
豊
崎
光
一
訳
)
　
哲

学
書
房
、
一
九
九
〇
年
。

水
林
　
彪
『
記
紀
神
話
と
王
権
の
祭
り
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
。

(
な
か
む
ら
・
し
ゆ
ん
さ
く
/
広
島
大
学
)
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今
月
号
掲
載
の
論
文
要
旨

日
本
に
お
け
る
思
想
的
言
説
を
題
材
に
「
作
者
」

及
び
「
テ
ク
ス
ト
」
を
論
じ
る
場
合
、
そ
れ
は
必
然

的
に
、
わ
が
国
の
思
想
の
「
注
釈
学
」
的
あ
り
よ
う

へ
の
内
省
へ
と
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
私
た
ち
の
「
テ
ク
ス
ト
論
」
に
お
け
る

「
作
者
」
や
「
読
者
」
の
問
題
と
、
江
戸
期
の
「
注

釈
学
的
世
界
像
」
が
内
包
す
る
問
題
と
は
、
ど
の
よ

う
に
連
続
し
、
ま
た
断
絶
し
て
い
る
の
か
。
柄
谷
の

議
論
を
批
判
的
に
継
承
し
っ
つ
、
「
注
釈
学
的
世
界

像
」
に
対
す
る
今
後
の
研
究
の
展
望
を
得
る
。

注
釈
学
的
世
界
像
の

再
検
討
に
向
け
て

中
　
村
　
春
　
作
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Towards the Reconsideration of a World View

Created through Commentary

Shunsaku Nakamura

Discussing the "author" and the "text" in the light of intellectual dis-

courses inevitably leads us to reflect on the state of thought in this country
which exists as "commentary."

How are the problems of "author" and "text" grappled by those of us who
practice textual analysis connected with, or disjunct from, the problems contained

in the world view created through a commnetary in the Edo Period? I will

attempt to present an alternative perspective to the world view created through

a commentary by critically elaborating on the theory of Kojin Karatani.




