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第
七
十
巻

第

号

l'、

A 

堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

『
古
典
派
経
済
学
の
研
究
」
や
よ
ん
で

序

京
都
大
学
経
済
学
部
の
卒
業
生
の
う
ち
で
、
経
済
学
史
の
研
究
と
教
授

と
に
お
い
て
わ
が
同
で
顕
著
な
業
讃
を
あ
げ
ら
れ
た
人
と
し
て
、
姻
経
夫

博
士
の
名
を
失
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
昨
年
の
四
月
に
博
士
が
還
暦
を

む
か
え
ら
れ
た
斗
之
を
記
念
し
て
、
現
在
博
士
と
も
ヲ
と
も
近
く
接
し
て

お
ら
れ
る
大
道
安
次
郎
と
久
保
芳
和
の
両
教
授
の
御
尽
力
に
上
ワ
て
、
昨

年
の
九
月
に
、
一
冊
の
記
念
論
文
集
が
出
版
せ
ら
れ
た
。
題
し
て
『
古
典

派
経
済
学
の
研
究
』
と
い
い
、
収
め
る
論
岩
は
実
に
一
七
編
に
及
び
、
そ

の
い
づ
れ
も
は
、
博
士
の
研
究
お
よ
び
直
接
の
指
導
に
よ
り
ず
一
、
経
済
学

担
の
研
究
に
深
く
心
を
寄
せ
て
活
躍
い
る
人
た
ち
の
労
作
で
あ
り
、
附
す

る
に
博
士
の
年
譜
・
著
作
目
録
、
な
ら
び
に
博
士
愛
蔵
の
蔵
書
目
録
を
以

て
す
る
、
実
に
凹
一
六
買
の
大
冊
で
あ
る
ロ
わ
が
国
に
お
い
て
、
経
済
学

出

勇

蔵

口

史
の
研
究
が
経
済
学
界
に
お
レ
て
占
め
毛
位
置
の
大
い
き
が
|
|
あ
え
て

深
苫
〉
は
い
わ
ぬ
|
|
外
国
に
そ
の
例
を
見
ら
れ
ぬ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る

こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

昭
和
一
一
十
一
年
度
に
も
、
わ
が
学
界
は
経
済
学
史
の
研
究
史
に
相
当
多
量

な
研
究
成
果
を
み
の
ら
せ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
こ
の
記
念
論

文
集
は
目
立
ヮ
た
在
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
の
由
来
を
考
え
る
と
き
、

わ
が
国
の
学
界
に
お
け
る
一
つ
の
金
宇
塔
と
し
て
、
こ
れ
は
後
の
世
に
永

く
残
る
に
ち
が
い
な
い
臼
掘
博
士
の
産
雇
を
祝
賀
し
、
あ
わ
せ
て
御
加
笠

を
い
の
る
の
微
意
か
ら
、
こ
こ
に
こ
の
論
文
集
の
読
後
感
を
L
る
し
て
、

学
界
の
美
挙
を
世
に
た
た
え
よ
う
と
思
う
。

」
の
論
文
集
の
特
色
と
い
え
ば
、

つ
苦
の
点
が
あ
げ
ら
わ
る

第



に
、
こ
こ
に
は
、
堀
博
士
の
研
究
一
ア
1

マ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
古
典
派
こ
と

に
ス
ミ
ス
左
リ
カ
ア
ド
ウ
と
に
関
す
る
研
究
論
文
が
多
く
、
そ
の
他
は
ス

ミ
ス
を
準
備
す
る
イ
ギ
U
ス
の
自
由
貿
易
論
の
討
究
(
小
林
昇
教
授
)
で

あ
っ
た
り
、
ス
ミ
ス
の
同
時
代
者
ベ
ン
サ
ム
L
L

グ
ェ
グ
ォ
シ
ス
を
結
ぶ
思

想
の
系
譜
を
た
ず
ね
る
も
の
で
あ
っ
た
り

(
A
保
芳
和
教
授
)
、
ア
メ
リ

カ
に
お
け
る
古
典
派
の
一
代
表
、

W
-
H
・
サ
ム
ナ
ー
の
紹
介
で
あ
っ
た

り
す
あ
(
大
道
安
次
郎
教
授
)
。
な
か
に
は
、
無
理
に
古
典
派
と
結
び
つ

け
よ
う
と
し
た
筆
者
の
努
力
か
し
の
ば
れ
る
の
も
あ
之
、
わ
れ
わ
れ
の

微
笑
を
さ
そ
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
と
こ
に
は
、
論
文
集
と
し
て
は
具

例
の
こ
い
Y

一
だ
い
目
、
リ
カ
ア
ド
ウ
の
遺
稿
で
、
一
二
年
ま
え
に
は
じ
め
て
ス
ラ

ッ
プ
ァ
版
の
り
カ
ア
ド
ウ
全
集
第
四
巻
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
未
完
の
論

考
E

〉
官
。
E
o
s
E
o
s
-
肘

MOVE四
E
E
o
〈
丘
百
三
白
、
エ
野
井
芳
郎

教
授
の
手
に
な
る
翻
訳
の
一
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
訳
の

出
来
ぽ
え
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
も
と
よ
り
な
い
が
、
こ
の
収
録
は
、
日

本
で
の
経
済
学
史
学
界
が
、
翻
訳
と
も
研
究
と
も
つ
か
血
種
類
の
も
の
で

あ
ヮ
士
昔
の
水
準
を
、
〈
り
か
え
し
亡
一
訴
め
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
、
い
ぶ
か
る
人
も
あ
る
か
も
し
れ
危
い
。
し
か
し
こ
の
不
審
は
あ
た

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
収
録
こ
そ
、
い
ま
堀
博
士
を
中
心
と
1
て
す

す
め
ら
れ
て
い
る
、
ス
一
フ
ッ
フ
ァ
版
リ
カ
ア
ド
ウ
全
集
の
完
訳
と
い
う
、

世
界
に
ほ
こ
る
べ
き
大
事
業
が
、
そ
の
巨
姿
の
一
端
を
こ
こ
に
の
ぞ
か
せ

て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
絶
世
の
美
人
を
か
い
ま
み
る

と
き
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
大
事
業
の
前
途
を
祝
福
し
そ
の
目
出
度
い

堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
を
よ
ん
で

完
遂
を
こ
い
ね
が
う
気
持
を
か
り
す
一
て
、
あ
わ
せ
て
、
堀
博
士
の
御
精
進

主
御
加
餐
と
を
祈
念
す
る
の
真
情
か
呼
ぶ
よ
す
が
と
な
ヲ
て
い
る
か
ち
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
収
録
は
か
え
ヲ
て
こ
の
記
念
論
文
集
に
ふ
さ

わ
し
い
仕
業
で
あ
ヮ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
第
三
に
冶
こ
こ
に
は
、
堀

博
土
の
薫
陶
を
受
け
て
い
ま
実
業
界
の
第
一
線
に
活
躍
し
て
い
る
平
林
忠

雄
氏
の
り
カ
ア
ド
ウ
の
通
貨
論
の
一
研
究
が
の
ヲ
て
い
る
。
氏
は
学
術
論

文
を
師
の
記
念
に
投
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
報
恩
の
志
を
と
げ
よ
う
唱
と
す

る
と
と
も
に
、
金
融
界
に
雄
飛
し
た
が
ら
学
術
の
難
路
に
わ
け
入
っ
た
リ

カ
ア
ド
ウ
を
、
み
ず
か
ら
の
生
活
と
比
べ
つ
つ
、
し
の
ぼ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
、
そ
の
論
旨
の
展
開
、
行
論
の
あ
や
つ
り
に
お

い
て
、
専
攻
学
者
の
そ
れ
に
決
し
て
劣
り
は
み
せ
て
い
な
い
。
堀
博
士
は

一
見
、
世
事
に
う
と
い
こ

E
を
誇
り
が
ち
な
純
学
究
は
だ
で
あ
る
よ
う
だ

が
、
こ
の
教
え
子
の
あ
る
こ
と
を
し
め
さ
れ
た
こ

E
に
よ
っ
て
、
そ
の
研

究
と
社
会
実
践
と
に
あ
か
る
い
御
人
徳
を
実
証
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
こ

れ
も
亦
、
こ
の
論
文
集
か
ら
学
び
と
れ
る
一
つ
の
教
え
で
あ
る
と
い
づ
て

よ
い
ロ
と
と
も
に
、
専
攻
学
者
の
論
文
が
実
業
家
の
余
授
と
比
べ
亡
、
特

に
秀
で
て
い
る
主
は
必
ず
し
も
い
去
な
い
こ
主
を
知
る
の
だ
が
、
そ
の
ー
と

き
わ
れ
わ
れ
は
他
入
ご
と
た
ら
ず
反
省
L
な
い
わ
け

rは
ゆ
か
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
研
究
者
の
怠
惰
の
た
め
か
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
も
ふ

れ
る
て
そ
れ
と
も
研
究
者
の
生
活
上
の
悪
条
件
の
た
め
だ
ろ
う
か
と
い

う
風
に
。

き
て
、
こ
の
論
文
集
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
行
沢
健

第
七
十
九
巻

九

暗

号

九



堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
訟
よ
ん
で

三
教
授
の
筆
に
な
る
、
各
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
の
く
わ
L
い
紹
介
を
兼

ね
た
周
到
な
批
評
も
す
で
に
公
け
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
(
「
経
済

尚
子
究
L

第
十
巻
第
三
号
、
昨
年
十
月
発
行
)
、
こ
こ
で
も
同
様
の
読
後
の

感
想
を
つ
づ
り
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
き
た
い
が
、
寄

稿
者
町
大
部
分
の
方
と
は
学
会
そ
の
他
で
す
で
に
顔
な
じ
み
で
も
あ
る
の

で
、
以
下
の
感
想
を
の
べ
る
に
あ
た
ワ
て
、
歯
に
布
き
せ
る
こ
と
を
し
な

い
か
ら
、
時
に
礼
を
失
す
る
の
誤
り
を
お
か
す
こ
と
が
あ
る
や
も
知
れ

向
。
請
う
、
寛
容
を
以
て
ゆ
る
さ
れ
よ
。

ス
ミ
ス
に
直
接
関
係
の
あ
る
論
文
か
ら
と
り
上
げ
よ
う

G

由
杉
庄
一
郎
教
損
「
ア
ダ
ム
・
ス

E
ス
田
市
民
社
会
成
立
史
論
」

ス
ミ
ス
の
「
自
然
進
歩
」

E
E巴
官
。
関
門
E
m
の
ス
ミ
ス
の
経
済
学
体

系
巾
の
意
義
お
よ
び
経
済
理
論
、
と
の
迫
閲
は
、
か
れ
の
経
済
学
を
科
学
の

地
平
で
考
え
て
ゆ
く
と
、
そ
の
概
念
は
た
ん
に
合
理
的
に
構
成
さ
れ
た
盟

論
的
・
廃
史
的
な
釆
列
に
す
ぎ
な
レ
も
の
と
な
ヲ
て
、
実
証
の
試
煉
に
た

え
る
力
に
乏
し
く
、
経
験
科
学
の
指
導
的
な
概
念
k
し
て
は
適
格
性
を
も

た
ぬ
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
か
れ
の
律
系
を
昨
史
哲
学
の
上
に

の
せ
て
み
る
と
、
己
の
概
念
が
、
「
同
然
秩
序
」
と
と
も
に
、
歴
史
、
と
理
論

政
策
と
の
全
体
を
一
貫
し
て
古
典
派
経
済
学
の
特
色
を
き
わ
立
た
せ
て
い

と
る
中
心
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
主
が
、
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。

出
杉
教
授
の
論
鋒
は
も
ヲ
ば
ら
、
実
証
的
な
経
済
史
の
ま
場
か
ら
、
「
自

第
七
十
九
巻

事

苦ー

。

O 

紛
れ
也
歩
」

E
市
民
社
会
成
立
主
の
ギ
ャ
ッ
ア
の
え
ぐ
り
出
し
に
そ
そ
が
れ

る
。
そ
し
て
ヨ

1
ロ
ッ
バ
の
史
実
は
ス
ミ
λ

の
い
う
不
自
然
な
発
展
の
コ

ー
ス
を
辿
ヲ
た
と
い
う
こ
と
を
〈
り
か
え
し
指
摘
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
現

ム
ス
一
一
、
ス
か
ら
学
び
主
る
べ
き
こ
と
は
、
不
自
然
な
発
展
の
ヨ

1
ス
に
対

す
る
ス
ミ
ス
の
正
確
な
史
的
認
識
で
あ
ヲ
た
(
己
一
買
)
と
さ
れ
る
。
こ

の
問
、
教
授
は
歴
史
的
事
実
の
意
義
の
相
対
性
に
注
同
さ
れ
(
六
七
頁
)
、

経
済
史
を
考
え
る
ば
あ
い
に
外
国
貿
易
を
捨
象
す
る
と
と
の
抽
象
性
を
強

調
し
(
七

O
頁
)
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
大
塚
久
雄
教
授
の
ス
ミ
ス
酌
な

発
展
論
に
対
す
る
批
判
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
は
白
杉

教
授
に
固
有
な
論
拠
に
も
と
づ
い
て
い
る
b
の
だ
か
ら
、
読
者
に
は
大
き

な
興
味
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

5
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ミ
ス
体
系
の
解

釈
と
し
て
は
教
授
の
批
判
は
的
が
は
づ
れ
て
い
る
と
、
思
わ
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
一
八
世
紀
の
歴
史
哲
学
と
経
験
科
学
と
の
結
び

つ
き
、
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
経
済
学
に
お
け
る
合
理
性
と
実
証
位
と
の

特
質
L
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
産
史
哲
学
の
裏
づ
け
を
す
て
て
、
実
評
酌

な
経
済
史
か
ら
ス
ミ
ス
を
論
難
し
て
も
、
ス
ミ
λ

に
と
り
て
あ
ま
り
痛
く

も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ス
ミ
ス
の
「
間
然
秩
序
」
お
よ
び

「
自
然
進
歩
」
の
概
念
が
も
っ
方
法
的
中
核
性
が
見
う
し
た
わ
れ
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
も
L
、
ス
ミ
ス
が
中
世
以
後
の
ヨ

1
ロッ

メ
の
経
済
的
発
展
の
コ

1
ス
を

E
し
く
と
ら
え
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
ヲ

た
ら
、
ス
ミ
ス
が
ど
う
い
う
歴
史
的
資
糾
に
も
と
づ
い
て
そ
の
正
し
い
認

識
に
遠
L
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
実
証
一
的
経
済
史
の
抽
出
展
の
あ
と
を
た



ど
る
こ
と
に
よ
ョ
て
、
そ
れ
こ
そ
実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
ス
ミ
ス
の
理
論
を
康
史
哲
学
と
関
連

さ
せ
て
説
く
の
だ
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
前
科
学
的
な
態
度
だ
左
い
う
人
も

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
歴
史
哲
学
の
命
題
を
い
き
な
り
科
学
的
分
析
の
地
平

に
も
ち
こ
む
こ
と
に
対
し
て
は
も
と
よ
り
批
判
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

が
、
科
学
的
分
析
の
背
後
に
あ
ヲ
て
そ
れ
を
み
も
び
く
方
法
的
な
概
念
と

し
て
歴
史
哲
学
の
命
題
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
ス
ミ
ス
の
理
解
に
k
っ

て
真
に
必
要
な
思
想
で
あ
る
。
こ
の
両
者
を
混
同
し
て
、
い
た
ず
ら
に
ス

ミ
ス
に
お
け
る
実
証
性
の
不
足
を
論
難
す
る
こ
と
は
、
わ
た
く
L
の
と
ら

ざ
る
と
こ
ゐ
で
あ
る
。
ま
た
白
杉
教
授
は
論
文
の
最
後
で
、
ス
ミ
ス
の
主

張
と
は
逆
に
、
ア
ジ
ア
の
組
会
こ
そ
「
自
然
進
歩
」
を
と
げ
た
ー
と
い
い
え

な
い
か
と
い
う
主
張
を
な
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
亦
ス

ミ
ス
に
よ
ヲ
て
か
れ
た
り
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か

ら
、
教
授
の
主
張
は
実
証
の
う
ら
づ
吋
を
と
も
な
ラ
て
、
お
こ
な
わ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
う
。
総
じ
て
、
教
授
の
所
論
か
ら
は
、
歴
史
学
派
的
な
実

証
性
の
要
求
が
あ
ま
り
強
す
ぎ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
、
そ
こ
に
不
満
を
も

た
ぎ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

大
河
内
一
男
教
損
「
ア
ダ
ム

-
x
s
zに
お
け
る
《
浪
費
》
と

《
節
約
》
」

ス
ミ
ス
に
つ
い
て
の
一
員
三
自
由
で
あ
る
大
間
内
教
授
の
、
久
L
ぶ
り
に

ス
ミ
ス
を
さ
げ
て
の
登
場
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
由
経
済
倫
理
が
当
時
の
階
紋

構
成
の
反
映
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
す
で
に
教
授
の
研
究
の
お

堀
経
夫
博
南
還
暦
記
A
Z
論
文
集
を
よ
ん
で

か
げ
で
、
常
識
に
な
ヲ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
一
常
識
に
夏
に
一
歩
ふ

か
く
分
析
の
メ
ス
が
加
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
特
権
階
級
の

《
浪
費
》
生
活
が
指
摘
せ
ら
れ
、
「
働
く
貧
民
L

V

れ
は
《
勤
勉
》
と
《
節

約
》
と
の
徳
が
わ
り
当
て
ら
れ
、
か
れ
ら
は
「
中
等
な
ら
び
に
下
層
階

級
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
と
考
主
る
の
が
常
で
あ
る
の
だ
が
、
教
授

は
こ
の
一
括
的
な
名
J

怖
を
更
に
わ
け
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
は
節

約
」
の
穏
を
、
そ
し
て
、
後
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
な
る
べ
き
賛
乏
人

に
は
「
勤
勉
」
の
徳
在
、
指
一
目
し
て
い
る
も
の
と
解
し
よ
う
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
(
一
一
一
一
一
頁
以
下
)
。
け
だ
し
、
プ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
ス
ミ
ス
の

当
時
に
は
す
で
に
相
当
に
資
本
全
蓄
積
し
、
《
節
約
》
し
う
る
余
裕
に
恵

ま
れ
て
お
り
、
ま
た
《
節
約
》
に
よ
っ
て
資
本
を
更
に
蓄
積
す
る
の
に
自

分
の
利
益
を
み
い
だ
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し

て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
は
ぞ
の
余
裕
が
な
く
、
《
勤
勉
》
こ
そ
が
か

れ
ら
の
ぞ

1
ラ
ル
で
な
け
れ
ば
た
ら
な
か
ヲ
た
わ
け
だ
か
ら
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
注
意
の
ゆ
き
と
E
い
た
分
析
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

レ
。
し
か
し
な
が
ら
、
《
働
く
貧
民
》
と
ス
ミ
ス
が
書
い
て
い
る
階
層
が
、

後
世
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
だ
け
限
り
、
《
勤
勉
》
の
徳
を
か
れ
ら
だ

け
に
帰
L
、
《
節
約
》
の
徳
は
か
れ
ら
か
ら
離
し
て
そ
れ
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
に
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
十
分
納
得
し
か
ね
る
こ
と
で
あ
る

う
。
真
実
に
は
、
ス
ミ
ス
の
ば
あ
い
に
も
な
お
、
第
三
階
級
と
第
四
噌
紋

と
の
分
化
は
表
面
に
あ
ら
わ
れ
ず
、
前
者
に
属
す
る
雇
用
者
は
後
者
、
と
と

第
七
十
九
巻
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堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
を
工
ん
で

も
に
労
働
し
つ
つ
資
本
の
帯
積
に
乗
り
だ
し
、
後
者
も
亦
、
労
働
と
節
約

と
の
こ
閣
を
か
ね
そ
な
え
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
が
書
い
て
い
る

よ
う
に
、
「
中
等
な
ら
び
に
下
層
階
級
」
と
し
て
等
し
く
取
り
扱
い
え
た

と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
教
授
は
マ
シ
ド
d
V
4
ル
か
ら
ス
ミ
ス
へ
の
展
開
に
お
い
て
「
同
憂

心
」
の
は
た
し
て
い
る
役
割
の
ち
が
い
を
正
し
く
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
の
展
開
に
つ
い
て
、
ル
カ
1
チ
が
『
苦
き
へ

1
ゲ
ル
』
の
中
で
、

マ
Y
デ
グ
ィ
ル
に
は
「
利
己
心
の
主
観
的
止
揚

E
Z再
5-OKPEzovE向」

が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
や
へ

1
ゲ
ル
に
お
い
て
は
「
利
己
心
の

客
観
的
止
揚
吾
宣
告
4
0

〉
且

Z
E
u
m」
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と

が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
、
し
る
し
て
お
こ
う
。

ま
た
こ
れ
は
教
授
の
問
題
に
は
直
接
関
係
の
な
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い

が
、
《
節
む
¥
の
倫
理
性
F
つ
い
て
わ
に
く
し
に
気
が
つ
い
て
い
る
ひ
と

つ
の
こ
と
を
こ
こ
に
し
る
す
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
レ
。
い
わ
ゆ
る
資
本
主

義
の
精
神
と
ス
ミ
ス
の
経
済
倫
理
色
の
つ
な
が
り
の
実
相
は
、
い
ま
だ
に

明
瞭
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
亡
注
意
し
て
み
る
べ
き
点
が
あ
る

と
思
え
あ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
資
本
主
義
の
精
神
と
し
て
ウ
ナ
l

バ
ー

が
寄
る
の
は
、
一
七
世
紀
ま
で
の
支
献
に
よ
り
て
で
あ
っ
て
、
王
政
復
古

の
世
に
な
り
一
八
世
紀
に
ス
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
、
エ

ー
ト
ス
の
背
後
の
支
柱
と
な
づ
た
と
考
え
ら
れ
る
宗
教
性
は
姿
を
ひ
そ
め

る
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
マ
ン
ド
ヴ
4

ル
を
は
じ
め
パ
干
一
フ
1
、

ポ
1
プ
、
ス
ミ
ス
と
つ
づ
く
経
済
倫
盟
の
展
開
に
お
い
て
、
宗
教
的
緊
張

第
七
十
九
巻

第
一
号

感
が
次
第
に
稀
薄
な
い
し
必
然
的
で
な
い
も
の
に
転
化
し
て
ゆ
く
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
資
本
主
義
経
済
に
特
有
な
制
度
が
部
分
的
に
漸
次
整
備
さ
れ

は
じ
め
て
、
《
勤
勉
》
に
も
《
節
約
》
に
も
、
主
体
的
決
意
に
宗
教
的
緊

張
感
の
介
在
を
必
要
と
し
な
い
、
客
観
的
に
存
在
す
る
新
し
い
経
済
制
度

に
対
す
る
順
応
が
、
や
が
て
経
済
倫
理
の
実
践
と
な
る
と
い
う
段
陪
に
な

っ
て
ゆ
く
、
L

と
い
う
こ
と
の
表
現
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
る
う
。
-

八
世
紀
に
入
る
に
つ
れ
て
新
興
階
級
か
ら
宗
教
的
緊
張
感
が
な
く
な
る
こ

と
に
つ
い
て
、
ト
T

ニ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
読
者
の
参
考

に
供
す
ベ
く
、
こ
こ
に
長
い
引
用
句
を
は
さ
む
こ
と
を
ゆ
る
し
て
い
た
だ

ν
」
久
ノ
C

「
王
政
復
古
に
な
ヮ
て
、
清
教
徒
の
品
開
摘
さ
に
対
す
る
反
動
か
ら
、

仕
の
中
が
ま
た
放
縦
に
涜
れ
た
こ
と
は
、
界
常
に
よ
く
知
ら
れ
た
陳
腐

な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
(
中
時
)
あ
ま
り
に
も
骨
の
折
れ
る
理
想
主
義

門
清
教
主
義
に
い
う
訓
練
の
こ
と

1
l引
用
者
〕
が
あ
て
に
な
ら
ぬ
も

の
と
わ
か
ヮ
た
と
き
、
か
れ
ら
〔
商
売
人
た
ち
の
こ
と
l
l
a同
上
〕
は
、

細
神
バ
ッ
カ
ス
の
伯
者
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
主
持
取
的
で
あ

る
御
刺
益
あ
ら
た
か
な
神
様
の
信
者
に
な
っ
て
、
ヤ
レ
ヤ
レ
主
恩
う
解

政
感
を
祝
り
た
が
、
そ
れ
は
、
金
も
う
け
を
し
た
と
い
っ
て
は
喜
ζ

び

損
を
L
た
之
レ
ヮ
て
は
大
騒
ぎ
す
品
掛
狂
の
中
へ
ま

f
主
す
深
く
主
び

こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
よ
ヲ
て
で
あ
づ
た
。
」
(
戸
国

-
F
a
d
o
w
p
b
b
s

E
良
、
青
凶
号
弐
内
い
ぜ
ん
も

b
s
h
p
E
g
E・同川区
0

・)

こ
こ
に
商
売
人
と
訳
し
た
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
第
三
階
級
で
あ
り
、
か
れ



ら
の
節
約
、
す
な
わ
ち
資
本
の
蓄
積
、
更
に
い
い
か
え
れ
ば
企
も
う
け

は
、
王
政
復
十
回
後
に
あ
っ
て
は
、
情
教
徒
の
エ
]
ト
ス
と
は
無
関
係
に
泊

求
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
節
約
の
可
能
性
が
世
俗
生
活

に
お
い
て
客
観
的
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
応
す
る
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
了
八
世
紀
の
清
教
運
動
、
と
い
え
ば
そ
れ
は
メ
ソ
ジ

ス
ト
運
動
で
あ
っ
て
、
こ
円
運
動
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
の

精
神
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
べ
き
積
極
的
な
経
済
倫
理
は
と
ぼ
し
く
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
大
河
内
教
授
の
論
説
と
は
直
援
に
は
関

係
は
な
い
が
、
参
考
資
料
シ
し
て
こ
こ
に
書
い
て
お
き
た
い
と
思
う
。

き
て
、
ス
ミ
ス
に
関
す
る
論
説
は
、
右
の
ほ
か
に
、

楠
井
隆
三
教
損
「
国
富
論
に
お
け
る
生
産
的
労
働
と
不
生
産
的

労
働
に
つ
い
て
」

高
本
暢
哉
教
祖
「
ス
S
X
に
お
け
る
通
覧
主
義
と
銀
行
主
義
」

入
江
奨
教
授
「
A
-
Z
E
ス
・
再
主
産
諭
に
対
す
る
一
考
察
」

が
あ
る
。
楠
井
教
授
は
、
マ
ル
ク
ス
が
取
り
上
げ
て
以
来
、
非
常
に
有
名

に
な
っ
た
ス
ミ
ス
に
お
け
る
労
働
の
二
区
分
の
問
題
を
理
論
史
的
に
研
究

し
よ
う
と
い
う
立
場
か
ら
、
き
わ
め
て
忠
実
に
解
説
さ
れ
亡
い
る
の
で
あ

り
て
、
初
学
者
む
き
の
論
主
で
あ
り
、
主
れ
だ
け
専
門
学
徒
に
は
喰
い
足

り
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
現
在
と
り
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、

肉
徳
的
労
働
と
精
神
的
労
働
と
の
区
分
お
よ
び
そ
の
よ
ワ
亡
来
た
る
所
以

と
明
埠
さ
せ
ず
し
て
は
、
周
到
な
併
賓
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

高
木
教
授
の
論
文
は
、
論
争
の
相
子
を
蔵
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス

相
続
犬
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
を
ま
ん
で

ミ
ス
の
山
中
に
通
貨
主
義
の
起
源
を
み
E
め
る
新
庄
教
設
や
運
賃
一
主
義
と
銀

行
主
義
の
両
者
の
共
存
を
主
張
す
る
高
橋
泰
蔵
お
よ
び
杉
浦
治
七
教
授
D

所
説
に
反
対
し
て
、
高
木
教
綬
は
ス
ミ
ス
の
貨
悔
論
が
銀
行
主
義
の
立
場

か
ら
首
尾
一
質
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
よ
ラ
と
す
る
か
ら

で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
こ
の
方
面
に
は
暗
い
の
で
立
入
っ
て
批
評
す
る
資

格
を
も
た
な
い
が
、
議
論
の
す
す
め
方
が
エ
フ
セ
イ
風
で
あ
づ
て
、
原
理

的
な
恨
拠
か
ら
の
解
明
に
乏
し
い
と
思
え
た
の
は
、
素
人
よ
み
の
た
め
で

あ
る
う
か
。

入
江
教
授
の
論
来
コ
は
周
到
な
準
備
の
末
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
ラ
こ
と
が

一読

L
て
了
解
さ
れ
る
力
作
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
再
生
産
論
に
お
け
る

v

+
m
の
ド
グ
マ
に
つ
い
て
、
マ
ル
グ
ス
説
と
叩
山
説
と
を
対
比
さ
せ
な
が

ら
、
こ
の
ド
グ
マ
の
ス
ミ
ス
体
系
内
部
に
お
け
る
内
荘
的
意
義
に
焦
点
を

L
ぽ
ヲ
て
、
鋭
利
な
分
析
が
つ
づ
け
ら
れ
、
切
り
こ
み
の
鋭
さ
に
感
心
さ

せ
ら
れ
士
。

L
か
し
わ
た
く
し
に
は
、
教
授
の
立
場
が
中
山
説
に
近
く
、

ス
ミ
ス
の
価
値
論
の
正
し
い
理
解
が
根
底
に
す
え
ら
れ
て
な
い
た
め
に
、

折
角
の
分
析
も
し
か
る
べ
き
論
拠
に
お
い
て
実
を
む
す
ん
で
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
以
外
の
古
典
派
に
関
す
る
論
考
と
し
て
は
、

平
林
忠
雄
氏
「
リ
カ
ア
ド
ウ
と
貨
幣
制
度
」

越
村
恒
三
郎
教
瞭
「
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
白
再
生
産
学
説
」

第
七
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堀
経
夫
博
士
遺
暦
記
念
論
丈
集
を
よ
ん
で

中
野
正
教
損
「
一
八
一
九
年
四
恐
慌
と
リ
カ
ア
ド
オ
L

豊
倉
一
-
一
子
雄
教
授
「
マ
ル
ザ
ス
と
リ
カ
ア
ド
ウ
白
恐
慌
論
」

京
五
龍
喜
教
蝦
「
チ
ャ

I
マ
l
X
白
恐
慌
論
」

が
あ
げ
ら
れ
る
。
平
林
氏
の
論
文
の
意
義
に
つ
い
て
は
先
に
の
べ
た
が
、

そ
れ
以
外
の
各
論
文
に
つ
い
て
問
評
を
加
え
て
み
る
。

越
村
教
授
の
も
の
に
は
論
作
の
問
題
意
識
が
明
瞭
で
な
い
う
ら
み
が
あ

づ
て
、
そ
の
た
め
に
、
解
説
と
い
う
べ
き
も
の
に
な
づ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
現
実
と
の
関
連
に
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
レ
の
に
も
、
多
少
一
気
忙
な

勺
た
こ
と
で
あ
る
。

中
野
教
授
の
論
文
は
、
準
備
も
畳
か
に
主
と
の
ヲ
た
力
作
で
あ
ヮ
た
。

一
八
一
九
年
の
恐
怖
に
つ
い
て
の
り
カ
ア
ド
ウ
の
二
つ
の
言
及
を
手
が
か

り
に
し
て
、
9
カ
ア
ド
ウ
の
い
う
「
資
本
の
不
充
分
な
い
し
不
適
当
性
」

な
る
こ
ー
と
ば
を
と
り
上
げ
、
そ
れ
を
分
甑
の
三
範
時
の
相
関
々
係
か
ら
説

明
し
、
も
っ
て
リ
カ
ア
ド
ウ
の
立
場
を
明
か
ら
に
さ
れ
よ
う
と
寸
る
の
た

が
、
ロ
カ
ア
ド
ウ
の
帯
会
で
の
発
言
を
手
が
か
り
に
す
る
と
い
号
構
論
そ

の
も
の
に
清
新
の
気
が
み
な
ぎ
ヲ
て
い
て
、
興
味
ぷ
か
か
り
た
。

豊
倉
教
授
の
所
論
に
は
敵
密
な
分
析
が
う
か
が
え
て
教
え
ら
れ
る
し
ι
こ

ろ
が
多
か
っ
た
が
、
問
題
の
と
ら
え
万
に
特
色
が
み
い
だ
し
が
た
い
。
論

理
的
展
開
に
表
現
が
平
行
し
て
つ
い
て
ゆ
か
な
い
思
い
を
時
に
き
せ
ら
れ

た
の
も
、
一
考
を
要
す
る
点
で
は
あ
る
ま
い
か
。

末
永
教
授
の
も
の
は
わ
が
国
で
は
珍
し
い
紹
介
で
あ
ろ
う
。

L
か
し
珍

L
い
だ
け
に
、
チ
ャ

1

マ
T
eス
の
全
体
像
と
の
関
連
に
お
い
て
、
恐

FA訓
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四

を
展
開
さ
れ
た
万
が
、
読
者
に
は
親
切
で
は
な
か
ヮ
た
ろ
う
か
。
叉
そ
の

方
が
、
リ
カ
ア
ド
ウ
当
時
の
経
済
学
者
の
実
践
的
立
場
の
実
相
が
一
層
よ

く
わ
か
ヲ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
、
盟
主
萄
の
感
を
も
よ
お
す
の
で
あ
る
。

そ
の
他
、
本
巻
に
は

小
林
昇
教
授
「
+
八
世
紀
初
頭
の
自
由
貿
易
論
」

一
ニ
谷
友
宮
教
捜
「
ウ
ィ
ク
セ
ル
白
リ
カ
ア
ド
ウ
批
判

ιつ
い
て
」

久
保
芳
和
教
担
「
ベ
ン
ザ
ム
と
ジ
Z

ヴ
オ
ン
ス
」

大
遭
安
次
郎
教
授
「
経
済
曲
者
と
L
て
B
W
・
H
・
サ
ム
ナ
I
」

が
あ
る
。
小
林
教
授
の
も
の
は
、
教
授
が
多
午
手
が
け
ら
れ
て
い
る
ス
ミ

ス
h

の
茶
諮
を
辿
る
研
究
上
白
一
章
で
あ
っ
て
、
一
七

O
一
年
刊
↑
7
0

G
E
N
K
R
喜
志
苦
言
、
h
n

岳旬、

HENNa
同

3
3
R
停
を
、
既
成
の
評
価
か
ら

自
由
な
立
場
で
た
ど
る
、
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
1
リ
1
・
フ
リ
1
・
ト
レ

ー
ド
」

k
の
直
接
の
接
続
は
み
と
め
ら
れ
な
い
と
、
ア
シ
ュ
レ
ィ
を
批
判

し
、
自
由
貿
盈
京
産
業
資
本
の
立
場
に
吉
て
展
開
さ
れ
た
所
以
を
の

べ
ら
れ
る
。
わ
が
国
の
学
者
の
問
由
独
立
の
研
究
境
地
の
一
つ

1
i
一つ

と
い
う
の
は
わ
が
国
の
研
究
水
準
と
し
て
は
他
の
立
場
か
ら
の
境
地
も
ま

た
あ
げ
ら
れ
る
か
ら
1
1を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
教
授
の
仙
の
論
文

と
と
も
に
、
貴
重
な
労
作
で
あ
ろ
う
。

三
谷
教
授
の
も
の
は
、
静
態
論
的
な
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
ウ
ィ
グ
セ
ル

の
リ
カ
ア
ド
ウ
の
機
械
諭
へ
の
批
判
は
正
し
く
な
く
、
そ
の
批
判
は
動
態

論
の
立
場
で
行
b
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
が
迂
代
経
済
学
に

暗
い
わ
た
く
し
に
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
批
評
の
資
格
は
な
さ
そ
う
で
あ



る
c久

保
教
授
の
も
の
は
、
興
味
あ
る
問
題
を
ふ
〈
ん
で
い
る
。
す
な
わ

ち
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
学
に
お
け
る
近
代
」
の
先
駆
者
、
ジ
品
ボ
シ
ス
に

お
け
る
主
観
正
義
的
思
考
を
ス
ミ
ス
の
同
時
代
者
ベ

y
サ
ム
の
中
に
発

見
、
担
求
し
よ
う
唱
と
い
う
努
力
が
お
こ
な
わ
れ
吃
い
る
か
ら
で
あ
づ
て
、

人
間
観
・
功
明
王
義
思
想
・
効
用
逓
紙
法
則
・
柄
値
論
・
時
差
説
な
ど
に

つ
い
て
、
問
題
の
提
出
が
行
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
お
し
い
か
な
、
素
材
の

提
山
に
お
わ
り
、
そ
の
理
論
的
お
よ
び
歴
史
的
意
義
の
追
求
は
こ
と
で
行

わ
れ
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

大
道
教
授
の
も
の
に
は
、
普
通
社
会
学
者
と
思
わ
れ
て
い
る
サ
ム
ザ
ー

の
若
年
の
こ
ろ
の
経
済
学
的
研
慌
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お

け
る
古
典
吃
泳
の
命
脈
を
辿
る
里
程
標
の
一
つ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

き
て
以
上
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
べ
き
巻
頭
論
文
を
み
い
だ

す
。
寸
な
わ
ち
、

曲
宮
崎
稔
教
祖
「
古
典
派
経
済
学
者
自
研
究
方
法
」

が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
論
考
は
わ
れ
わ
れ
経
済
学
史
を
研
究
す
る
者
に
対

す
る
瞥
鐘
と
し
で
か
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
わ
た
く
し
は
若
平
た
ち
ス
ヮ

て
そ
の
内
容
に
つ
レ
て
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

題
し
て
古
典
派
一
司
々
〉
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
に
い
う
よ
う
に
、
一
つ
の

例
示
と
し
て
か
か
れ
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
問
題
は
わ
れ
わ
れ
の
「
研
究

方
法
の
欠
陥
」
を
指
摘
L
て
、
わ
れ
わ
れ
を
反
省
さ
せ
る
こ
k
に
あ
る
。

経
済
政
策
の
専
設
家
か
ら
反
省
の
機
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
わ

痢
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
を
よ
ん
で

れ
わ
れ
は
ま
ず
深
い
感
謝
を
さ
さ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
他
の

専
門
研
究
者
と
の
交
渉
を
も
つ
こ
と
が
す
く
な
く
、
し
た
が
マ
ゼ
、
わ
れ
わ

れ
の
研
究
に
対
す
る
批
判
に
臨
す
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
で
い
る
と

h

小
成
に
安
ん
じ
、
本
来
の
研
究
目
的
そ
の
も
の
を
釘
ち
わ
寸
れ
て
、
研
抽
出

が
な
ぐ
さ
み
に
化
す
る
危
険
が
あ
り
、
こ
と
に
わ
が
国
の
社
会
科
学
の
あ

り
方
か
ら
し
て
、
そ
の
危
険
は
相
当
大
き
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ

τ、
教
授
が
わ
れ
わ
れ
の
欠
陥
と
い
わ
れ
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
は

こ
う
で
あ
る
。
本
来
、
経
済
学
史
は
現
代
経
済
学
の
補
勘
科
学
で
あ
り

て
、
現
代
経
済
学
の
理
論
体
系
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
経
済
学

史
家
は
多
ぐ
、
ぞ
れ
に
対
す
る
反
省
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
た
自
に
、
過

去
の
理
論
や
命
町
酬
の
系
一
世
田
を
問
う
ケ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
過
去
の
理
論

が
ど
ん
な
問
題
貢
献
を
も
ち
、
ど
ん
な
仮
定
に
立
ち
、
ど
ん
な
論
理
で
形

成
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
も
た
な
い
。
だ
か

ら
、
経
済
学
史
は
一
分
科
々
学
に
な
ら
ず
、
い
た
ず
ら
に
阿
君
ぽ
毛
色

F
O
B自
民

巴

S
E
P
2
と
い
う
程
度
の
も
の
以
上
に
は
出
な
い
の
で
あ

る
。
(
六
|
七
頁
)
|
|
こ
の
批
判
に
対
す
る
反
論
を
首
ぐ
出
す
こ
と
を

ひ
か
え
て
、
つ
ぎ
に
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
欠
陥
と
さ
れ
る
も
の
が
の
ぞ
か

れ
る
の
か
主
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
教
授
が
指
示
さ
れ
る
と
ζ

ろ
を
聞
こ

う
。
教
授
は
い
う
。
た
と
え
ば
古
典
派
、
こ
と
に
リ
カ
ア
ド
ウ
を
み
る
と

|
|
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
本
論
文
の
表
題
と
か
か
わ
り
う
る
辛
福
を
も
っ

ー
ー
か
れ
の
理
論
形
成
白
底
に
は
、
「
実
践
的
問
題
意
識
」
が
あ
ヲ
た
の

だ
が
、
そ
の
こ
と
が
多
く
の
学
史
研
究
者
に
は
忘
れ
き
ら
れ
て
い
る
と
い

第
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明
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
丈
集
を
よ
ん
で

う
こ
と
か
ら
、
上
記
の
欠
陥
と
が
現
わ
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら

学
史
家
も
亦
、
マ
ッ
グ
ス
・
ウ
品

1
バ
1
に
遠
慮
せ
ず
に
、
実
践
的
意
欲

を
確
立
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
八
一
一
心
頁

)
1
iそ
し

て
こ
の
批
判
と
忠
告
と
は
、
マ
ル
グ
ス
経
済
学
の
側
に
立
つ
も
の
に
も
、

流
代
経
済
学
の
側
に
立
つ
も
の
に
も
、
等
し
く
あ
て
は
ま
る
、
と
い
わ
れ

て
い
る
。

き
て
、
わ
れ
わ
わ
経
治
学
史
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
者
は
、
土

の
批
判
を
ど
う
受
け
と
り
、
こ
の
忠
告
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
し
め
す
べ

き
で
あ
る
か
。

だ
い
た
し
¥
教
授
の
批
判
は
、
単
に
経
済
学
史
研
究
者
に
対
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
目
本
の
経
済
学
者
一
般
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
思
え
る
。

そ
し
て
、
た
だ
こ
の
論
文
集
へ
の
寄
稿
、
と
し
て
形
を
と
と
の
え
る
意
味

で
、
特
に
学
史
学
者
に
批
判
の
鋒
先
が
む
け
ら
れ
た
E
い
う
だ
け
の
こ
と

ら
し
い
。
そ
乙
で
、
↑
立
制
ー
叩
、
学
史
学
者

rむ
か
つ
て
だ
け
い
う
べ
き
こ

と
主
将
済
学
者
一
般
に
む
か
つ
て
の
べ
る
べ
き
こ
と
と
が
入
り
ま
じ
ヲ
て

い
る
の
が
、
時
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
が
そ
れ
は
さ
て
お
く
と
し

よ
う
。
小
稿
の
最
後
に
の
一
べ
る
よ
う
に
、
現
代
日
本
の
経
済
学
史
ま
た
は

経
済
学
説
史
に
は
あ
る
種
の
ひ
ず
じ
引
が
あ
る
こ
土
は
否
定
し
よ
う
k
は
思

わ
な
い
。
そ
の
ひ
ず
み
は
、
注
意
し
な
い
主
、
日
本
に
お
け
る
経
済
学
の

発
達
ヒ
対
し

τ、
大
き
な
禍
因
と
な
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
た
め
し
に
、
ひ
と
は
目
下
刊
行
中
の
『
経
済
学
説
全
集
』
の
各

巻
に
つ
い
て
そ
れ
を
吟
味
さ
れ
る
と
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
豊
崎

事
b
十
九
巻

教
授
の
北
判
は
少
し
畑
大
に
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
西
欧
の
経
済
学
説
の
手

に
あ
う
紹
介
の
み
を
以
て
学
史
の
本
分
は
尽
さ
れ
る
し
乙
考
え
た
、
古
い
立

場
1
iこ
の
立
場
が
今
な
お
あ
と
を
た
た
ぬ
こ
と
も
事
実
で
あ
る

1iー

は
、
学
界
の
第
一
線
か
ら
は
姿
を
没
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
持
済
学
に

お
け
る
実
践
意
欲
の
方
法
論
的
重
嬰
性
、
し
た
が
ヲ
て
、
経
済
学
史
研
究

に
お
け
る
実
践
意
欲
の
志
義
の
義
礎
認
識
、

1
iこ
う
い
ラ
も
の
は
、

現
段
階
の
学
史
研
究
者
に
と
づ
て
は
、
実
に
常
識
に
ぞ
く
し
て
い
る
と
い

コ
て
よ
い
。
し
た
が
ヮ
で
、
教
授
が
例
証
と
さ
れ
る
9
カ
ア
ド
ウ
に
つ
い

て
も
、
こ
の
こ
と
は
十
二
分
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
証

拠
に
、
本
巻
中
の
中
野
救
援
の
論
文
は
、
あ
た
か
も
り
カ
ア
ド
ウ
に
み
ら

れ
る
実
践
一
h
理
論
と
の
安
渉
開
僚
を
浮
彫
に
し
上
う
と
の
意
図
の
結
果
で

あ
る
の
で
あ
る
。
長
崎
教
授
は
経
掛
学
史
は
経
済
学
の
補
助
学
科
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
補
助
の
意
味
は
さ
ま
ざ
主
で
あ
り
う
る
。
そ
し
て

実
は
そ
の
あ
る
限
定
さ
れ
た
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
も
つ
ね
に
こ
の

主
張
を
お
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
-
た
と
え
ば
『
社
会
科
学
入
門
」

(
み
す
ず
書
房
・
昭
和
三
十
一
年
)
中
の
州
稿
「
経
済
学
史
」
を
み
よ
。
)

又
経
済
学
史
は
現
代
経
済
学
の
理
論
を
以
て
で
な
い
k
研
究
で
き
ぬ
と
の

こ
主
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
に
も
さ
ま
ざ
ま
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
っ

て
、
教
授
の
主
張
に
も
っ
と
精
密
な
展
開
が
な
い
と
、
百
も
一
本
知
の
理
論

の
よ
う
に
も
、
思
え
て
く
る
。
の
み
な
ら
ず
、
経
済
学
の
歴
史
叙
述
を
可

能
に
す
る
も
の
が
浬
論
C
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
そ
の
也
の
が
歴
史

の
中
で
生
ま
れ
、
歴
史
に
よ
ヮ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
こ
主
に
、

/、

第
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わ
が
批
判
者
の
注
意
を
う
な
が
し
た
い
u

総
じ
て
わ
が
批
判
者
は
、
廃
史

と
い
え
ば
そ
れ
を
「
書
か
れ
た
隈
史
」
と
解
し
、
「
出
来
ご
と
と
し
て
の

廃
史
」
の
側
面
に
は
、
注
意
が
ゆ
き
と
ど
い
て
い
な
い
か
の
ご
之
く
で
あ

る
。
第
三
に
、
豊
崎
教
授
の
考
主
で
は
、
マ
ル
ク
ス
経
済
学
も
近
代
経
済

学
も
同
じ
程
度
に
批
判
の
対
象
と
な
る

M

し
か
し
わ
が
国
で
は
、
マ
ル
ク

ス
経
済
学
の
立
場
で
経
済
学
史
の
研
究
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
は
相
当

に
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
近
代
経
済
学
の
立
場
で
経
済
学
の
岡
山
史
的
発

展
に
専
心
し
て
い
る
人
は
全
く
た
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
だ
い
た

い
、
近
代
経
済
学

D
K
か
に
犀
由
意
識
が
ど
の
程
度
に
自
覚
的
に
畏
丞
し

て
い
る
か
は
、
問
う
て
み
る
べ
き
問
題
で
あ
る
が
、
近
代
経
済
学
の
系
譜

圭
辿
ろ
う
と
す
る
か
に
み
え
る
人
も
、
笑
は
、
理
論
研
究
者
の
余
授
な
い

し
剖
建
物
色
し
て
研
究
を
行
な
ワ
て
い
る
の
で
あ
ヮ
て
、
真
に
歴
史
的
な

研
究
と
い
う
べ
き
も
の
に
は
な
ワ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
涯
代
経
済
学
を
マ

ル
ク
ス
経
済
学
と
同
じ
程
度
に
同
一
の
批
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
た
粗
大
の
そ

L
り
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
こ
の
点
で
、
豊

崎
教
授
は
わ
が
国
白
経
済
学
の
一
般
に
対
し
て
い
だ
か
れ
る
批
判
を
ば
、

学
史
研
究
者
に
し
わ
寄
せ
ら
れ
た
感
が
ふ
か
い
。
)

四

以
上
は
、
こ
の
記
念
論
文
集
の
各
論
文
を
努
力
し
て
精
読
し
た
の
も
の

い
つ
わ
ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
。
執
筆
者
各
位
に
非
礼
を
敢
え
て
L
た
か
も

し
れ
向
。
お
ゆ
る
し
を
請
う
の
み
で
あ
る
。

堀
経
夫
樟
土
産
暦
記
念
論
文
集
を
よ
ん
で

最
後
に
、
全
体
を
通
じ
て
の
感
想
を
も
あ
わ
せ
て
記
し
て
お
き
た
い
k

/
 

思
う
。豊

崎
一
教
授
の
批
判
に
は
相
当
の
不
満
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
わ

た
く
し
で
は
あ
る
が
、
実
は
、
同
感
す
べ
き
も
の
も
、
わ
が
国
の
経
済
学

的
上
の
諭
作
に
対
し
て
、
多
く
も
り
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
こ
の

捕
の
研
究
の
も
つ
欠
陥
と
ひ
ず
み
と
を
左
に
列
挙
し
て
み
よ
う
。
第
一
に

は
、
旧
態
依
然
と

L
て
紹
介
を
以
て
と
左
足
れ
り
左
す
る
態
度
が
み
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
問
題
意
識
の
稀
薄
き
で
あ
る
。
第
三
に
、

た
、
と
え
間
用
意
識
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
客
観
的
な
形
で
あ
ら
わ
に
す
る

の
で
な
く
て
、
主
観
的
な
要
求
と
し
て
の
み
表
明
し
、
研
究
は
そ
の
主
観

的
な
要
求
を
み
た
す
趣
味
で
あ
る
が
如
〈
に
お
こ
な
わ
れ
る
と
と
で
あ

る
。
最
近
、
古
田
洋
一
氏
の
翻
訳
に
よ
っ
て
、
ミ
ー
グ
教
授
の
論
文
が
わ

れ
わ
れ
に
追
い
も
の
に
な
ヮ
た
が
(
未
来
社
、
社
会
科
学
セ
ミ
ナ
ー
、
ミ

1
ク
『
イ
ギ
リ
ス
古
典
経
済
学
研
究
じ
こ
れ
主
わ
が
国
の
論
文
色
を
比

べ
る
し
乙
き
、
そ
の
こ
と
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
ロ
問
題
意
識
の
主
観
性

は
客
観
的
な
問
題
の
提
出
に
ま
で
具
体
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
第
四
に
、
日
本
人
の
か
く
論
文
は
難
解
に
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
内
容
自
身
が
む
つ
か
し
い
と
い
う
よ
り
も
、
表
現
に
無
駄
が
多
い

か
、
い
た
ず
ら
に
カ
イ
ジ
ュ
ウ
で
あ
る
か
の
た
め
に
、
明
セ
キ
で
は
な
く

な
フ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
お
け
る
執
筆
者
に
も
ま
た
、
こ
の
点

の
あ
て
は
ま
る
も
の
が
多
か
り
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
表
現
を
適
確
簡
明
に

す
る
努
力
を
、
も
ヲ
と
も
ヲ
と
積
ま
ね
ば
な
る
ま
い
。
わ
が
闘
の
経
加
学

第
七
十
九
巻

第

F 

七

七



堀
経
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
を
よ
ん
で

界
の
デ
カ
ル
ト
の
出
現
を
待
望
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
に
、
こ
れ
k
関

連
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
円
本
人
の
論
文
に
は
、
不
必
要
に
長
大
な
引
用

文
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
、
長
大
な
引
用
が
必
要
で

あ
る
の
は
つ
ぎ
の
二
つ
り
ぱ
あ
い
で
あ
る
。
原
本
が
一
般
の
研
究
者
町
一
手

に
ス
り
に
く
い
と
き
が
そ
の
一
つ
。
そ
L
て
、
原
本
が
入
手
で
き
る
と

L

て
も
‘
特
徴
あ
る
思
想
を
独
特
の
用
語
と
文
体
で
発
表
し
て
い
て
、
読
者

に
そ
の
趨
き
を
つ
た
え
る
必
要
が
あ
る
と
恩
与
え
る
k
き
が
そ
の
二
つ
。
そ

れ
以
外
の
ば
あ
い
に
は
、
注
で
引
用
個
所
を
明
一
目
し
て
お
け
ば
、
研
究
論

執

筆

者

紹

介

豊

崎

稔

吉

村

逮

次

前

JII 

嘉

旗

武

彦

降高

昇

孝

崎

山

雄

口

男

蔵

出

第
七
十
九
巻

ノ1

第

号

八

文
と
し
て
は
十
分
な
の
で
あ
る
ま
い
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
自
身
の
推

論
の
た
め
に
多
く
の
こ
と
ば
を
の
こ
す
た
め
に
、
他
人
の
こ
L
L
ば
を
割
愛

す
る

l
1
1
歪
曲
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い

1
1
2労
を
と
る
べ
き
で
あ

る
。
論
文
の
四
分
の
一
か
ら
三
分
の
一
の
長
さ
に
も
及
ぶ
引
用
句
を
日
本

の
訳
本
か
ら
か
き
う
っ
す
こ
と
が
、
執
筆
者
に
は
不
必
要
な
手
間
で
あ

り
、
読
者
へ
は
迷
惑
に
な
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
反
省
し
て
み
る
べ
き

で
あ
る
う
。
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