
主
仁コ

ー
ア
ン

コ
ン
ウ
ェ
イ
の
哲
学
に
お
け
る
寛
容
の
根
拠

序
論

議問

ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
〔
〉
MgonoHM老
若
）
（
広
ω
O
ム
ミ
ψ

）
は
、
一
七

世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
生
き
た
数
少
な
い
女
性
哲
学
者
の
一
人
で
あ

る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
唯
一
の
哲
学
的
著
作
官
…
棋
も
古
く
、
ま
た
最
も
新

し
い
哲
学
の
諸
原
理
！
神
、
キ
リ
ス
ト
、
被
造
物
に
つ
い
て
、
す
な

わ
ち
、
霊
と
物
体
…
般
に
つ
い
て
』
〔
ヨ
コ
兵
旨
喜
一
…

2
8
z
s

mscm川口広己
5
8
0門
誌
の
め
宗
一
∞
∞
一
言
吉
弘
o
u
o
p
n
vユ
∞
件
。
骨
内
呂
町
民
ロ
呂
志

02

号
∞
立
ユ
E
h
R
s
a
o吋
E
5
m
o
D
o
g
y－
）
は
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
死
の
十
…

年
後
に
出
版
さ
れ
た
。
英
訳
は
そ
の
二
年
後
に

g
o
p
z
i
1
2
0内野。

玄

gケ
〉
ロ
乱
。
去
さ
己

ζ
。号門口
Mvy

－－cm
O
B〕
百
円

0
2
2
3
Z加
。
。
F
n
y
ユ∞
f

mwDm凶号。（リ『
g
z
g
二
Y
R
F
8ロ
8
5
E加
∞
℃
町
一
円
吉
弘
玄
白
川
公
河
川
口

cgmwg一

と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
て
い
る
（
2
）O

こ
の
著
作
の
テ

i
マ
は
形
市
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サ
ラ
・

ハ
ッ
ト
ン

（
貫
井
隆
訳
）

上
学
で
あ
り
、
寛
容
〔
豆

o
E一O
D
〕
に
つ
い
て
伺
か
直
接
述
べ
ら
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
私
が
こ
の
論
文
で
主
張
し
た
い
の
は
、

こ
の
著
作
が
根
っ
か
ら
の
寛
容
的
態
疫
を
根
拠
付
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
宗
教
の
違
い
に
対
す
る
究
容
な
ア
プ
ロ
ー
チ

v
z一0
3去
さ
官
。
R
Y
S
E杯一
0
5
庄内

p
gロ
の
め
〕
を
基
礎
付
け
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
一
般
的
寛
容
〔

Z
E
5
3
a
z一
号
主
。
何
回
〕
、
つ
ま
り
〔
宗

教
に
限
ら
ず
〕
あ
ら
ゆ
る
立
場
の
違
い
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
支
場
か
ら

の
寛
容

P
2
2
0一o
g
c
s
。
P
一一

S
忠
む
を
基
礎
付
け
て
い
る
の
だ
。

こ
の
こ
と
を
示
す
前
に
、
こ
の
著
作
の
置
か
れ
て
い
る
一
歴
史
的
・
哲

学
的
文
脈
に
つ
い
て
、
多
少
説
明
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
も

そ
も
、
近
世
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
寛
容
が
語
ら
れ
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

宗
教
的
文
脈
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
寛
容
に
関
す
る
議
論
は
単

一
の
信
仰
州
（
キ
リ
ス
ト
教
）
内
で
の
対
立
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
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で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
信
念
体
系
〔
H
H

キ
リ
ス
ト
教
以
外
〕
を
扱
う
も

の
は
稀
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
間
で
の
寛
容
論
（
例

え
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
の
寛
容
や
、
そ

の
逆
の
寛
容
）
や
、
他
信
仰
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
の
寛
容
論

が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
種
の
議
論
の
多
く
は
、
立
場
の
異

な
る
相
手
と
、
対
話
を
通
し
て
最
終
的
に
合
意
に
達
し
た
い
と
い
う
願

い
が
動
機
と
な
っ
て
い
た
。

コ
ン
ウ
ェ
イ
の
直
接
の
哲
学
的
背
景
は
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
属
し
て
い

た
哲
学
サ
ー
ク
ル
に
あ
る
。
こ
の
サ
ー
ク
ル
は
今
日
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・

プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
〔

nmE智
正
常
句
S
H
O
D

－a印
〕
（
主
と
し
て
知
ら
れ
る
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
で
講
成
さ
れ
て
お
り
、
ヘ
ン
リ
i
・
モ
ア
〔

Z
g
q

玄
2
P
5広’
Mg吋
〕
と
ラ
ル
フ
・
カ
ド
ワ

i
ス
〔
閉
山
色
専
門
戸
丘
要
。
ス
Y

5
ロ
ム
∞
∞
∞
〕
は
特
に
有
名
で
あ
る
。
彼
ら
の
寛
容
な
宗
教
観
は
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
教
会
員
の
…
派
と
関
係
が
あ
り
、
こ
の
一
派
は
「
広
教
会
派
」

〔
ラ
テ
イ
テ
ュ

i
デ
イ
ナ
リ
ア
ン

Z器
包
一

5
3ロ
〕
と
呼
ば
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
彼
ら
が
こ
う
呼
ば
れ
る
の
は
、
一
六
六
O
年
以
降
に
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
教
会
内
で
生
じ
た
信
条
の
対
立
に
際
し
て
、
彼
ら
が
「
広
い
心

を
持
っ
て
い
た

F
S昆’
szaasg〕
」
（
つ
ま
り
、
ラ
テ
ィ
テ
ュ

i

ド

E
X
Eめ
で
あ
っ
た
）
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
嫁
い

だ
コ
ン
ウ
ェ
イ
一
族
は
、
そ
の
よ
う
な
寛
容
観
を
持
つ
神
学
者
、
例
え

ば
ジ
ェ
レ
ミ

1
・
テ
イ
ラ
ー

c
o
g
B旬、
U
三。♂

5
5ム
8
3、
ケ
ン
ブ

リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
モ
ア
、
カ
ド
ワ
！
ス
ら
を
経
済
的
に
支
援

し
て
い
た
。
モ
ア
と
カ
ド
ワ
i
ス
の
二
人
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
を
論
じ
る
際

に
特
に
重
要
で
あ
り
、
中
で
も
モ
ア
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
哲
学
の
先
生
で

あ
っ
た
（
4
）。

モ
ア
の
寛
容
観
は
一
六
六
O
年
、
王
政
復
古
の
時
期
に
出
版
さ
れ
た

神
学
的
著
作
「
敬
神
の
大
い
な
る
神
、
秘
』
〔
営
同
さ
～
む
さ
き
ミ
ミ
忌
ぬ

守
芸
、
忌
お
町
内
ミ
ミ
c
o
k～
言
語
〕
（
5
）
に
極
め
て
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
著
作
で
モ
ア
は
寛
容
を
宗
教
的
寛
容
の
問
題
、
当
時
の
一
一
一
一
口
い
方
で

は
「
良
心
の
自
由
」
〔

5
0与
え
の
。
コ
忠
一
8
8）
の
問
題
と
し
て
扱
っ
て

い
る
。
こ
の
表
現
で
モ
ア
が
何
よ
り
述
べ
た
か
っ
た
の
は
、
迫
害
の
恐

れ
な
く
神
を
崇
拝
で
き
る
自
由
に
つ
い
て
で
あ
る
（
6
）O

モ
ア
の
議
論

の
根
底
に
は
、
追
宝
口
の
精
神
は
キ
リ
ス
ト
教
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
反
す
る

と
い
う
考
え
が
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
従
う
（
「
キ
リ
ス
ト
教
徒

が
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
精
神
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
る
」
）
か
、
ぎ
り
、
良
心

の
自
由
と
は
、
他
宗
教
の
人
々
が
迫
害
さ
れ
る
恐
れ
な
く
自
ら
の
宗
教

を
信
奉
す
る
自
由
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
寛
容
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
信
保
を
持
つ
者
を
迫
害

し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
迫
害
は
、
そ
れ
が
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派

閥
で
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
は
本
来
基
本
的
な
考
え
方
が
共
有
さ
れ

て
い
る
は
ず
な
の
で
、
と
り
わ
け
増
む
べ
き
も
の
だ
と
〔
す
で
に
人
々

の
あ
い
だ
で
〕
考
え
ら
れ
て
い
る
（
「
こ
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
る
私
た
ち
に
は
、
迫
害
は
忌
ま
わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
合
意
が
あ

る
」
）
。
し
か
し
〔
キ
リ
ス
ト
教
内
で
の
迫
害
だ
け
で
な
く
〕
い
か
な
る

迫
害
も
キ
リ
ス
ト
教
精
神
と
は
相
容
れ
な
い
と
す
る
な
ら
、
こ
の
寛
容

の
精
神
は
他
宗
教
に
も
拡
大
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
モ
ア
は

他
宗
教
の
例
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
（
「
ト
ル
コ
入
の
宗
教
」

守
口
吋
号
色
）
、
無
神
論
者
を
挙
げ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
迫
害
す

る
者
を
次
の
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
「
非
常
に
誠
実
で
立
派
な
人
柄
を

持
つ
ト
ル
コ
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
無
神
論
者
を
「
地
獄
に
謹
ち
ろ
」
な
ど



と
罵
り
」
「
彼
ら
に
対
し
て
一
戸
を
建
て
、
二
重
に
鍵
を
掛
け
」
「
も
し
誰

か
一
人
で
も
這
い
出
で
来
よ
う
も
の
な
ら
、
そ
の
時
は
何
震
も
打
ち
の

め
し
て
や
ろ
う
と
、
長
い
棒
を
持
ち
、
一
戸
の
前
で
彼
ら
を
見
張
り
続
け

て
い
る
」
。
「
そ
う
や
っ
て
地
宗
教
を
こ
と
ご
と
く
毘
し
、
非
難
す
る
こ

と
は
、
誤
っ
た
方
向
に
向
け
ら
れ
た
熱
意
で
あ
り
、
椙
者
に
奉
仕
す
る

も
の
で
は
な
い
」
（
7
）
。
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
代
わ
り

に
議
論
を
し
、
自
ら
模
範
と
な
る
こ
と
で
異
な
る
立
場
の
者
を
説
縛
す

る
方
が
よ
い
〔
と
、
モ
ア
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
〕
。

ト
ル
コ
入
、
ユ
ダ
ヤ
入
、
異
教
徒
に
対
し
て
は
、
親
切
心
と
共
感

を
も
っ
て
、
彼
ら
の
宗
教
の
ど
こ
が
誤
っ
て
お
り
、
ど
こ
が
十
分

で
な
い
か
を
伝
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
後
ら
に
対
し
て
面
と
向
か
っ

て
、
お
前
は
人
間
本
性
が
宗
教
に
関
し
て
陥
り
う
る
最
も
酷
い
状

態
に
あ
る
な
ど
と
非
難
し
、
そ
う
や
っ
て
他
宗
教
の
儲
舗
を
過
度

に
既
め
る
こ
と
で
自
ら
の
宗
教
を
称
揚
す
る
の
で
は
な
く
（
8
）O

善

モ
ア
は
、
良
心
、
神
の
崇
持
、
信
伸
の
自
由
を
、
人
間
が
誰
で
も
自
然

に
持
ち
う
る
権
利
と
考
え
て
も
い
る
（
「
宗
教
の
自
由
は
人
類
の
自
然

権
で
あ
る
」
）
（
9
）
。
さ
ら
に
こ
の
権
利
は
、
自
ら
の
宗
教
に
疑
問
を
同
車

す
る
権
利
や
、
改
宗
す
る
権
利
も
含
む
。
「
ど
ん
な
国
家
や
入
院
に
も
、

自
ら
の
宗
教
を
批
判
検
討
す
る
権
利
、
他
者
の
宗
教
に
耳
を
傾
け
る
権

利
、
そ
し
て
ま
た
、
自
分
が
納
得
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
宗
教
を

変
更
す
る
権
利
が
あ
る
」
。
さ
ら
に
、
外
国
に
赴
い
て
他
者
を
改
宗
さ

せ
る
権
利
も
含
ま
れ
る
（
「
布
教
す
る
者
を
他
国
に
派
遣
す
る
権
科
」
「
地

問
の
者
に
、
自
分
た
ち
の
布
教
す
る
宗
教
が
真
理
で
あ
り
、
他
国
の
者
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が
信
じ
て
い
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
と
説
得
を
試
み
る
権
利
k
m
））。

モ
ア
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
自
由
と
は
誰
も
が
「
異
な
る
宗
教
を
信
仰
す

る
人
々
と
、
危
害
を
加
え
ら
れ
た
り
迫
害
さ
れ
る
恐
れ
な
く
意
見
交
換

が
で
き
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
布
教
す
る
者
が
外
屈
に
派
遣
さ
れ
、

人
々
の
歓
迎
を
受
け
、
熱
心
に
話
を
し
、
人
々
が
彼
ら
に
納
得
し
た
場

合
は
、
素
直
に
そ
う
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
と

は
一
吉
え
、
モ
ア
は
以
上
の
権
利
に
一
定
の
能
限
を
設
け
て
は
い
る
。
第

一
に
、
他
者
を
追
信
一
閃
す
る
者
に
は
以
上
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
。
第

二
に
、
人
は
確
か
に
迫
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
自
分
の
良
心
を

「
無
理
や
り
押
し
付
け
ら
れ
る
」
こ
と
な
く
、
希
望
す
る
信
仰
を
実
践

す
る
自
由
を
持
つ
が
、
そ
の
こ
と
が
政
治
的
な
、
横
乱
を
招
く
場
合
は
、

こ
の
権
利
は
無
効
に
な
る
。
第
一
一
一
の
制
捜
は
、
問
教
に
よ
る
も
の
を
除

い
て
は
権
威
的
な
儀
式
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
モ
ア
は
信
仰
を
構
成
す
る
霊
感
に
対
し
て
も
、
心
理
的
な
制
限
を

設
け
て
い
る
。
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
狂
信
的
な
信
者
や
宗
教
を
装
っ
た
詐

欺
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
人
々
は
理
性
を
働
か
せ
て
、
宗
教
的
な

霊
感
を
求
め
す
ぎ
な
い
よ
う
に
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
に
は
宗

教
的
な
一
霊
感
が
あ
る
と
強
く
主
張
す
る
人
々
も
「
合
理
的
で
ま
と
も
な

良
心
を
持
っ
て
い
る
」
。
モ
ア
は
別
の
著
作
才
凱
…
狂
論
」
（
む
を
2
2向

。
。
苦
肉
、
ミ
認
忠
之
宮
h
E
h
ミ
〕
に
お
い
て
、
偽
の
宗
教
的
霊
感
と
本
来
の

宗
教
的
霊
感
の
区
別
を
試
み
て
い
る
が
、
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
自
分
に
は

未
来
を
見
通
す
霊
感
が
あ
る
と
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
「
熱
狂
的
信
者
」

は
、
理
性
を
働
か
せ
ず
、
想
像
の
力
に
溺
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ラ
ル
ブ
・
カ
ド
ワ
i
ス
の
寛
容
に
関
す
る
、
王
張
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

内
戦
の
最
中
、
二
ハ
四
七
年
に
下
院
に
向
け
て
行
わ
れ
た
説
教
の
内
で
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主
に
な
さ
れ
た
（
日
）

O

こ
の
主
張
は
後
に
キ
リ
ス
ト
教
の
寛
容
精
神
の

古
典
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
轄
衆
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
共
通
の
信
念
と
、
信
仰
者
な
ら
誰
も
が
持
つ
信
仰
の
核
心
的

要
素
に
訴
え
て
、
平
和
と
和
解
が
説
か
れ
た
。
カ
ド
ワ
l
ス
は
愛
、
相

互
寛
容
、
相
互
理
解
と
い
う
福
昔
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
強
調
し
、
〔
聖

書
の
文
一
吉
を
比
輸
と
し
て
で
は
な
く
文
字
通
り
解
釈
す
る
〕
直
訳
主
義

的
信
仰
〔
－

5
5一室～。

zr3
は
キ
リ
ス
ト
教
精
神
と
は
相
容
れ
な
い

こ
と
を
示
し
た
（
辺
）
。
カ
ド
ワ

i
ス
は
モ
ア
と
は
異
な
り
、
人
権
や
実

際
の
故
治
上
の
取
り
決
め
と
い
う
観
点
か
ら
良
心
の
自
由
を
論
じ
る
こ

と
は
な
い
。
ま
た
カ
ド
ワ
l
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
れ
以
外
の
信
仰

の
違
い
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
内
の
対
立
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

し
か
し
そ
ア
と
同
様
、
カ
ド
ワ
i
ス
も
キ
リ
ス
ト
教
が
矛
盾
な
く
あ
る

た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
を
論
じ
て
お
り
、
他
者
を
迫
害
し
己
の

信
条
を
他
者
に
強
要
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
精
神
と
は
両
立
し
な
い

と
考
え
る
。
た
だ
し
、
カ
ド
ワ
i
ス
の
議
論
は
道
徳
的
次
元
（
キ
リ
ス

ト
教
的
態
度
が
自
己
矛
盾
を
字
ま
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

か
）
か
ら
、
形
部
上
学
的
次
元
へ
と
さ
ら
に
移
っ
て
い
く
。
カ
ド
ワ
i

ス
が
聴
衆
に
相
瓦
寛
容
を
願
っ
て
や
ま
な
い
の
は
、
普
（
開
。
。
含
2
印）

が
永
遠
の
存
在
で
あ
り
、
人
間
は
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
、

人
間
の
精
神
は
’
向
上
し
う
る
と
い
う
自
身
の
見
解
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

人
間
と
神
の
関
係
の
根
底
を
な
す
原
理
、
す
な
わ
ち
、
神
に
内
在
す
る

善
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
皆
善
を
共
有
す
る
と
い
う
原
則
を
カ
ド
ワ
i
ス

は
取
り
上
げ
て
い
る
。
「
神
の
本
性
」
〔
ロ
玄

5
5
E円
。
〕
に
「
参
与
」

（
音
色
。
一
宮
内
古
口
〕
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
は
「
神
の

形
相
〔
匂
九
三
言
、
。
き
〕
に
加
わ
り
そ
の
一
端
を
担
う
者
〔
志
向
6
5
3〕」、

「
神
的
本
性
に
加
わ
り
そ
の
一
端
を
握
、
っ
者
」
な
の
で
あ
る
（
日
）

O

カ
ド

ワ
i
ス
が
寛
容
を
訴
え
る
根
鹿
に
は
、
神
を
善
と
同
一
視
す
る
プ
ラ
ト

ン
的
発
想
が
あ
る
。

絶
対
的
善
で
あ
る
神
は
、
被
造
物
を
あ
ま
り
に
も
愛
し
、
被
造
物

の
存
在
に
溢
れ
ん
ば
か
り
の
喜
び
を
感
じ
て
い
る
た
め
、
神
は
被

造
物
に
、
神
の
善
と
、
神
と
被
造
物
と
の
親
近
性

F
F
8
2
Z〕

を
伝
達

F
o
g
g
g一g
氏
。
ロ
〕
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
神
が
福

音
を
も
た
ら
し
、
人
関
に
死
後
の
生
と
幸
福
を
約
束
し
て
や
ま
な

い
の
は
、
人
需
が
更
生
し
生
ま
れ
変
わ
り
続
け
〔
呂
怒
号
室
。
〕
、

神
の
神
々
し
き
に
加
わ
り
そ
の
一
端
を
担
う
者
と
し
て
創
造
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
（
当
。

モ
ア
や
カ
ド
ワ
！
ス
の
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
見
れ
ば
、
コ
ン
ウ
ェ
イ

の
最
も
身
近
な
人
々
の
間
で
、
寛
容
の
問
問
題
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
自
身
は
自
ら
の
哲
学
で

寛
容
に
つ
い
て
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は
な
い
し
、
良
心
の
自
由
に
一
吉
及

す
る
こ
と
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
哲
学
は
、
そ

れ
が
寛
容
に
深
く
関
係
し
て
い
る
と
一
一
一
日
え
る
多
く
の
特
徴
を
以
下
の
よ

う
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
著
作
罪
口
学
の
諸
原
理
』
は
、
宗
教
的
議
論

に
お
け
る
用
語
や
イ
デ
ィ
オ
ム
を
多
用
す
る
と
い
う
意
味
で
、
多
く
の

点
で
「
神
学
化
さ
れ
た
」
〔
忌
S
守
吃
足
え
〕
著
作
で
あ
る
。
「
哲
学
の
諸

涼
理
同
は
神
を
定
義
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
が
、
神
の
…
一
一
つ
の
存
在
論

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、
第
一
と
第
二
の
も
の
に
は
宗
教
的
名
称
が
付



議開

け
ら
れ
て
い
る
（
神
〔
C
o巴
と
キ
リ
ス
ト
〔
の
ぎ
玄
〕
）
。
コ
ン
ウ
ェ

イ
は
キ
ワ
ス
ト
教
の
教
義
（
三
位
一
体
と
地
獄
の
存
在
）
に
言
及
し
、

自
ら
の
、
王
躍
を
裏
付
け
る
た
め
、
時
折
聖
書
を
引
用
す
る
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
論
考
を
読
む
と
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
キ
リ
ス
ト
教

よ
り
も
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
信
仰
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
か
ぎ
ら
ず
、
ユ
ダ
ヤ
教
や
イ
ス
ラ

ム
教
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
宗
教
関
の
違
い

と
、
こ
の
違
い
を
引
き
起
こ
す
教
義
上
の
対
立
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ

と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
位
一
体
に
つ
い
て
の
コ
ン
ウ
ェ
イ

の
言
及
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
の
だ
が
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
三
栓
一
体
を

「
蹟
き
の
石
〔
お
∞
吉
吉
宗
一
口
m
Z
2乙
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
ト
ル
コ

人
〔
百
円
宮
〕
〔
日
イ
ス
ラ
ム
教
徒
て
そ
の
位
の
人
々
に
反
感
を
抱
か

せ
る
も
の
」
（

n
g老
若
る
い
O
）
と
捉
え
て
い
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
こ
の

よ
う
な
信
仰
間
の
差
異
を
問
題
視
し
、
異
な
る
信
仰
を
持
つ
人
々
が
互

い
に
歩
み
寄
る
た
め
の
〔
諸
宗
教
に
〕
共
通
の
土
台
〔

g言
語

g

m
g
g巴
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、
信

仰
関
の
障
壁
を
叡
り
去
る
た
め
に
キ
ワ
ス
ト
教
教
義
は
哲
学
的
に
再
解

釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
教
義
が
説
く
「
一
一
一
つ
の
独
立
し

た
ペ
ル
ソ
ナ
」
は
、
「
そ
れ
自
体
で
は
、
全
く
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
」

（n
gさ
m
w
F
5）
。
そ
し
て
、
信
師
関
の
障
擦
を
取
り
去
る
こ
と
は
、
で
」

の
三
位
一
体
の
件
に
関
し
て
誰
も
が
す
ぐ
に
同
意
で
き
る
」
よ
う
に
な

る
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
に
な
る
と
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
念
頭
に
あ
っ
た

の
は
信
仰
向
士
の
（
宮
町
ミ
S
〕
歩
み
寄
り
で
は
な
く
、
他
信
仰
の
信

者
が
キ
リ
ス
ト
教
に
折
り
合
う
こ
と
〔
お
8
2一
一
宮
古
ロ
ミ

oHpqkgぎ

き
の
ま
∞
尽
き
一
々
〕
、
つ
ま
り
、
他
信
仰
の
者
が
キ
リ
ス
ト
教
に
転
向
す
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る
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
、
自
分
の
提
唱
す

る
キ
リ
ス
ト
の
役
割
が
形
而
上
学
的
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
ユ
ダ

ヤ
入
、
ト
ル
コ
入
、
地
の
不
信
心
な
民
族
に
真
の
信
仰
〔
号

0
5
0

E
岳
〕
と
キ
リ
ス
ト
教
を
伝
送
」
（

nggau出
）
（
日
）
し
、
彼
ら
と
の
相

互
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
哲
学
は
宗
教
的
教
義

と
両
立
可
能
で
あ
り
、
諸
宗
教
に
共
通
の
土
台
を
理
解
す
る
鍵
を
提
供

す
る
の
だ
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
こ
の
こ
と

を
神
学
的
に
で
は
な
く
形
而
上
学
的
に
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
。
人
間

が
神
の
似
姿
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
、
誰
も
が
閉
じ
普
を
共
有
し
、
そ

れ
を
神
と
も
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
、
王
張
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
モ
ア
よ
り
も
カ
ド

ワ
！
ス
に
近
い
。
し
か
し
、
神
の
善
が
被
造
物
に
伝
わ
る
こ
と
に
関
す

る
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
説
明
は
、
カ
ド
ワ
！
ス
の
も
の
よ
り
も
よ
く
繰
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
宗
教
関
の
違
い
に
関
す
る
寛
容
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

よ
り
包
括
的
な
寛
容
観
が
そ
こ
に
合
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

コ
ン
ウ
ェ
イ
哲
学
の
概
観

は

っ

き

り

し

て

い

る

の

は

、

コ

ン

ウ

ェ

イ

の

が

新
。
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
枠
組
み
i
万
物
は
神
の
完
全
性
の
絶
え
間
な
い
流

出
（

o
s
s
a
－o己
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い
う
存
在
の
一
一
一
階
層
説

V

注
目
出

E
s
z
q買の
S
0
2
0
Zも
ー
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

コ
ン
ウ
ェ
イ
に
と
っ
て
こ
の
一
一
一
階
層
は
神
、
キ
リ
ス
ト
（
こ
れ
は
中
間

的
本
性
〔
主
主

K
Z
S
5〕
と
も
呼
ば
れ
る
）
、
被
造
物
（
こ
れ
は
被
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造
的
本
性
〔
の
お
己
注
コ
何
回
片
足
。
〕
と
も
呼
ば
れ
る
）
で
あ
り
、
こ
の
三
者

は
「
種
」
〔
8
2
5〕
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
上
か
ら
下
へ
の
存
在

時
層
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
「
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
』
〔
同
さ
き
尋
句
〕
の
基
本

的
な
形
而
上
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
あ
る
。
。
フ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
こ
の
三
階
層
は
一
者

P
Z
8
0〕
、
ヌ

i
ス

（言。＝
0
2〕
、
魂
〔
問
。
c乙
で
あ
る
が
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
存
在
論
に
お
い

て
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
と
っ
て
の
実
体

P
Z
S
3
2
2
2）
が
そ
う

で
あ
る
の
と
同
様
、
下
位
の
種
は
第
一
位
の
種
よ
り
も
不
完
全
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
流
出
の
因
果
的
過
程
は
第
一
原
菌
か
ら
そ
の
外
側
へ
向
か

う
と
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
説
明
す
る
が
、
こ
れ
も
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
流
出
説

を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
場
合
、
第
三
の
種
〔
H
被
造
物
〕

は
中
間
的
な
種
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
中
間
的
本
性
（
こ
れ
は

「
ア
ダ
ム
・
カ
ド
モ
ン
」
〔
〉
密
告
穴
邑

E
S）
〔
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
影
響
を

受
け
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
秘
主
義
思
想
カ
パ
ラ
l
に
由
来
し
、
神
が
初
め

て
創
造
し
た
原
初
の
人
間
を
意
味
す
る
）
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
媒
介
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
採
用
す
る
基
本
的
原
理
は
、

い
か
な
る
結
果
〔

O
B
a
も
そ
の
原
因
に
似
通
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
う
一
一
一
一
口
っ
て
よ
け
れ
ば
、
結
果
は
そ
の
原
因
に
合
ま
れ
る
、

つ
ま
り
、
原
因
と
結
果
の
間
に
は
何
ら
か
の
類
似
や
親
近
性

〔門
2
0
2広
告
。
。
。
こ
斉
8
2∞
〕
が
必
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
用
語
で
は
対
志
〔

8
ミ
号
、

shr雪
乱
と
呼
ば
れ
、

コ
ン
ウ
ェ
イ
は
創
造
主
と
被
造
物
の
関
係
を
表
す
た
め
に
、
プ
ラ
ト
ニ

ス
ト
の
概
念
で
あ
る
参
与
〔
豆
、
号
守
ミ
右
辺
〕
も
用
い
て
い
る
。
ま
た
、

コ
ン
ウ
ェ
イ
の
「
哲
学
の
諸
原
理
』
に
は
「
現
代
的
」
な
要
素
も
は
っ

き
り
と
存
在
し
、
こ
れ
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
何
人
か
の
著
名
な
同
時
代
人

を
i
実
際
、
デ
カ
ル
ト
、
ホ
ッ
プ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
！
挙
げ
て
い
る
こ

と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
う
は
見
え
に
く
い
要
素
も

た
し
か
に
あ
る
と
は
言
え
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
「
哲
学
の
諸
原
理
い
は

一
七
世
紀
の
哲
学
議
論
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。コ

ン
ウ
ェ
イ
の
体
系
に
よ
れ
ば
、
被
造
的
本
性
の
全
体
l
つ
ま
り
、

私
た
ち
の
い
る
こ
の
世
界
l
は
、
神
の
完
全
性
の
反
映
で
あ
る
。
こ
の

全
体
は
一
つ
の
実
体
〔
∞
5
2
8
8）
で
あ
り
、
こ
の
実
体
は
コ
ン
ウ
ェ

イ
が
モ
ナ
ド
〔

2
2
a〕
と
呼
ぶ
無
限
の
最
小
単
位
で
構
成
さ
れ
て
い

る
（
目
。
こ
の
最
小
単
位
の
一
つ
一
つ
に
は
さ
ら
に
無
限
の
モ
ナ
ド
が

合
ま
れ
て
お
り
（
げ
）
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
生
命
と
表
象
〔
宮
2
8ま
己
を

付
与
さ
れ
て
い
る
。
鹿
や
石
の
よ
う
な
物
理
的
な
も
の
か
ら
、
動
物
や

人
間
の
よ
う
な
複
雑
な
存
在
ま
で
、
実
体
は
被
造
物
全
体
を
構
成
し
て

お
り
、
実
体
に
よ
っ
て
被
造
物
は
生
命
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で

き
て
い
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
こ
の
よ
う
な
実
体
一
元
論
を
前
提
す
る
が
、

と
は
一
言
え
、
霊
と
物
体
〔
∞
立
門
広
告
m
H
σ

。
身
）
｜
あ
る
い
は
、
精
神
と
身

体
宏
一
三
自
立
。
身
〕
！
の
二
元
論
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
、
当
時
最
新
の

哲
学
用
語
を
用
い
る
た
め
に
保
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ウ
ェ

イ
は
霊
と
物
体
を
全
く
加
偶
の
も
の
と
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

霊
も
物
体
も
同
じ
一
つ
の
モ
ナ
ド
の
異
な
る
様
態
（
自
主
乙
で
あ
り
、

霊
と
物
体
は
一
つ
の
連
続
体
の
端
と
端
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
物
体
は
霊
が
由
ま
り
議
縮
し
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、
霊
は
物
体
が
器

発
し
薄
め
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」
（

n
g考
書
合
）
。
コ
ン
ウ
ェ

イ
に
よ
れ
ば
、
ど
ん
な
生
命
体
も
霊
寄
り
の
実
体
〔
5
0話
回
立
号
ム
跨
O

E
g
g
s
o〕
と
物
体
寄
り
の
実
体
〔
5
0日
ぎ
身
’
－
F
2
c
σ
苦
言
。
〕
が



結
合
し
て
で
き
て
い
る
。
霊
と
物
体
は
本
質
的
に
は
詞
一
で
、
一
区
別
は

そ
の
様
態
に
関
し
て
の
み
可
能
な
の
で
、
霊
は
物
体
に
変
化
す
る
こ
と

が
で
き
、
物
体
は
霊
に
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
被
造
的
本
性

は
流
動
的
に
変
化
を
繰
り
返
し
、
人
間
や
植
物
の
よ
う
な
安
定
し
た
状

態
が
あ
る
と
は
一
一
一
一
口
え
、
種
を
跨
い
で
変
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、
種
の
境
に
互
い
を
往
き
来
で
き
る
穴
が
あ
い
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
「
ど
ん
な
種
類
の
被
造
物
も
別
の
被
造
物
に
変
化
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
低
の
種
は
最
高
の
種
に
な
る
こ
と
が
で

き
、
最
高
の
種
は
〔
：
・
〕
最
抵
の
種
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」

（n
g
J
5
F
S）
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
変
様
論
は
一
一
冗
論
と
相
宜
に
連
関
し

て
お
り
、
議
の
変
化
は
実
体
二
元
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
さ
ら
に
、
物
体
か
ら
霊
へ
変
化
す
る
こ
と
と
、
種
か
ら
種
へ
発

展
的
に
上
昇
す
る
こ
と
〔
2
0
z
c
o巴
は
、
神
の
善
と
正
義
〔
吉
田
氏
。
。
〕

の
動
的
な
意
悶
〔
ω
身
5
5一。
i
o三
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の

意
関
は
万
物
が
種
か
ら
種
へ
変
転
し
、
そ
う
し
て
完
成
を
目
指
す
こ
と

の
内
で
「
最
も
輝
か
し
く
現
れ
る
」
。

善

仮
に
被
造
物
が
そ
れ
自
身
の
儲
別
性

C
E玄
含
丘
一
色
に
よ
っ

て
全
く
も
っ
て
判
制
限
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
種
だ
け
の
撮
め
て
狭
い

範
間
内
に
完
全
に
関
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
〔
：
山
被
造

物
は
そ
れ
以
上
の
完
成
を
目
指
す
こ
と
も
、
神
の
普
に
そ
れ
以
上

参
号
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
、
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
被
造

物
が
様
々
な
仕
方
で
互
い
に
関
わ
り
合
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
（
円
。
ロ
垣
内
々
い
N
）（お）
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
種
間
の
変
化
が
可
能
な
被
造
物
の
世
界
が
、
な

ぜ
神
の
善
と
正
義
の
現
れ
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

を
開
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
形
而
上
学
の
枠
組
み
を
さ

ら
に
詳
し
く
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
原
虫
と
し
て
の
神

コ
ン
ウ
ェ
イ
の
体
系
に
頴
著
な
点
は
、
被
造
物
と
創
造
主
の
類
似
が

自
明
の
理
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
被
造
物
が
そ
の
創
造
主
に

何
ら
か
の
仕
方
で
似
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
属
性

〔芸『
F
5
0〕
や
完
全
性
〔
官
め
る
の
き
己
の
点
で
一
致
し
な
い
こ
と
は
、

不
可
能
で
あ
る
」
（

n
gさ
空
お
）
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
コ
ン
ウ
ェ

イ
の
体
系
に
お
け
る
第
一
原
理
は
神
で
あ
り
、
神
の
存
在
は
何
よ
り
も

先
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
哲
学
に
お
け
る
神
は

単
に
第
一
原
理
や
第
一
原
因
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
完
全
な
存
在
で
あ

り
、
こ
の
完
全
性
は
神
の
属
性
に
具
、
現
化
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ

の
存
在
論
は
単
に
神
の
存
在
〔
誌
を
S
S〕
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、

神
の
本
性
〔
さ
宣
言
〕
に
基
づ
く
。
そ
し
て
、
神
の
本
性
は
何
に
も
増

し
て
完
全
な
の
で
、
と
い
う
こ
と
は
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
体
系
は
完
全
な

存
在
者
〔
之
ぬ
も
の
H
Z
E
W〕
に
基
づ
く
の
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
コ
ン

ウ
ェ
イ
の
立
場
は
デ
カ
ル
ト
と
も
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と

も
関
係
が
あ
る
）
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
神
の
属
性
を
「
哲
学
の
諸
原
理
い

の
冒
頭
で
列
挙
し
て
お
り
、
全
能
〔
。
ョ
コ
一
志
向
。
言
。
〕
、
全
知

〔0
5記忠一
0
5
0〕
、
正
義
の
よ
う
な
伝
統
的
な
神
学
的
属
性
も
そ
こ
に
は

含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
ま
で
伝
統
的
で
は
な
い
属
性
も
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
神
は

p
g己
、
生
命
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光〔一一
m
Z〕
」
で
も
あ
る
。
中
で
も
「
生
命
」
の
属
性
は
、
コ
ン
ウ
ェ

イ
の
被
造
物
の
説
明
に
と
っ
て
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の

属
性
の
中
で
抜
き
ん
出
た
地
位
に
あ
る
の
は
蕃
と
知
恵
〔

3
a。
5
〕

で
あ
り
、
普
と
知
恵
に
よ
っ
て
神
の
意
志
は
働
く
の
で
あ
る
。

伝
達
可
能
性
〔
0
0
ヨヨ
C
コ一

gσ
一一一

q
〕

コ
ン
ウ
ェ
イ
は
、
神
に
だ
け
基
づ
く
属
性
（
こ
れ
は
「
伝
達
不
可
能

な
」
〔
吉
8
5
5
5一g
z
o〕
属
性
と
呼
ば
れ
る
）
と
、
神
と
被
造
物
が

共
有
す
る
属
性
（
こ
れ
は
神
の
「
伝
達
可
能
な
」
〔
8
5
5
5一g
z
o〕

属
性
と
呼
ば
れ
る
）
を
区
別
し
て
い
る
（

n
g老
若
u

h

昂
）
。
自
存
性

〔∞丘一
r
5
3芯
言
。
〕
（
℃
2
8
2
Z
5
5）
、
独
立
性
〔
吉
弘
8
0
E
g
g〕

（－
E
G
O
E
S∞
）
、
無
援
性
〔
5
3口
一
色
、
不
変
性
〔
一
5
5
E号
店
三
は
、

神
の
伝
達
不
可
能
な
罵
性
で
あ
る
お
O
D
老
妻
お
）
。
こ
れ
ら
の
属
性

を
有
す
る
存
在
は
神
の
み
で
あ
り
、
神
の
作
品
、
つ
ま
り
被
造
物
は
無

限
で
も
不
変
で
も
な
い
。
仮
に
無
限
・
不
変
で
あ
れ
ば
、
被
造
物
は
第

二
の
神
に
な
っ
て
し
ま
う
、
だ
ろ
う
。
「
仮
に
被
造
物
が
そ
の
本
性
か
ら

し
て
不
変
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
被
造
物
は
神
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
」
（
内

S
者タ
N
C
）
。
正
義
、
知
恵
、
普
は
神
の
伝
達
可
能
な
属

性
で
あ
る
。
伝
達
可
能
な
属
性
は
ヱ
同
国
が
貯
蔵
さ
れ
た
宝
物
庫
」

F

5
8
5
0
2
0
C∞
2
8門
広
三
岱
吋
一
の
宮
田
〕
と
呼
ば
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
あ

ら
ゆ
る
も
の
ご
と
の
真
実
が
明
ら
か
に
な
る
」
（

n
g当タ
hE。
さ
て
、

神
が
生
命
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
と
い
う
原
因
の
結
果
（
も
の
色
（
神

に
よ
る
創
造
物
）
は
全
て
生
命
を
持
つ
し
、
神
に
知
恵
が
あ
る
な
ら
ば
、

神
の
結
果
（
神
に
よ
る
創
造
物
）
は
全
て
そ
の
知
恵
の
反
映
で
あ
る
。

ま
た
、
神
が
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
創
造
物
に
は
必
ず
神
の
替
の
刻
印
が

持
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
神
の
本
性
は
神
の
結
果
を
直
接
規

定
し
て
お
り
、
神
の
属
性
は
万
物
の
本
性
の
真
相
を
解
明
す
る
鍵
な
の

で
あ
る
。

神
に
は
伝
達
可
能
な
属
性
と
伝
達
不
可
能
な
属
性
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
神
と
被
造
物
の
本
質
は
異
な
っ
て
定
義
さ
れ
、
神
と
被
造
物
は
原

則
的
に
区
加
さ
れ
る
。
神
と
被
造
物
の
性
質
（
属
性
）
が
根
本
的
に
異

な
る
こ
と
は
、
神
と
被
造
物
が
同
じ
本
震
を
共
有
せ
ず
、
存
在
論
的
に

全
く
加
偶
の
種
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
被
造
物
は
、
王
要

な
点
に
関
し
て
神
に
似
て
い
る
〔
案
内
〕
が
、
そ
の
全
く
同
じ
主
要
な

点
に
関
し
て
神
に
似
て
い
な
い
〔

S
～
洋
札
。
神
は
最
大
限
に
完
全
で
あ

る
わ
け
だ
が
、
神
の
作
品
も
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
完
全
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
。
被
造
物
に
は
神
の
持
た
な
い
高
性
が
備
わ
っ
て
お
り
、

神
と
被
造
物
の
区
別
が
揺
る
が
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
神
と
被

造
物
の
違
い
の
最
た
る
も
の
は
、
神
と
は
違
っ
て
被
造
物
は
変
化
し
、

増
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

醤神
の
持
つ
様
々
な
属
性
の
な
か
で
、
お
そ
ら
く
特
に
重
要
な
も
の
が

菩
で
あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
善
を
神
の
「
本
質
的
属
性
」
〔
2
2
2主

主ユ
σ
c
B
〕
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
神
の
構
性
の
中
で
も
抜
き
ん
出

た
も
の
と
さ
れ
、
神
の
属
性
に
お
い
て
言
わ
ば
規
範
的
な
地
位
を
出
め

て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
は
伝
達
可
能
な
属
性
で
あ
る
警
に
よ
っ
て

神
に
似
る
。
つ
ま
り
、
善
は
神
に
似
た
撞
で
あ
り
、
万
物
に
共
通
の
属

性
で
あ
る
。
さ
ら
に
神
の
善
は
、
そ
れ
が
伝
達
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な

く
増
加
可
能
で
あ
る
と
い
う
特
鍛
も
持
つ
。
「
神
の
善
は
そ
の
本
性
上
、



伝
達
さ
れ
、
増
え
る
〔
g
c注
目
比
一
色
〕
」
（

n
gさ
ミ
ロ
）
（
望
。
コ
ン
ウ
ェ

イ
が
こ
の
増
加
能
力
を
明
ら
か
に
認
め
て
い
る
の
は
、
神
の
倍
達
可
能

な
罵
性
の
な
か
で
も
善
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
の
善
が
そ

れ
自
身
の

P
ミ
喝
さ
る
〕
善
を
増
加
さ
せ
る
と
は
一
世
間
え
、
そ
れ
は
〔
神

が
神
以
外
の
被
造
物
を
〕
鎖
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
こ
と

で
あ
る
。
神
が
〔
被
造
物
を
能
造
す
る
の
で
は
な
く
、
一
一
つ
日
、
一
一
一
つ

自
の
〕
神
の
蓄
を
複
製
す
る
〔
吋
与
一
一

g
Z〕
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
矛
震
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
の
神
性
が
複
製
と
い
う
仕
方
で

増
え
る
こ
と
は
、
一
以
上
の
神
〔
詰

g旬
。
。
含
〕
に
お
い
て
創
造
が
位

わ
れ
る
も
同
然
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

議同

神
の
善
は
そ
の
本
性
上
伝
達
さ
れ
、
増
え
る
の
で
ー
と
い

う
の
も
、
神
は
自
己
自
身
を
増
や
す
こ
と
は
で
き
ず
、
仮
に
で
き

る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
援
数
の
神
が
創
造
さ
れ
る

F
Z
主
義

5
g可

。
急
乙
も
同
然
で
あ
り
、
そ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
か
ら
i
必
然
的
に
、

神
は
永
遠
の
時
分
か
ら
、
つ
ま
り
数
で
は
数
え
ら
れ
な
い
時
分
か

ら
、
存
在
を
被
造
物
に
与
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

な
ら
、
仮
に
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
神
が
伝
達
す
る
替
は
｜
こ

れ
は
神
の
本
質
的
な
属
性
で
あ
る
わ
け
だ
が
i
〔
有
限
な
創
造
開

始
の
時
か
ら
与
え
ら
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
〕

実
際
の
と
こ
ろ
有
限
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
〔
存
限
な
創
造
開
始

の
時
か
ら
の
〕
何
年
分
と
い
う
単
位
で
そ
の
量
を
計
算
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
全
く
も
っ
て
不
合
理
だ
か
ら
で

あ
る
。
（

n
g
S
F
E）
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さ
ら
に
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
一
一
一
日
う
に
は
、
創
造
さ
れ
た
世
界
に
伝
達
さ
れ
た

替
、
つ
ま
り
二
次
的
な
善
は
、
無
限
に
増
大
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

仮
に
燕
限
に
な
る
と
〔
創
造
さ
れ
た
世
界
が
〕
神
と
並
ん
で
し
ま
う
の

で
〔
実
際
に
は
〕
そ
こ
ま
で
増
大
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

変
化
〔

O
Zコ
∞
巴
と
完
全
牲
に
歪
る
可
能
性
宅
密
芯

0
5一一一号〕

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
一
一
の
種
（
被
造
的
本
性
）
は
流
動
的
に

変
化
し
続
け
る
状
態
に
あ
る
。
こ
の
可
変
性
は
、
霊
か
ら
物
体
、
物
体

か
ら
霊
へ
様
態
が
変
化
す
る
と
い
う
形
を
と
る
か
、
被
造
物
が
完
全
性

か
ら
下
誇
し
、
そ
の
後
に
再
び
完
全
性
を
回
復
す
る
と
い
う
循
環

〔
の
三
巴
の
内
で
、
種
か
ら
韓
へ
発
展
的
に
上
昇
す
る
と
い
う
形
を
と

る
。
こ
の
発
展
的
上
昇
の
過
程
は
〔
前
述
の
よ
う
に
〕
神
の
菩
と
正
義

の
動
的
な
意
図
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
意
図
は
万
物
が
種

か
ら
種
へ
変
転
し
、
そ
う
し
て
完
成
を
目
指
す
こ
と
の
内
で
「
最
も
輝

か
し
く
現
れ
る
」
。
〔
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
〕

仮
に
被
造
物
が
そ
れ
自
身
の
個
別
性
（
宮
全
〈
E
c
t
S〕
に
よ
っ

て
全
く
も
っ
て
制
摂
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
語
、
だ
け
の
極
め
て
狭
い

範
囲
内
に
完
全
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
〔
：
・
〕
被
造

物
は
そ
れ
以
上
の
完
成
を
目
指
す
こ
と
も
、
神
の
善
に
そ
れ
以
上

参
与
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
被
造

物
が
様
々
な
仕
方
で
互
い
に
関
わ
り
合
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
る

だ
ろ
う
。
（
円
。
ロ
垣
内
々
ゆ

ωN）

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
万
物
の
完
全
性
の
震
合
い
は
そ
の
物
理
的
形
態
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〔
事
官
庁
丘
町
。
『
5
〕
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
堕
落

Z
o
m
g
q
m
E
O
D〕
が

物
質
性
〔
向
。
号
。
高
む
と
守
〕
の
増
加
を
引
き
起
こ
す
一
方
で
、
更
生
し
て

生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
〔
g
m
g
o
g
z。
コ
〕
は
、
そ
の
逆
の
こ
と
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
。

或
る
人
が
［
・
：
〕
粗
野
で
動
物
的
な
生
を
送
り
、
そ
の
霊
が
他
の

ど
ん
な
被
造
物
に
も
増
し
て
獣
の
精
神
間
然
と
な
る
と
し
た
ら
、

そ
の
人
の
物
質
的
な
形
も
、
そ
の
精
神
の
特
性
と
状
態
に
最
も
適

し
た
獣
の
も
の
に
（
少
な
く
と
も
そ
の
外
形
〔
O

足
。
自
己
芸
品
。
〕

に
関
し
て
は
）
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
（

n
g君。
1
8）

そ
の
逆
に
、

こ
の
地
上
で
人
が
、
天
界
に
い
る
天
使
の
よ
う
に
純
粋
で
真
正
な

生
を
生
き
る
な
ら
ば
〔
：
山
そ
の
人
は
死
後
、
天
使
の
時
級
に
上

昇
し
て
天
使
陪
然
と
な
る
。
（

ngJそ
安
部
）

コ
ン
ウ
ェ
イ
に
と
っ
て
物
震
性
は
霊
の
堕
落
し
た
状
態
で
あ
る
と
共
に

罰
せ
ら
れ
た
状
態
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
過
酷
な
原
則
に

は
救
い
も
あ
る
。
物
質
性
が
も
た
ら
す
苦
痛
は
、
海
化
と
吏
生
を
可
能

に
す
る
か
ら
だ
。
「
罰
は
被
造
物
を
善
に
向
か
わ
せ
る
傾
向
を
持
つ
」

（n
S
5予
勾
）
（
加
）
だ
け
で
な
く
、
〔
現
状
ど
れ
ほ
ど
〕
罪
深
い

P
E
P－ロ
g
乙
と
し
て
も
、
善
の
可
能
性
は
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
被
造
物
は
ど
れ
も
神
の
善
の
反
映
、
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
被
造
物
は
何
で
あ
れ
創
造
主
に
何
ら
か
の
仕
方
で
似
て
い
る
。
創
造

主
に
比
べ
れ
ば
堕
落
し
た
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
」
（

n
g老
若
uhG）。

神
は
そ
れ
自
身
に
似
て
い
な
い
も
の
（
例
え
ば
「
死
ん
で
い
る
」
も
の
）

は
何
も
創
造
し
な
い
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
被
造
物
は
ど
ん
な
も
の
で

も
神
に
無
際
限
に
〔
吉
宏
一
件
。
乞
似
な
い
も
の
は
な
い
。
「
全
て
の
点

に
お
い
て
神
と
異
な
る
存
在
な
ど
存
在
し
な
い
（
全
く
変
化
せ
ず
、
無

捺
限
に
悪
で
あ
り
続
け
る
存
在
な
ど
決
し
て
存
在
し
な
い
と

（円。口当
3
J
A
F
N
）。

被
造
物
は
燕
襟
限
に
悪
へ
進
行
し
た
り
、
蕪
活
動
（
E
2
c
i
q〕、

沈
黙
〔
丘
一
8
2〕
、
あ
る
い
は
永
遠
に
続
く
全
き
苦
し
み
に
陥
る

こ
と
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
、
被
造
物
は
〔
い
つ
か

は
〕
善
に
一
民
る
他
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（

ngJ提唱
w

A

お）

愛
と
蓮
田

さ
ら
に
コ
ン
ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、
万
物
を
結
び
つ
け
る
愛
と
、
万
物

相
互
の
愛
の
碁
礎
に
は
善
が
あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
隠
喰
を
用
い
る
な

ら
ば
、
善
は
被
造
物
を
愛
の
中
に
引
き
寄
せ
て
間
結
さ
せ
る
「
強
力
な

磁
石
」

f
c
g
q
z
s呂
志
乙
で
あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
そ
の
実
体
一

元
論
を
基
礎
付
け
る
中
で
最
も
強
調
す
る
の
が
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
コ

ン
ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
愛
と
は
、
類
似
し
似
通
う
こ
と
〔

E
S
E旬。門

忌
誌
に
さ
え
ぬ
〕
が
可
能
に
す
る
作
品
〔
要
。
再
∞
〕
な
の
で
、
愛
が
生
じ
る

の
は
類
似
し
親
近
性
の
あ
る
〔
之
さ
守
守

2a玄
三
集
団
関
に
お
い

て
の
み
で
あ
る
（
よ
っ
て
、
悪
は
善
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
善
も

ま
た
悪
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
。
万
物
は
善
と
い
う
性
質
に
よ
っ

て
神
に
似
る
わ
け
だ
が
、
万
物
同
士
が
互
い
に
似
る
の
も
善
に
よ
る
。



善

被
造
物
が
互
い
に
似
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
被
造
物
の
内
に
共
通
の
善

が
宿
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
善
と
品
一
期
間
の
類
似
以
上
の
類
似
は
春
在

し
な
い
」
（

nggauhg。
以
上
の
よ
う
に
、
善
の
力
は
類
似
や
親
近

性
の
原
理
に
由
来
し
て
い
る
。
善
い
も
の
ご
と

vmoa荘
一
口
加
〕
と
は
、

「
私
た
ち
が
実
際
に
、
あ
る
い
は
一
見
し
て
好
ま
し
い
と
感
じ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
似
て
い
る
（

5
5
H
0
5
5一

氏
自
主

Z
E
5
5）
か
ら
、
あ
る
い
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
に
似
て
い
る
か

ら
そ
う
感
じ
る
の
で
あ
る
」
（

n
g者
安

k
P
3
0

よ
っ
て
、
愛
に
お
け
る

引
力
を
な
す
の
は
相
互
普
で
あ
り
、
愛
の
基
礎
に
は
善
が
あ
る
（
コ
ン

ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
善
は
「
愛
の
最
大
の
原
田
」
で
あ
る
）
。
さ
て
、
自

分
が
或
る
も
の
に
似
る
と
い
う
こ
と
は
「
そ
れ
の
善
に
自
ら
参
与
す
る

〔
言
、
号
守
ミ
ミ
ミ
〕
、
あ
る
い
は
そ
の
善
を
自
分
も
分
け
持
つ

T
E誌
と

（
A
c
o
g
s
3
3
u
f
g
r
s
g
ぎ
口
町
民
2
4
5
）
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

コ
ン
ウ
ェ
イ
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
こ
の
被
造
物
同
士
の
類
似
は
、
今

度
は
被
造
物
と
神
の
関
係
を
特
徴
づ
け
る
。
私
た
ち
は
単
に
神
が
最
善

F
g円
〕
だ
か
ら
神
を
愛
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
に
私
た
ち
が
似
て

い
る
宮
町
〕
か
ら
神
を
愛
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
に
似
る
こ

と

i
こ
れ
は
神
の
属
性
に
参
与
す
る
こ
と
を
含
む
ー
に
よ
っ
て
神
を
愛

す
る
の
だ
。
善
は
神
と
の
類
似
を
可
能
に
す
る
要
因
で
あ
り
、
類
似
に

よ
っ
て
私
た
ち
は
よ
り
十
全
に
神
の
蕎
に
参
与
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の

際
、
私
た
ち
の
善
は
、
現
時
点
で
の
蓄
の
多
寡
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら

に
増
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
の
蓄
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、

私
た
ち
が
神
を
愛
し
、
神
か
ら
返
っ
て
く
る
愛
を
受
け
取
る
能
力
は
高

ま
る
。
ま
た
、
強
口
を
身
に
つ
け
れ
ば
つ
け
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
神
を
愛

し
、
神
の
愛
を
自
分
た
ち
の
い
る
下
方
へ
と
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
は
一
層
、
善
と
愛
に
能
う
よ
う
に
な
る

（
nstξawAq）
。
こ
の
蓄
の
増
加
の
過
程
が
始
ま
る
に
あ
た
っ
て
、
被

造
物
の
蓄
は
完
全
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
最
も
腐
敗
し
た
存
在
に
さ
え

普
の
要
素
は
残
っ
て
お
り
、
こ
の
残
っ
た
蕎
に
よ
っ
て
更
生
す
る
こ
と

が
可
能
な
の
で
あ
る
。

コ
ン
ウ
ェ
イ
は
善
を
、
私
た
ち
に
喜
び
を
与
え
る
も
の
、
「
私
た
ち

に
恩
恵
を
与
え
る
〔

σ
g急
円
〕
も
の
」
（
を
急
き
ま
∞

σgoma巳
）
と
し

て
記
述
す
る
こ
と
も
あ
る
。
私
た
ち
は
「
そ
れ
の
善
に
自
ら
参
与
す
る

〔
豆
、
号
守
ミ
と
あ
、
あ
る
い
は
そ
の
善
を
自
分
も
分
け
持
つ
〔

h
E三
」

（
Gcomzg
苦
3
w
f
s
r
u
g
m
ぎコ一冨門
2
4
5）
（
幻
）
よ
う
に
善
に
よ
っ
て

促
さ
れ
、
そ
う
し
て
患
恵
を
受
け
る
。

私
た
ち
が
或
る
も
の
ご
と
を
善
い
と
言
う
の
は
、
そ
の
善
い
も
の

ご
と
が
、
私
た
ち
が
実
際
に
、
あ
る
い
は
一
見
し
て
静
ま
し
い
と

感
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
似
て
い
る

（
c
z
g
o
s
g一
己
自
己
吉
忌

S
S）
か
ら
、
あ
る
い
は
、
私
た
ち
が

そ
れ
に
似
て
い
る
か
ら
そ
う
感
じ
る
の
で
あ
る
。
善
人
が
愛
す
る

の
は
善
人
で
あ
り
、
悪
人
で
は
な
い
。
善
人
は
悪
人
を
愛
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
し
、
悪
人
は
逆
に
善
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
だ
。
ま
た
、
普
と
善
の
類
似
以
上
の
類
似
は
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
私
た
ち
が
何
か
を
善
い
と
見
な
し
て
そ

う
一
一
出
回
っ
た
り
す
る
の
は
、
そ
れ
が
私
た
ち
に
善
い
こ
と
を
も
た
ら

し
、
私
た
ち
が
そ
の
善
さ
を
分
け
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

類
似
は
決
ま
っ
て
愛
の
第
一
の
原
因
で
あ
る
。
神
と
キ
リ
ス
ト
が

被
造
物
に
存
在
を
与
え
る
の
と
開
じ
よ
う
に
、
或
る
も
の
が
別
の
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も
の
に
存
在
を
与
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
二
者
は
あ
る
程
度

似
る
よ
う
に
な
る
。
被
造
物
が
そ
の
創
造
主
に
何
ら
か
の
仕
方
で

似
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
属
性
や
完
全
性
の
点
で
一

致
し
な
い
こ
と
は
、
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
お

S
者
m
w
F
K
予
∞
）
。

こ
の
文
脈
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
善
に
よ
っ
て
生
じ
る
思
恵
は
一
種
の

向
上
（

5
－U8
5
5
3乙
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
こ
の
恩

恵
が
何
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
物
質
的

な
も
の
や
現
世
利
益
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
（
ホ
ッ
プ

ス
の
場
合
の
よ
う
に
）
私
利
私
欲
や
自
ら
の
エ
ゴ
を
満
た
す
類
の
も
の

で
な
い
こ
と
も
確
か
だ
。
善
が
私
た
ち
に
分
け
与
え
ら
れ
た
神
の
愛
で

あ
る
か
ぎ
り
、
善
の
思
恵
は
神
の
愛
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
に
ち
が

い
な
い
。
ま
た
お
そ
ら
く
、
こ
の
参
与
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
大
い
な

る
喜
び
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
右
の
文
脈
か
ら
わ
か
る
こ
と
だ
が
、

菩
に
よ
る
「
恩
恵
」
は
存
在
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
お
そ

ら
く
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
有
名
な
馬
の
併
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
馬
は
多

く
の
優
れ
た
特
性
〔
舌
急
q
〕
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
特
性
が
増
加
す

る
と
、
存
在
論
的
階
級
を
上
昇
す
る
の
で
あ
る
（
招
）
。

匹
の
馬
を
ま
ず
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
馬
は
人
間
と
異
な
る

完
全
性
の
度
合
い

E
G
2
2
0町
宮
号
。
告
白
〕
を
与
え
ら
れ
た
被

造
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
の
強
さ
や
特
定
の
理
解

l
言
わ
ば
、

ど
の
よ
う
に
主
人
に
仕
え
る
か
な
ど
i
に
関
し
て
、
馬
は
人
間
と

は
異
な
る
先
全
性
の
度
合
い
を
持
つ
。
そ
れ
に
加
え
て
、
馬
は
怒

り
、
恐
れ
、
愛
、
記
憶
な
ど
、
人
間
に
も
備
わ
る
様
々
な
特
性
も
持
つ

て
お
り
、
こ
れ
ら
は
犬
な
ど
他
の
動
物
に
も
見
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、

被
造
物
は
そ
れ
自
身
の
可
変
性
（
こ
れ
よ
っ
て
、
神
的
な
力
、
善
、

知
恵
と
い
っ
た
神
の
罵
性
は
ま
す
ま
す
生
き
生
き
と
光
り
輝
く
）

に
よ
っ
て
絶
え
間
な
く
無
際
限
に
善
の
方
向
へ
と
進
む
。
そ
れ
は
、

神
的
な
力
、
善
、
知
恵
が
、
善
い
被
造
物
を
創
造
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
被
造
物
が
絶
え
間
な
い
動
き
と
働
き
の
内
に
あ
り
、
自

己
の
さ
ら
な
る
蕃
を
確
実
に
目
指
す
と
い
う
こ
と
（
お
）
、
こ
れ
は
被

造
物
全
て
の
本
質
な
の
で
〔
・
：
〕
私
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
間
い

た
い
。
馬
が
そ
の
主
人
の
た
め
に
善
い
働
き
を
し
、
馬
と
い
う
被

造
物
に
ふ
さ
わ
し
い
行
い
を
ず
っ
と
続
け
て
き
た
後
に
、
ど
の
よ

う
な
完
成
を
馬
は
さ
ら
に
達
成
す
る
だ
ろ
う
か
、
達
成
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
、
と
。
［
：
山
馬
と
い
う
種
が
無
謀
の
完
全
性
を
有
し
て

お
り
、
鑑
…
限
に
普
く
な
り
続
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も

ず
っ
と
馬
の
ま
ま
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
（
noDJ司書
ωNEω）

コ
ン
ウ
ェ
イ
が
こ
こ
で
列
挙
す
る
善
い
罵
の
特
性
は
、
身
体
的
な
も
の

〔
ち
官
庁
色
、
道
徳
的
な
も
の
〔
5
2色
、
情
動
的
な
も
の
（
050CSω
乙

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肉
体
の
強
さ
、
主
人
へ
の
従
順
、
そ
し
て
、
怒
り
・

恐
れ
・
愛
・
記
憶
力
で
あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
こ
れ
ら
の
特
性
を
、
観

作

者

に

よ

っ

て

授

け

ら

れ

た

完

全

性

の

度

合

い

さ

〈

3
2

℃
め
る
の
ま
コ
ロ
ヨ
噌
邑
g
z∞
2
5
a
o
z
a。S
お
）
と
も
呼
ぶ
。
情
動
的
な
特

性
は
人
間
に
も
共
通
の
も
の
だ
が
、
馬
も
、
馬
が
馬
で
あ
る
範
閤
内
で

（
馬
で
あ
る
か
ぎ
り
で
〔
Q
S
F
O
話
。
〕
）
〔
つ
ま
り
、
馬
な
り
の
完
全
性

の
度
合
い
に
お
い
て
〕
情
動
的
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
馬
が
普
く
あ

る
か
ど
う
か
は
、
馬
が
そ
れ
自
身
の
特
性
を
働
か
せ
、
い
か
に
し
て
馬



品一晋

と
し
て
の
存
在
を
全
う
す
る
か
〔
ぎ
毛
広
宣
言

1
3
Z吉
∞

g
m｝

5
3
0〕

に
か
か
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
沼
諾
で
言
え
ば
、

馬
が
そ
の
可
能
態

Z
2
0
2
E〕
を
全
う
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て

い
る
。
し
か
し
〔
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
異
な
り
〕
コ
ン
ウ
ェ
イ
に
よ

れ
ば
、
馬
が
そ
れ
に
間
存
な
特
性
（
一
一
一
一
口
わ
ば
そ
の
馬
性
（
ぎ
『
∞
g
o
g〕）

を
十
分
に
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
馬
の
本
性
は
さ
ら
に
普
く
な

る
。
つ
ま
り
、
そ
の
馬
は
い
ず
れ
そ
の
馬
性
の
限
界
を
起
え
、
存
在
論

的
措
級
を
上
昇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
或
る
馬
の
特
性
は
、
今
の
と
こ

ろ
神
に
似
て
い
る
よ
う
に
は
全
く
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
が
神
に
似
て
も

似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
馬
の
特

性
は
、
そ
の
馬
の
普
さ
を
形
作
っ
て
い
る
。
そ
の
馬
の
特
性
は
、
そ
の

馬
を
他
の
罵
と
、
ま
た
そ
の
馬
よ
り
も
劣
っ
た
他
の
被
造
物
（
馬
よ
り

も
お
そ
ら
く
粗
野
な
被
造
物
）
と
は
異
な
る
存
在
に
し
て
い
る
。
コ
ン

ウ
ェ
イ
に
よ
れ
ば
、
よ
り
普
く
行
動
す
る
馬
は
、
神
の
罵
性
を
よ
り
…

層
反
映
し
て
い
る
（
「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
的
な
力
、
善
、
知
恵
と
い
っ

た
神
の
属
性
は
ま
す
ま
す
生
き
生
き
と
光
り
輝
く
」
（

5
号
∞

Z
3

U
S
E
S
祭
ユ

g
s
g自
B
喜
一
：
0
2日
当
自
昌
広
告
。
の
お
∞
岳
）
。
馬
自
身
の

特
性
を
働
か
せ
る
こ
と
で
馬
は
階
級
を
上
昇
し
、
そ
う
し
て
馬
は
完
全

性
に
、
神
に
近
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
被
造
物
の
善
は
さ
ら
な
る

善
に
至
る

2
5吋2
2
3
E
H
σ
0
2
5）
。
こ
こ
で
替
わ
れ
て
い
る
善
は
、

馬
の
存
在
の
特
性

E
o
舌
長
q
。
刊
号
之
さ
吋
∞
忠
実
Z
8
8〕
を
増
加
さ

せ
る
。
馬
が
自
ら
の
特
性
を
働
か
せ
る
と
、
馬
の
活
力
と
活
動
能
力
は

増
す
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
普
い
馬
は
、
そ
の
本
性
を
全
う
す
る
意
志
を

自
ら
統
べ
る
と
い
う
さ
ら
な
る
自
由
を
得
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
馬
の
話

は
、
品
一
習
の
疫
合
い
と
存
在
論
的
階
級
上
の
位
置
に
相
関
関
係
が
あ
る
こ

31 

と
を
示
す
例
と
な
っ
て
い
る
。
馬
に
と
っ
て
の
思
恵
は
、
馬
が
そ
れ
自

身
の
特
性
を
存
分
に
活
か
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
馬

が
階
級
を
上
昇
し
、
よ
り
神
に
似
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
馬
は
、
水
速
に
神
に
近
づ
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
神
そ
の
も

の
に
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

馬
の
こ
の
例
は
、
人
間
が
他
の
被
造
物
、
特
に
動
物
と
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
密
接
で
あ
る
だ
け
に
、
人

間
は
ど
う
や
ら
獣
に
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
動
物
も
人
間
に
変
化

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
種
が
変
化
を
繰
り
返
す
と
い
う
コ
ン
ウ
ェ
イ
の

説
は
、
人
間
同
士
が
互
い
に
、
そ
し
て
他
の
自
然
存
在
（

S
E
E

M

己
主
的
〕
と
も
似
た
状
況
に
震
か
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。

自
然
の
ど
の
側
面
に
も
生
命
が
宿
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
菩
で
、
完
全

性
に
至
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
人
間
、
だ
け
が
特
別
に
、
自
然
の
秩

序
に
お
い
て
格
別
の
地
位
を
占
め
る
魂
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
。
人
間
は
発
展
の
度
合
い
が
高
い
被
造
物
で
は
あ
る
が
、
他
の
自

然
存
在
と
全
く
同
じ
法
制
別
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
造
物
が
変
化

を
繰
り
返
す
こ
と
の
基
礎
に
は
万
物
に
共
通
の
属
性
が
あ
り
、
そ
の
最

た
る
も
の
が
善
で
あ
る
。
善
に
よ
っ
て
、
人
間
関
係
は
愛
に
満
ち
た
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
善
は
、
人
関
の
社
会
的
な
結
束
と
仲
間
意
識

の
根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
。

終
わ
り
に

コ
ン
ウ
ェ
イ
に
は
寛
容
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
明
確
な
意
図
が
あ

り
、
明
ら
か
に
実
容
主
義
者
の
哲
学
〔
三
。
…
0
5尽
き
狂
喜
一
Z
S芸可〕

を
提
唱
し
て
い
た
、
と
主
張
す
る
の
が
こ
の
論
文
の
意
向
山
で
は
な
い
。
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ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
略
歴

善

ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
〔
〉
コ
志
向
。
ロ
者
宅
u
g
ω
0
2
5芯
〕
は
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
議
会
の
下
院
議
長
を
務
め
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
サ
i
・
ヘ
ニ
ッ
ジ
・

ブ
イ
ン
チ
〔
∞

w
z
g
g加の
E
D与
Lω
∞O
E
M
S
H
〕
の
娘
で
あ
る
。
ア
ン

は
父
の
死
後
、
ロ
ン
ド
ン
の
一
部
を
な
す
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
で
生
ま
れ

育
っ
た
。
今
日
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
宮
殿
〔
穴

gmzmEロ
可
弘
容
。
〕
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
が
ア
ン
の
生
家
で
あ
る
。
ア
ン
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
H
キ
ル

ル
タ

l
子
爵
〔

5
2
2
2
n
S
5凶
可
知
主
主
宏
一
お
ち
〕
の
恵
子
エ
ド
ワ
ー

ド
・
コ
ン
ウ
ェ
イ

E
P
5
a
n
g
J司書
5Nω
’H
O
∞
ω〕
と
結
婚
し
、
結

婚
後
は
そ
の
生
の
ほ
と
ん
ど
を
コ
ン
ウ
ェ
イ
家
の
館
i
ウ
ォ
リ
ツ
ク

シ
ャ

i
に
あ
る
ラ
グ
リ

i
・
ホ

i
ル
〔
同
認
可
可
忠
弘
口
で
過
ご
し
た
。

ア
ン
に
は
子
供
が
一
人
だ
け
い
た
が
、
幼
く
し
て
天
然
痘
で
亡
く
な
っ

て
い
る
盆
）

O

ア
ン
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
何
も
わ

か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ン
が
哲
学
に
関
心
を
持
っ
た
き
っ
か
け

33 

は
異
母
兄
ジ
ョ
ン
・

7
イ
ン
チ
〔
旬
。
言
明
吉
の
Y
U
5
N
O
j
M
g
m
に
あ
る
。

ジ
ョ
ン
が
ア
ン
を
ケ
ン
ブ
ワ
ッ
ジ
に
い
る
へ
ン
リ

1
・
モ
ア
（
同
小
川
十

日
∞
∞
吋
）
に
紹
介
し
た
の
だ
。
モ
ア
は
新
進
気
鋭
の
哲
学
者
で
あ
り
、
今

司
ケ
ン
ブ
ワ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
一

員
で
あ
っ
た
。
モ
ア
は
当
時
の
最
新
の
哲
学
（
例
え
ば
デ
カ
ル
ト
主
義
）

の
熱
、
心
な
支
持
者
で
あ
っ
た
。
ア
ン
は
女
性
で
あ
っ
た
た
め
大
学
に
入

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
モ
ア
は
書
簡
を
通
じ
て
ア
ン
に
哲
学
の

手
ほ
ど
き
を
し
た
。
こ
の
時
の
手
紙
の
一
部
は
吋
コ
ン
ウ
ェ
イ
書
簡
集
』

〔
円
。
誌
を
ミ
ト
ミ
芯
ミ
）
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
（
お
）

O

モ
ア
と
ア
ン
の

友
情
は
生
涯
続
い
た
。
幸
い
な
こ
と
に
、
ア
ン
に
は
そ
ア
に
加
え
て
自

身
の
哲
学
的
関
心
を
共
有
し
、
そ
の
関
心
を
感
援
し
て
く
れ
る
哲
学

サ
i
ク
ル
の
人
々
と
の
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
中
で
も
〔
前
述
の
〕
兄
ジ
ョ

ン
と
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ヘ
ル
モ
ン
ト
〔
明
言
コ
巳
∞

玄

2
2
ュ5
Sロ
図
。
一
言
。
足
場
円
。
宗

S
5
8
2
3〕
の
影
響
は
非
常
に
大
き

い
。
ア
ン
の
論
考
の
翻
訳
と
出
版
を
取
り
付
け
、
そ
の
著
作
が
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
の
自
に
と
ま
る
よ
う
に
し
た
の
は
フ
ァ
ン
e

ヘ
ル
モ
ン
ト
な
の

で
あ
る
。

モ
ア
を
那
と
す
れ
ば
、
ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
著
作
を
読
ん
だ
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
哲
学
者
は
ラ
イ
ブ
エ
ッ
ツ
だ
け
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ

ニ
ッ
ツ
が
ト

l
マ
ス
・
パ

i
、
ネ
ッ
ト
〔
叫
4
5
5
g
回
C
3
0
F
5
ω
？
ミ
5
〕

に
伝
え
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
考
え

に
自
分
と
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
た
。
〔
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
〕

私
の
哲
学
的
見
解
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
伯
爵
夫
人
の
晩
年
の
見
解
に
幾

分
か
接
近
し
て
お
り
、
こ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
中
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簡
に
位
量
す
る
。
ヘ
ン
リ

i
－
モ
ア
や
彼
の
追
随
者
に
反
し
て
デ

モ
ク
リ
ト
ス
や
デ
カ
ル
ト
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
く
、
私

も
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
は
機
械
的
に
生
じ
る
と
考
え
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
生
の
宿
っ
た
原
理
〔
と
ぎ
宮
間
三
コ
巳
1
0
〕
と
目

的
図
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
も
私
は
考
え
て
い
る

i
万
物
は
生
命
と

意
識
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
原
子
論

者
と
は
逆
の
考
え
で
あ
る
（
お
）

O

こ
こ
で
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
を
自
ら
と
向
じ
立
場
に
置
き
、

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
と
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
デ
カ
ル
ト
と
機
械
論
に
関
連
付

け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
こ
の
発
…
一
一
一
口
が
十
七
世
紀

の
新
た
な
物
理
学
的
文
脈
の
内
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
生
気
論
〔

i
s
r
s〕
（
「
万
物
は
生
と
意
識

で
満
た
さ
れ
て
い
る
」
）
に
対
し
て
注
告
を
喚
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
コ
ン
ウ
ェ
イ
と
自
分
自
身
の
哲
学
の
以
下
の
よ
う
な

共
通
点
に
も
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
コ

ン
ウ
ェ
イ
の
哲
学
体
系
が
一
麓
の
神
義
論
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
創
造

さ
れ
た
世
界
は
神
の
完
全
性
、
知
恵
、
善
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
、
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
モ
ナ
ド
を
被
造
的
本
性
の
根
本
を
な
す

存
在
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
に
。

原
註

、ミミ
n
b
q
宮
内
、
E
～。旬。、、町宮内
A
誌
と
心
ミ
匂
之
さ
bmw
偽
誌
の
句
、
え
な
と
き
む
mw

丸町

bmow
町、マなさ
hm
円
高
む
さ
ミ
ミ

E
H
与
旬
、
玄
室
糸
ミ
ミ
q
E
E
M淀川、お話

（〉

3
5一o
岳
g
r
H
S
O
）
。
こ
の
英
訳
が
豆
町
平
凡
君
主
2
ミ
寄
与
診
と

弘
、
尽
き
え
き
え
ミ
。
島
さ
ま
号
旬
。
、
守
（
「
。
足
opghvN）
で
あ
る
。
本
稿

で
の
引
用
は
現
代
英
語
訳
（

P
3智
正
常

C
E
g
三
々
回
V
8
a
（
呂
志
）
、

ア
リ
ソ
ン
・
ク
i
デ
ア
〔
〉
＝
2
0
コ円。
E
o己
、
テ
イ
ラ
ー
・
コ

i
ス

コ
ミ
百
円
0
3
0
〕
訳
）
か
ら
の
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
場

合
、
こ
の
註
以
降
は

n
S老
若
と
表
記
す
る
）
。
た
だ
し
、
ラ
テ
ン
語

訳
と
最
初
の
英
訳
（

E
S
年
の
も
の
）
を
、
調
者
の
対
訳
本
（
勺
a
q

r
c
℃片山。コ（口。一
S
R
Z
〈一∞
0
2
。
s
a
p
s
g一
一
。
百
三
D
F
S
m
w∞
）
）
を
用

い
て
引
期
す
る
場
合
も
あ
る
（
そ
の
場
合
は
（
い
き
さ
回
予
色
－

F
8
a
g

と
表
記
し
て
引
用
す
る
）
。
ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
略
一
概
に
つ
い
て
は

本
稿
の
末
尾
を
参
黙
の
こ
と
。
さ
ら
な
る
研
究
に
は
甲
0
」O
R
5×
の

サ
イ
ト
（
言
明
主
『
4
2ぎ
2
・5
5ミ
ム
呉
0
・0
a
c
＼
）
が
有
用
で
あ
る
。

（2
）
ア
ン
・
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
読
解
に
際
し
て
直
面
す
る
問
題
の
一
つ

に
、
も
と
の
テ
キ
ス
ト
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
私
た
ち
は
こ
つ
の
翻
訳
か
ら
も
と
の
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
推

し
量
る
他
な
い
。
そ
の
一
つ
自
は
、
失
わ
れ
た
英
語
原
本
の
ラ
テ
ン

語
訳
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
、
そ
の
ラ
テ
ン
語
訳
を
英
語
に
訳
し
哀

し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
『
最
も
古
く
、
ま
た
最
も
新
し
い

哲
学
の
諸
原
理
』
と
い
う
書
名
に
お
い
て
は
、
古
代
と
現
代
が
接
続

謂
で
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
〔
新
旧
の
〕
哲
学
の
統
一
を
目
指

そ
う
と
す
る
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
主
張
が
知
実
に
表
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
苦
い
添
え
て
お
き
た
い
。

（3
）
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
ブ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
概
観
を
得
る
に
は
、

旬
、
き
会
守
、
旬
、
同
町
、
三
宅
町
、
E
久
、
E
～
。
旬
。
、
守
（
者
一
E
O『
N
0
5
2
x
z
p

閉山門町垣内
w
a
z
－Nmw
一S
（ぬふ・）リピ閉山「一宮さい＼＼立
mw同

0
・Mgコp
a
・0
込巳＼
m
g
Z
〈。印＼

三コ
NOHω
泳
三
ユ
2
＼g
g官
五
moa
－
包
。
コ
一
∞
門
的
＼
）
に
お
け
る
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ



品一腎

ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
」
可
z
n
m
g智
正
常
主
即
時
。
3
2
3
〕
の
項
目
（
サ
ラ
・

ハ
ッ
ト
ン
に
よ
る
）
を
参
照
の
こ
と
。

（4
）
本
稿
末
尾
の
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
略
歴
を
参
照
の
こ
と
。
コ
ン
ウ
ェ

イ
の
兄
ジ
ョ
ン
・
フ
イ
ン
チ
も
、
諸
宗
教
に
対
し
て
完
容
な
態
疫
を

と
る
こ
と
に
賛
肉
的
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
書
簡
を
読
む
と
、

コ
ン
ウ
ェ
イ
自
身
が
異
教
の
見
解
に
理
解
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
（
号
、
ミ
号
守
容
ミ
を
参
照
の
こ
と
）
。

（5
）
関
連
す
る
笥
所
は
内
S
Sミ
会
内
ミ
ミ
O
認
定
を
な
る
と
き
た
マ
白
色
・
門
・

吋
mw
一一
m
p「『。
g

m

凶
〉
・
、
足
立
叱
（
Z
何
者
〈
O
長
持
玄
与
を
忠
之
」
一

PHC
一一%勺「
g
p

N
C
C
品）ゆ向者－
M

豆
七
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（6
）
モ
ア
の
怯
記
作
家
リ
チ
ャ
！
ド
・
ウ
ォ
！
ド
〔
言
。
百
三
者
邸
主
〕

は
モ
ア
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
モ
ア
は
迫
害
に
よ
る

惜
し
み
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
良
心
の
道
こ
そ
己
の
道

で
あ
る
と
考
え
、
平
和
を
好
み
、
他
者
に
自
由
を
与
え
る
こ
と
を
厭

わ
な
い
者
は
、
誰
で
あ
れ
過
酷
な
搾
取
や
迫
害
を
受
け
る
べ
き
で
は

な
い
と
モ
ア
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
神
が
よ
り

偉
大
な
光
を
与
え
る
ま
で
は
、
彼
ら
は
最
弱
な
一
員
と
し
て
生
ま
れ

て
い
る
」
（
担
。
玄
与
を
号

p
r＼
向
。
＼
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
伶
（
0
0
「号。。与一

∞
豆
諸
O
F
N
C
C
C
）
3
・－

8
1岱）。

（7
）
河
内
号
、
ミ
ミ
内
、
入
金
号
、
～

S
む
と
ミ
ミ
忌
偽
む
ミ
ミ
豆
、
之
内
ミ
ミ

C
C帆
匹
目
九
ミ

m
w
h
h
（

ro口
内
目
。

P
H
∞G
O）
L
y
h
M
h
V
0
・

（

8
）

FEJ℃－
S

H

 

（

9
）

gEJ℃－
G
N
H
・

（
叩
）
g
Eよ
ち
・
印
N
N・

（

日

）

こ

の

説

教

は

E
三
号
出
（
手
）
・
豆
町
会
ミ
守
辻
哲
、
～
む
さ
き
な

（ngdσ
ユ
命
。
一
円
塁
手
ユ
身
。
ピ
コ
一

g
a々
M
J
a
p
－u。
由
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

私
の
論
文
．

mm一
喜
内
包
さ
0
5ぜ
∞

0
5
g
g
F
5同

y
o
ヱ
o
c
m
o
o吋

〈
リ

0
3
5
0
5
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吉
言
。
一
o吃

g一
自
己
ま
ち
ま

g一
8
3×叫に弘、
b
s
h
ミ
宣
言
（
近
刊
書
）
も

参
照
の
こ
と
。

（ロ）

1p一一出品可
3
印
三
百
万
一
V
J

内
ミ
与
え
え
官
、
E
Sミ
h
H
h、
主
HNhhHbAY
・3
・日間
γ
ま

（日）

ncふさ。ス一
d
w
h
雪
送
。
タ
℃
【
y
N
A
Y
臼
y

（
凶
）
門
C

与さ。ス一プ
hn
弓ミ
o夕
刊
y
N
u
－－

（
日
）
こ
こ
で
ヱ
呉
の
信
仰
」
〔
5
2
5
0
P
5〕
と
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
は
明
ら
か
に

異
な
る
も
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
提
案
す
る
が
、
そ
の
提
案
は
種
間
の
変
様
論

を
含
む
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
的
と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
も
の
を
含
む
か
ら
で

あ
る
。
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
受
け
入
れ
な
い
ま
た
別
の
キ
リ
ス
ト
教
教
義

が
、
地
獄
の
教
義
で
あ
る
。
あ
の
世
で
永
遠
に
罰
を
受
け
る
と
い
う

発
想
を
コ
ン
ウ
ェ
イ
は
退
け
て
お
り
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
神
の

撃
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
コ
ン
ウ
ェ
イ
が
支
持
す
る
の
は

万
人
救
済
主
義

F
E
5
3
ω
一
明
白
芝
町
民
一
。
コ
〕
の
一
種
で
あ
る
。

（
日
）
「
も
の
〔
門
主
コ
m
W
M

〕
が
部
分
に
分
け
ら
れ
る
〔
仏
Z
U
Zコ
〕
と
私
が

一
一
一
一
口
う
と
き
、
そ
れ
は
最
小
の
数
学
的
単
位
へ
と
分
け
ら
れ
る
の
で
は

な
く
、
最
小
の
物
理
的
単
位
へ
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
体
的
な
物
体
が
そ
の
よ
う
に
部
分
に
分
け
ら
れ
る
時
［
：
山
そ
れ

は
物
理
的
な
モ
ナ
ド
へ
と
分
け
ら
れ
て
い
る
」
（
内
き
愛
知
予
N
C
）。

（
口
）
「
自
然
〔
コ

S
5〕
も
創
造
〔
の
お
良
一
o
コ
〕
も
物
体
を
そ
こ
ま
で
小

さ
く
分
説
し
た
こ
と
は
一
茂
も
な
い
し
、
物
体
が
そ
れ
以
上
分
割
不
可

能
に
な
る
ま
で
分
割
す
る
こ
と
も
決
し
て
で
き
な
い
」
（
円
三
芸
者
N
O
）。

（
凶
）
コ
ン
ウ
ェ
イ
哲
学
に
お
け
る
変
様
論
と
神
義
論
の
関
係
に
関
す

る
コ
ン
ウ
ェ
イ
自
身
の
議
論
に
つ
い
て
は
、

2
言
ヱ
釦
三
S
F
↓一
6
0一o雪

印
口
弘
肘
常
一
V
I

↓一
d
m
w
C

「一合出
O
叫，

M

山〈。一
c
c
oコJ

一コハソ「。。
FS『（
O
仏・）
u
h
史認。芯
w

勾
え
を
さ
き
え
ミ
Q
H
N
h
F
3
・H
S
i
N
留
を
参
加
…
。
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（
凶
）
ラ
テ
ン
語
訳
は
∞
0
3
X
2
2
5
u
a
o℃
3
E
ω
コmMES
∞
5

8
5
5
5一g
C
5
0
2
伶

S
E
c－一
g
c
g
と
な
っ
て
い
る
（
円
。
コ
さ
m
q
u
a
－

「。吉田
o
p
ゆ品）。

（
却
）
オ
リ
ゲ
、
ネ
ス
設
相
原
理
に
つ
い
て
』
第
三
巻
六
章
を
参
照
。
こ

の
街
所
で
は
、
地
獄
で
の
罰
は
罪
を
清
め
る
過
程
の
一
部
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。

（
包
）
こ
れ
は
私
訳
で
あ
る
。

（
n）
こ
れ
は
、
例
え
ば
任
意
の
馬
（
例
え
ば
ブ
ケ
パ
ロ
ス
）
が
〔
向

時
代
に
実
在
す
る
〕
任
意
の
人
間
（
例
え
ば
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
一
一
一
世
）

に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
コ
ン
ウ
ェ
イ

に
よ
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
任
意
の
馬
（
例
え
ば

馬
ブ
ケ
パ
ロ
ス
〔
∞
C
0
8
g
z
z
Z
2
0
3
0〕
）
が
人
間
（
例
え
ば
人
間

ブ
ケ
パ
ロ
ス
〔
∞
c
g喜
弘

C
2
2
0
5
2）
）
に
な
る
こ
と
を
指
す
。

（
お
）
ラ
テ
ン
語
訳
は
包
ロ
一
言
一
5
8
E
X
σ
。
ロ
ロ
ぎ
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
「
さ
ら
に
高
次
の
善
の
段
階
に
向
か
う
」
〔

s
a
s
三
氏
柱
。
「

号
q
g
え
∞
。
a
g
a〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
内
O
コ
老
若
u
a・「
0

宮山
o
p

）

ENmwロ
aHAFω
）。

（
担
）
印
m
H
2
2
2
c
ご
。
夕
、
A

さ
ミ
円
。
ミ
を
む
｝
、
・

k
A

明
、
。
さ
む
辺

、
訟
を
h
o
E
q
（p
g
E
a∞。…
nmgσ
『一色
mm
巴コ一
g
E
q
司『
O

山
田
）
を
参
照
。

（
お
）
呂
町
内
。
ミ
ミ
h
M

、
t
S
3・
豆
町
内
。
可
否
屯

S
吾
、
同
町
内
久
言
。
。
ミ
ミ
Hnhh

入
品
言
内
向
。
ミ
ぜ
て
会
見
s
q
hを
E
S
m叫

HFミ
可
、
ミ
S
与
・
色
・

ω・
2
5。コ
g
a

玄－

z－
z一。。一回
O

コ（
oa
凶・）・
C
×F
E
S
U
N－

（
お
）
こ
れ
は
ア
リ
ソ
ン
・
ク
l
デ
ア
に
よ
る
英
訳
で
あ
る

o
n
gさ
告

長×－

Z
一σ口一N
W
N

）
段
、
主
。
句
。
も
な
の
》
s
h
q守
N
W
S
て

S

C・
ミ
ベ
ト
ミ
ぎ
F
色－

n－一－
C
O
『｝戸内凶『
a
p
∞
α
ュ
E
H
M
W
U
1
p
U
1
〈

o
z
u
W
N
H
吋－

n門町四一回。戸。…
σ
a
N

」〈。どで内む
NhrH
同
L
Z
G
E
句史、、で
S
H
g
b
wさ
S
H
F
N
Sミ
ミ
〔
ミ
3
、同
hh
ねして旬。ミ

ミ
N
h
s
s
qミ
h同町立Eミ
h糸、吋相判〕ゆ吋
N
・

訳
者
後
記

コ
ン
ウ
ェ
イ
の
用
語
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
「
デ
カ
ル
ト
主
義
に

抗
し
て
一
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
キ
ャ
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
と
ア
ン
・
コ
ン

ウ
ェ
イ
の
生
気
論
的
一
元
論
に
つ
い
て
」
（
岡
田
典
之
、
「
龍
谷
紀
要
』

第
三
二
巻
第
二
号
、
龍
谷
大
学
龍
谷
紀
要
編
集
会
、
二

O
一
一
年
、

五
一
’
六
七
真
）
と
「
一
七
世
紀
の
女
性
哲
学
者
〉
2
D
o
n
g者
宅
｜
心

身
一
…
冗
論
の
世
界
」
（
小
柳
康
子
、
「
賞
践
英
文
島
ナ
い
五
七
号
、
実
践
女

子
大
学
内
実
践
英
文
学
会
、
二

O
O五
年
、
九
一
一
了
一

O
七
頁
）
を
参

考
に
し
た
。
ま
た
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
用
語
の
訳
出

に
あ
た
っ
て
は
「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
」
（
原
田
健
次
朗
、

創
文
社
、
二

O
一
周
年
）
を
参
考
に
し
た
。
文
中
で
原
語
を
示
す
べ
き

と
判
断
し
た
用
語
に
つ
い
て
は
、
適
宜
〔
〕
内
で
示
し
た
。
。
内
の

日
本
語
は
訳
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

サ
ラ
・
ハ
ッ
ト
ン
（
∞
時
与
問

cgp）
先
生
に
は
、
翻
訳
の
過
桂
で

何
度
か
相
談
に
乗
っ
て
い
た
だ
き
、
大
変
感
謝
し
て
い
る
。
ハ
ッ
ト
ン

先
生
は
近
世
哲
学
、
特
に
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
哲
学
、
中
で
も
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
と
当
時
の
女
性
哲
学
者
を
中
心
に
研
究
さ

れ
て
い
る
。
訳
者
は
普
段
現
象
学
、
特
に
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
！

の
現
象
学
を
中
心
に
研
究
し
て
お
り
、
今
回
こ
の
よ
う
な
翻
訳
の
機
会

に
預
か
り
、
訳
者
の
狭
い
知
見
を
広
げ
て
い
た
だ
き
大
変
有
難
く
思
っ

て
い
る
。
原
著
者
の
サ
ラ
・
ハ
ッ
ト
ン
先
生
、
ハ
ッ
ト
ン
先
生
を
ご
紹

介
く
だ
さ
っ
た
戸
田
開
文
先
生
に
感
謝
・
申
し
上
げ
る
。

先
述
の
岡
田
氏
に
よ
れ
ば
「
〔
：
山
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
こ
の
よ
う
な
一



一
冗
論
は
、
当
時
は
評
錨
さ
れ
ず
、
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
耳
評
儲
が

始
ま
っ
た
に
す
ぎ
な
い
一
：
ご
（
前
掲
番
、
五
一
一
員
）
。
本
訳
が
日
本

に
お
け
る
コ
ン
ウ
ェ
イ
の
再
評
価
に
少
し
で
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
訳
者
と
し
て
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
。
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