
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
ピ
ュ

ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
自
由
。
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1
寛
容
思
想
の
形
成
に
ふ
れ
て
一

井

上

昌

保

　　　　rw．t”　　　、ASハ　　VNrnvvt

【
要
約
】
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
…
バ
…
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
は
ピ
ュ
…
リ
タ
ン
の
「
変
り
種
」
と
し
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
枠
か
ら
除
外
さ

れ
て
い
る
。
一
方
、
ミ
ル
ト
ン
は
多
く
の
論
響
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
系
列
で
理
解
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
解
は
い
ず
れ
も
、
、
、
、
ル
ト
ン

が
義
盗
性
を
肯
定
し
、
理
性
を
重
視
し
、
自
由
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
を
、
か
れ
の
宗
教
改
革

論
文
、
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
ヵ
無
、
『
寛
容
論
』
を
中
心
に
検
討
し
、
か
れ
の
思
懇
的
立
場
を
開
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
、
、
、

ル
ト
ソ
に
お
い
て
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
…
マ
ニ
ズ
ム
は
二
律
背
反
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
ミ
ル
ト
ン
の
神
は
超
越
的
な
存
在
と
し
て
の
神
で
は
な
く
、
人
間
的
な
も
の
に
内
在
化
し
つ
つ
そ
れ
を
内
か
ら
起
草
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
間
を
実

践
に
つ
き
動
か
す
神
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
ウ
ェ
ー
バ
：
の
理
解
す
る
ピ
ュ
t
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
別
の
、
実
践
的
ピ
ュ
ー
リ
タ
ユ
ズ
ム
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
史
林
　
五
〇
巻
五
号
　
【
九
六
七
年
九
月

【
、
閥
題
の
所
在

　　　A　tLt　　At－　t　vL　wnvv

　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
か
の
有
名
な
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
な
か
で
、
ミ
ル
ト
ン
に
番

及
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
　
「
ミ
ル
ト
ン
は
早
く
か
ら
二

重
の
決
定
と
い
う
形
で
の
予
定
説
か
ら
抜
け
出
し
は
じ
め
て
お
り
、

つ
い
に
老
年
に
い
た
っ
て
全
く
自
由
な
キ
リ
ス
ト
教
的
儒
仰
に
到
達

し
て
い
る
。
同
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
と
い

う
点
で
、
ミ
ル
ト
ン
は
あ
る
意
味
で
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ラ
ン
ク

に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
ミ
ル
ト
ン
が
実
際
的
で
実
行
的

な
人
物
で
あ
っ
た
の
に
、
フ
ラ
ン
ク
は
根
本
的
に
批
判
的
な
人
物
で

あ
っ
た
。
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
後
世
に
残
し
た
榿
久
的
な
遺
産
で
あ
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へ
　
　
も
　
　
マ

る
、
あ
の
世
俗
内
的
生
活
を
神
の
意
志
に
そ
う
よ
う
に
合
理
化
し
よ

う
と
す
る
運
動
を
広
義
で
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
ミ

ル
ト
ン
は
そ
う
し
た
広
義
に
お
け
る
『
ピ
ュ
…
リ
タ
ン
』
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
全
く
同
様
な
意
味
で
フ
ラ
ン
ク
を
も
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
』

と
よ
べ
ば
よ
べ
る
だ
ろ
う
。
両
者
乏
も
言
わ
ば
『
変
り
種
』
で
あ
っ

て
、
そ
の
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
外
に
お
か
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
①

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
一
。
こ
れ
は
、
ウ
ェ
：
バ
！
が
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ズ
ム
の
救
済
予
定
説
の
典
型
と
し
て
あ
げ
た
ウ
ェ
ス
ト
、
ミ
ソ
ス

タ
ー
信
仰
告
白
に
た
い
し
ハ
　
「
ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
教
説
を
批
判
し
て

『
た
と
い
地
獄
に
堕
さ
れ
よ
う
と
も
、
私
は
こ
の
よ
う
な
神
を
絶
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
、

に
尊
敬
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
言
っ
た
」
と
し
て
、
そ
こ
で
の

「
註
」
に
記
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ミ
ル
ト
ン
を
「
実
際
的
で
実

行
的
な
人
物
Φ
営
①
箕
鋳
鉱
。
。
o
げ
も
○
臨
試
く
①
」
と
し
て
い
ち
お
う
は

「
広
義
に
お
け
る
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
』
」
と
み
な
し
な
が
ら
、
結
論
的

に
は
『
変
り
種
国
嘗
紹
鱗
き
貿
』
と
し
て
か
れ
の
考
察
の
対
象
か
ら

除
外
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
倫
理
』
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
：
の
所

論
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
顧
み
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
そ
く
し
て
，
い
う
な
ら
ば
、
か
れ
が
ミ
ル
ト
ン
を
『
変
り
種
』
と
扱

っ
た
こ
と
に
は
そ
れ
だ
げ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
の
『
倫
理
』
に
お
け
る
目
的
と
関
心
は
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ヅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　

パ
に
固
有
な
資
本
主
義
の
精
神
ほ
禁
欲
的
合
理
主
義
が
な
に
に
起
因

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
わ
け
て
も

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
救
済
予
定
説
に
よ
る
エ
ー
ト
ス
目
昏
。
ω
と
し

て
の
禁
欲
倫
理
が
近
代
の
合
理
主
義
を
生
み
お
と
す
こ
と
に
な
っ
た
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
さ
い
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
プ
μ
テ
ス

タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
実
践
性
を
こ
そ
高
く
評
署
し
そ
れ
を
追
求
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
践
性
は
「
世
俗
内
的
生
活
を
神
の
意
志
に

そ
う
よ
う
に
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
運
動
」
と
し
て
、
そ
れ
を
主
と

し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
救
済
予
定
説
に
も
と
つ
く
エ
ー
ト
ス
の
な

か
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ウ
ェ
：
バ
ー
は
カ
ル
ヴ
ィ

ニ
ズ
ム
以
外
の
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
や
ク
瓢
ー
カ
ー
な
ど
の
セ
ク
ト
の
実

践
性
に
も
留
意
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
実
践
性
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

に
お
い
て
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
救
済
予
定
説
か
ら
導
き
だ
さ
れ

た
禁
欲
倫
理
と
い
う
枠
の
な
か
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
セ
ク
ト
に
固
有
の
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
は
違
っ
た
社
会
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

動
の
側
面
が
意
識
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
に

た
い
す
る
場
合
に
も
、
「
広
義
に
お
け
る
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
』
」
と
し

45　（675）



て
い
ち
お
う
そ
の
実
践
性
を
評
価
し
つ
つ
も
、
か
れ
が
カ
ル
ヴ
ィ
ニ

ズ
ム
の
神
を
崇
拝
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
ゆ
え
に
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
は
か
れ
を
げ
ん
み
つ
な
意
味
で
の
ピ
あ
ー
リ
透
湿
ズ
ム
の

枠
か
ら
は
み
出
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
の
方
法
一
「
理
念
型
鑓
①
巴
芝
や
ω
」
的
認
識
1
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
か
ぎ
ヴ
、
か
れ
の
説
く
資
本
主
義
の
精
神
と
カ
ル
ザ
ィ
ニ
ズ
ム

の
倫
理
と
の
適
舎
関
係
を
い
ち
お
う
承
認
で
き
る
し
、
ま
た
、
、
、
ル
ト

ソ
を
か
れ
の
考
え
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
除
外
し
た
こ
と
も
理

解
で
き
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法

に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
近
代
は
非
情
な
合
理
主
義
の
貫
徹
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
合
理
主
義
に
適
合
的
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
教
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

膠
救
済
予
定
説
、
倫
理
聡
禁
欲
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法
に
も
と
つ
く
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
理
解
は
、
ピ
轟
ー
リ
補
習
ズ
ム
へ
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で

は
あ
っ
て
も
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
の
理
　
解
を
言
い
つ
く

す
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
こ
と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
十
分
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
定
説

を
教
義
の
中
心
に
考
え
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
も
と
づ
い
て
ミ
ル

ト
ン
が
『
変
り
種
』
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
ウ
ェ
ー

バ
ー
的
視
角
か
ら
の
ミ
ル
ト
ン
理
解
で
は
あ
っ
て
も
、
一
七
世
紀
の

ピ
ュ
ー
リ
タ
ユ
ズ
ム
そ
れ
自
身
に
そ
く
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
ウ
エ
ー
バ
ー
以
後
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ

　
　
　
　
⑥

ズ
ム
研
究
史
に
お
い
て
は
、
現
在
ピ
落
ー
リ
タ
ソ
神
学
の
中
心
を
予

定
説
と
考
え
る
説
に
疑
問
す
ら
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
よ
れ
ば
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
の
中
心
は
「
契
約
神
学
賑
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ミ
ル
ト
ン
勇
断
に
つ
い
て
言
え

ば
、
か
れ
は
、
宗
教
的
、
市
民
的
、
政
治
的
自
由
に
か
ん
し
て
多
く

の
論
文
を
残
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
涯
「
自

由
」
を
主
張
し
て
や
ま
な
い
思
想
家
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
自
由

が
つ
ね
に
ミ
ル
ト
ン
の
社
会
形
成
的
な
実
践
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
自
由
は
宿
命
論
的
予
定
と
は
違
っ
て
、
人

關
性
の
否
定
に
つ
き
る
非
情
を
そ
の
ケ
ル
ン
と
し
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
す
ぐ
れ
て
人
間
的
な
も
の
を
生
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
に
は
こ
の
よ
う
な
人
閥
性
を
生

か
す
自
由
が
生
き
て
い
た
。
け
れ
ど
も
ウ
エ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ

ニ
ズ
ム
理
解
に
お
い
て
は
、
神
の
み
を
考
え
人
間
を
考
え
ぬ
戦
傑
す

べ
き
予
定
説
に
も
と
つ
く
非
情
な
倫
理
を
強
調
す
る
た
め
に
、
こ
の

ミ
ル
ト
ン
が
主
張
し
た
自
由
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
与
え
ら

46　（676＞・
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れ
て
は
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
救
済
予
定
説
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
矢
傷
な
倫
理
に
も
と
づ
い
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
実
践
性
を
み

よ
う
と
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
と
は
ち
が
っ
た
、
い
ま
一
つ
の
実

践
性
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
ミ
ル
ト
ン
が
人
間
的
な
も
の
を
生
か
す
自
由
の
主
張
者
で
あ
る
ど

い
う
こ
と
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
影
響
と
い
う
も
の
を
軽
視
で
き
な
い
も
の
に
す
る
。
ミ

ル
ト
ン
に
は
岡
時
代
人
の
な
か
で
も
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
た
古
典
学
芸

へ
の
教
養
が
あ
り
、
か
れ
の
多
く
の
著
作
に
は
そ
れ
ら
の
知
識
が
い

た
る
と
こ
ろ
に
も
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
、
だ
れ
も
否
定
す
る
も

の
は
い
な
い
。
ま
た
ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
は
理
性
が
重
視
さ
れ
理
性

の
嵐
由
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も

ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
誌
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
に
そ
く
し
て
キ
リ
ス
ト
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

合
理
主
義
者
と
し
て
の
ミ
ル
ト
ン
像
が
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
ミ
ル
ト
ン
を
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
系
列
に
お
い
て
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
に
正
し
く
答
え
る
た
め
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
概
念
や
窩
由
意

志
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
神
と
の
関
係
に
お
い
て
胴
ら
か
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
小
論
は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
で

あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
と
し
て
も
、
ミ
ル
ト
ン
の
著
作
を
検

討
す
る
か
ぎ
り
、
ミ
ル
ト
ン
を
ル
ネ
サ
ン
ス
の
系
列
に
そ
く
し
て
の

み
理
解
せ
ん
と
す
る
の
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
を
全
体
と
し
て
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
問
題
に
た
い
す
る
解
讐
は
、
、
ミ
ル
ト

ン
自
身
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
わ
っ
か
で

は
あ
る
が
ミ
ル
ト
ン
の
著
作
を
読
み
進
む
な
か
で
、
か
れ
の
思
想
に

は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
基
調
を
な
し
て
お
り
、
か
れ
の
社
会
形
成

的
な
実
践
性
を
生
み
写
し
て
い
る
霞
由
も
か
れ
の
ピ
ュ
：
リ
タ
ン
信

仰
に
も
と
つ
く
窃
由
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、

ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
実
践

性
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
理
解
す
る
あ

の
主
と
し
て
救
済
予
定
説
に
も
と
つ
く
ピ
ュ
ー
リ
タ
一
一
ズ
ム
や
実
践

性
と
は
違
っ
て
、
非
情
な
合
理
主
義
の
貫
徹
す
る
近
代
資
本
主
義
を

志
向
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
初
期
の
論
文
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
、
大
土
地
所
有
に
反
対
し
平
等
な
労
働
を
す
す
め
た
こ
と
や
、
か

れ
が
の
ち
の
政
治
論
文
で
展
開
し
た
自
由
な
る
市
民
的
政
治
社
会
は
、

か
れ
の
実
践
性
が
な
に
を
志
向
し
て
い
た
か
を
雄
弁
に
も
の
語
る
も

の
で
あ
る
。
事
実
、
ミ
ル
ト
ン
は
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
終
り
に
い
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た
る
ま
で
市
民
社
会
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
て
や
ま
な
か
っ
た
し
、

王
政
復
古
後
に
い
た
っ
て
も
か
れ
に
お
い
て
は
革
命
は
終
っ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
っ
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
入
の
近
代
社
会
に
お
い
て
、
い
ち
早
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の

発
達
し
た
資
本
主
義
と
そ
れ
に
と
も
な
う
功
利
主
義
や
行
政
に
お
け

る
組
織
化
・
官
僚
二
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
そ
れ
ら
の
支
配
力

と
影
響
力
の
甚
大
な
る
こ
と
を
け
っ
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い

が
i
一
、
そ
の
基
調
に
お
い
て
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
い
て
う
ち

撮
さ
れ
た
政
治
理
念
や
文
化
価
値
、
と
り
わ
け
政
治
に
お
け
る
デ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ク
ラ
シ
ー
が
う
け
継
が
れ
患
つ
い
て
い
る
現
実
を
思
う
と
き
、
ウ
ェ

ー
バ
ー
の
視
角
と
は
違
っ
た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
実
践
性
が
あ
ら

た
め
て
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ

ム
の
神
は
、
中
世
の
形
而
上
的
な
い
し
存
在
論
的
神
で
も
な
け
れ
ば
、

カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
峻
厳
な
超
越
的
非
情
な
る
神
で
も
な
く
、
む
し

ろ
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
主
張
し
て
や
ま
な
い
あ
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

然
と
人
閾
性
そ
の
も
の
の
な
か
に
内
在
化
し
て
、
し
か
も
そ
の
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　

と
人
間
性
と
を
内
か
ら
変
革
し
実
践
へ
と
ふ
み
出
さ
せ
て
い
く
も
の

と
し
て
働
い
た
神
で
あ
っ
た
・
1
一
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
神
の
内
在
化
は
ど
の
よ

う
に
う
け
と
め
ら
れ
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
問
題
を
ミ
ル
ト
ン
自
身
の
主
要
な
論
文
…
i
本
稿
で
は
か
れ

の
政
治
論
文
に
は
ふ
れ
ら
れ
な
い
が
i
一
を
中
心
に
ミ
ル
ト
ン
に
そ

く
し
て
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①
り
戸
妻
・
匿
お
黛
“
㌣
§
馨
嚇
ミ
慧
恥
韓
ミ
神
§
二
二
ミ
》
O
薯
菰
譜
恥

　
野
球
欺
ミ
き
謹
携
》
O
塁
§
｝
騨
ミ
ミ
馬
突
先
ミ
麗
持
網
謁
馬
畿
讐
§
題
。
甑
ミ
。
偽
判
切
畠
’

　
押
o
Q
胸
露
．
梶
由
力
、
大
塚
久
雄
共
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資

　
本
童
義
の
精
一
藍
山
署
波
文
庫
、
　
下
、
　
二
三
一
賜
ペ
ー
ジ
。

②
き
ミ
マ
．
ω
．
り
捨
邦
訳
、
下
、
エ
○
ぺ
…
ジ
。

③
♂
ミ
こ
ω
．
野
心
邦
訳
、
下
、
一
四
八
ペ
ー
ジ
（
註
脚
）
の
後
半
部
参
照
。
ウ

　
ェ
ー
バ
ー
は
、
諸
教
派
の
禁
欲
倫
理
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
の

　
雰
禁
欲
的
な
社
会
的
運
動
の
重
要
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
論
じ

　
な
い
と
し
て
除
外
し
て
い
る
。

④
も
と
よ
り
、
ウ
エ
ー
パ
…
の
方
法
と
所
論
を
軽
々
し
く
批
判
す
る
こ
と
は
許
ざ

　
れ
な
い
し
、
批
判
す
る
に
し
て
も
、
ま
ず
、
ウ
ェ
…
バ
ー
の
問
題
意
識
に
そ
く
し

　
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
傍
証
す
る
人
物
の
検
討
を
と
お
し
て
内
在
的
に
批
判
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
が
躍
に
お
い
て
最
近
こ
の
方
法
に
よ
リ
ウ
ェ
ー
バ
ー

　
を
内
在
的
に
検
討
し
た
研
究
と
し
て
、
次
の
三
氏
の
も
の
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
そ
れ
ぞ
れ
教
紫
さ
れ
る
と
こ
ろ
多
か
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
感
謝
し
た
い
。
越

　
智
武
匿
氏
の
『
近
代
英
圏
の
起
源
臨
鱗
脚
三
章
箆
二
籔
清
教
説
義
の
本
質
、
憲
七
四

　
…
四
三
九
ペ
ー
ジ
。
浜
林
正
夫
氏
の
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
の
恩
想
構
造
』
第
一
輩
ピ

　
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
、
一
五
－
九
八
ペ
ー
ジ
。
永
岡
薫
氏
の
門
マ
ッ
ク
ス
・

　
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
理
解
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
滋
賀
大
学
教

　
育
瀞
ず
部
紀
要
』
第
L
T
六
口
万
一
九
六
六
〉
。
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ミルトンにおけるピューリタニズムと強由（井上！

⑤
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
『
倫
理
隔
の
第
二
章
の
冒
頭
で
「
理
念
型
」
に
よ
る
禁
欲
酌
プ

　
獄
テ
ス
タ
ソ
テ
イ
ズ
ム
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
か
で
、
他
に
非
恕
溝
前
的
プ
ロ
テ
ス

　
タ
ソ
ト
噌
譜
教
会
の
存
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
賊
ミ
繕
廟
G
e
ψ
Q
。
膳
l
Q
。
メ
邦
訳
、

　
下
、
七
－
一
〇
ペ
ー
ジ
。

⑥
ハ
ラ
ー
、
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
最
近

　
の
英
米
に
お
け
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
研
究
に
つ
い
て
そ
の
解
釈
を
簡
潔
…
に
ま
と

　
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
に
、
松
浦
高
嶺
氏
の
「
ピ
ュ
ウ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
か
ん
す

　
る
最
近
の
諸
解
釈
」
（
『
史
苑
』
驚
〃
二
七
巻
第
一
男
）
が
あ
る
。

⑦
大
木
英
夫
氏
の
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
倫
理
思
想
晦
は
、
わ
が
国
に
お
け
る

　
こ
の
「
契
約
神
学
」
に
も
と
つ
く
ビ
ュ
ー
9
タ
ニ
ズ
ム
理
解
の
代
表
的
研
究
で
あ
る
。

⑧
　
ミ
ル
ト
ン
の
文
学
研
究
家
の
な
か
に
は
ミ
ル
ト
ン
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
系
列

　
で
理
解
す
る
者
も
多
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
信
仰
を
無
視

　
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ヒ
訊
…
マ
ニ
ス
ト
と
呼
ん
で
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
回
即
霞
窪
8
鼻
鼠
藁
N
馬
§
警
噛
斜
き
8
や
客
。
嶺
く
。
垂
も
や

　
詮
1
◎
℃
℃
．
o
ゆ
霧
1
⑦
野
や
禽
り
．
そ
の
場
ム
n
に
お
い
て
も
、
問
題
は
ピ
ム
ー
リ
タ
ニ

　
ズ
ム
理
解
に
あ
る
。

⑨
冒
ぎ
霞
洋
自
b
、
謁
§
遷
ミ
瓢
帖
§
－
浅
芦
お
。
賞
鷲
。
冨
や
門
。
。
・
。
≦
9
畠
。
団

　
匂
。
げ
嶺
諸
ま
。
ジ
く
a
o
¢
．
勺
，
μ
霧
。
。
～
　
層
く
。
江
．
℃
噂
』
癖
。
。
あ
・
〔
肩
げ
。
ノ
＜
o
弓
裁

　
Ω
器
巴
島
以
後
≦
●
Ω
と
記
す
や
峯
〕

⑩
　
ミ
ル
ト
ン
は
、
ク
ロ
ム
ウ
瓢
ル
の
死
後
王
政
　
製
古
へ
の
道
を
た
ど
る
情
況
に
あ

　
っ
て
、
五
九
年
六
〇
年
に
お
い
て
五
篇
に
も
及
ぶ
政
治
論
を
露
い
た
。
と
く
に
王

　
政
復
古
混
乱
に
お
い
て
な
お
『
自
・
田
共
和
綴
論
§
馬
場
ミ
亀
§
痩
肉
§
黛
ニ
ミ
黛

　
＆
肉
偽
器
窯
鰍
熟
黛
等
題
O
o
ミ
噛
§
榊
§
恥
ミ
纂
』
を
表
わ
し
た
。
ま
た
復
古
後
も
詩

　
作
　
に
お
い
て
福
膏
の
ド
ラ
マ
を
う
た
い
、
　
七
三
年
に
は
『
寛
容
論
O
、
独
唖
触
篤

　
謁
無
磁
帖
§
』
を
書
い
た
。

⑪
O
獅
》
●
u
噂
ζ
民
ω
ミ
ー
§
鴨
球
鷺
嚇
ミ
罫
旦
b
§
§
喚
§
8
0
改
。
a
¢
や

　
硲
b
。
ρ
永
醗
薫
訳
『
罠
主
主
義
の
本
質
馳
未
来
祇
、
§
馬
辱
§
職
ミ
鵠
b
§
§
嚢
網

憩
ミ
魯
○
臥
o
a
q
，
℃
．
ド
逡
ω
・
ジ
γ
ゼ
イ
は
イ
ギ
リ
ス
に
は
つ
ね
に
鮭
会
の
基

臨
に
封
建
的
共
問
体
と
は
区
別
さ
れ
た
近
代
に
固
有
な
「
共
岡
祇
会
　
o
O
管
西
門

「
二
け
賓
」
が
み
愛
し
、
偲
人
は
こ
の
共
匪
社
会
に
塞
盤
を
有
し
、
致
嶋
伽
の
．
行
政
的
組
飾
繊

化
に
た
い
し
て
も
、
こ
の
共
隅
鍾
会
に
お
け
る
討
論
な
い
し
共
同
思
考
が
つ
ね
に

社
会
の
麺
動
的
役
麟
を
果
し
て
き
た
と
説
い
て
い
る
。

二
、
「
自
由
」
の
思
想
的
原
点

　
一
六
四
〇
年
一
一
月
三
日
に
召
集
さ
れ
た
長
期
議
会
は
、
開
会
後

た
だ
ち
に
ス
ト
ラ
ッ
フ
ォ
ー
ド
と
大
主
教
ロ
…
ド
な
ど
絶
対
主
義
政

策
の
推
進
者
を
弾
劾
し
、
　
一
二
月
以
降
は
い
わ
ゆ
る
根
こ
そ
ぎ
請
願

海
o
o
叶
9
民
切
欝
誉
○
プ
℃
㊦
二
二
○
類
を
は
じ
め
多
く
の
請
願
が
議
会
に

膿
さ
れ
、
国
教
会
の
存
廃
を
め
ぐ
る
宗
教
論
争
が
議
会
の
内
外
を
つ

う
じ
て
強
い
国
記
的
関
心
事
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

は
、
国
教
会
側
と
ピ
甑
ー
リ
タ
ソ
側
と
に
分
れ
、
国
内
の
繊
俗
的
儒

条
・
利
益
を
も
二
分
し
て
対
立
し
革
命
に
突
入
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
が
匿
名
に
よ
る
需
取
初
の
。
ハ
ソ
フ
レ
ヅ
ト
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
け
る
宗
教
約
規
律
の
改
革
お
よ
び
今
日
ま
で
そ
れ
を
妨
げ
た
原

因
に
つ
い
て
（
以
下
、
宗
教
改
革
に
つ
い
て
、
と
記
す
）
』
（
一
六
四
一
）
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

書
い
て
宗
教
改
革
論
争
に
ふ
み
込
ん
だ
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

情
況
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
『
宗
教
改
革
に
つ
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い
て
』
を
中
心
に
ミ
ル
ト
ン
の
初
期
に
お
け
る
宗
教
改
革
論
文
の
主

張
を
検
討
し
、
か
れ
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
の
見
解
と
信
仰
の
立
場

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
闘

題
で
あ
る
か
れ
の
自
由
論
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
探
り
出
す

こ
と
に
し
よ
う
。

　
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
董
－
命
の
勃
発
と
と
も
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
真
の
宗

教
改
革
へ
の
道
が
開
か
れ
た
と
み
た
ミ
ル
ト
ン
は
、
宗
教
改
革
論
文

を
書
い
て
、
一
方
に
改
革
を
妨
げ
て
き
た
賦
教
会
を
非
難
す
る
と
と

も
に
、
他
方
か
れ
の
宗
教
改
革
に
つ
い
て
の
見
解
を
表
明
し
た
。
ミ

ル
ト
ン
は
こ
れ
ま
で
宗
教
改
革
を
妨
げ
て
き
た
園
教
会
の
人
肉
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
好
古
主
義
者
諺
馨
5
巳
捗
鴛
蜜
蕊
」
と
名
づ
け
て
非
難
す
る
。
そ
れ

と
い
う
の
も
国
教
会
が
過
去
の
教
会
に
お
け
る
人
為
的
な
伝
統
を
重

ん
じ
、
主
教
制
度
古
哲
ω
o
o
や
㊤
o
楓
と
儀
式
的
礼
拝
と
い
う
外
的
な
制

度
を
強
制
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、
国
教

会
は
神
と
人
間
の
魂
と
の
警
な
る
交
わ
り
を
妨
げ
て
外
見
上
の
具
象

的
な
形
式
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
「
感
覚
的
な
偶
像
礼
拝
ω
①
湯
離
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

冠
9
轟
蔓
と
い
う
吐
き
気
を
も
よ
お
さ
せ
る
異
教
℃
簿
σ
Q
ρ
巳
。
。
ヨ
」
と

さ
え
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
国
教
会
が
好
古
的
に
な
る

の
で
あ
れ
ば
、
教
父
時
代
以
後
の
堕
珍
し
た
制
度
に
な
ら
う
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
徹
底
し
て
良
書
に
学
び
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
キ
リ

ス
ト
の
福
音
と
使
徒
時
代
の
教
会
の
素
朴
さ
を
こ
そ
範
と
す
べ
き
で

あ
る
と
説
く
。
そ
う
で
な
い
か
ら
国
教
会
は
「
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ

れ
に
代
っ
て
血
を
も
っ
て
購
わ
れ
た
あ
の
生
得
権
と
免
罪
と
を
放
棄

　
④

し
て
」
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
　
「
福
音
の
内
な
る
力
と
純
粋
性
と
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

律
法
と
い
う
外
的
な
肉
欲
に
変
え
て
」
し
ま
っ
た
と
云
う
の
で
あ
る
。

み
ら
れ
る
と
お
り
、
ミ
ル
ト
ン
が
国
教
会
を
非
難
す
る
論
拠
は
明
確

に
墾
書
で
あ
る
。
し
か
も
「
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
に
代
っ
て
血
を

も
っ
て
購
わ
れ
た
免
罪
一
と
い
う
時
、
か
れ
の
論
拠
の
中
心
は
「
キ

リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
」
と
い
う
福
音
に
あ
る
。
人
は
こ
の
キ
リ

ス
ト
の
福
音
に
よ
っ
て
新
ら
し
く
生
れ
か
わ
り
罪
の
縄
臼
か
ら
自
由

に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
福
音
の
も
と
に
お
け
る
引
導
四
「
キ
リ
ス
ト

者
の
自
由
」
、
こ
れ
が
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
の
原
改
…
に
存
す
る
こ
と
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ミ
ル
ト
ン
が
癬
教
会
の
伝
統
を
重
ん

じ
た
形
式
的
な
外
面
的
な
礼
拝
を
非
難
す
る
と
き
、
か
れ
は
ウ
ェ
ー

バ
ー
が
『
倫
理
』
に
お
い
て
合
理
化
へ
の
過
程
で
重
視
し
た
「
魔
術

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

か
ら
の
解
放
団
道
具
魯
貿
皇
嶺
」
を
鋭
く
主
張
し
て
い
る
と
云
え
る
。

け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
け
っ
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
な
救
済
予
定
説

に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
福
音
に
よ
る
「
再
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⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漸

生
お
σ
登
窪
Φ
養
試
○
ε
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
再
生
が
罪
に
従
属
す
る
人
間
を
ひ
と
た
び
は
葬
り
去
り
つ
つ
、

し
か
も
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
人
魚
を
再
び
自
由
な
る
も
の
へ
と
生
か

す
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ミ
ル
ト
ン
の
「
魔
術
か
ら
の
解
放
一
は
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
非
清
な
合
理
主
義
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
反
対
に
人
間
的
な
も
の
を
生
か
す
方
向
へ
と
志
向
す
る
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
に
も
と
つ
く
実
践
性
の
起
点
が

明
ら
か
と
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ミ
ル
ト
ン
が
宗
教
改
革
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
非
難

す
る
の
は
、
國
教
徒
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
「
膚
由
思
想
家
糠
σ
①
7

　
⑧

試
適
ω
」
に
も
及
ん
で
い
る
。
主
教
制
度
の
強
い
る
規
律
か
ら
解
放
さ

れ
る
こ
と
を
願
う
点
で
は
、
自
由
思
想
家
だ
ち
も
け
っ
し
て
ミ
ル
ト

ン
に
遅
れ
を
と
ら
な
い
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ミ
ル
ト
ン
は
か
れ
ら
を
宗
教
改
革
の
妨
害
者
と
し
て
非
難
す
る
。
両

者
の
決
定
的
な
分
れ
闘
は
、
つ
ぎ
の
一
文
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。

「
こ
の
人
女
〔
の
望
ん
で
い
る
こ
と
〕
に
応
え
る
必
要
は
な
く
、
た
だ

か
れ
ら
の
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
か
れ
ら
は

理
性
を
も
た
ず
、
た
だ
肉
慾
ご
。
。
汁
と
放
縦
同
好
①
諺
δ
器
器
ω
ω
の
み

を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
な
ん
の
〔
改
革
の
た
め
の
〕
解
決
策

も
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
い
か
な
る
規
律
の
も
と
に
あ

っ
て
も
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
れ
ら
の
求
め
る
も
の
は
規
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
崩
壊
と
だ
ら
け
た
怠
慢
だ
け
で
あ
る
。
」
1
。
自
由
思
想
家
た
ち

の
求
め
た
自
由
は
「
解
放
の
自
由
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、

ミ
ル
ト
ン
に
云
わ
し
む
れ
ば
、
帰
す
る
と
こ
ろ
「
放
縦
の
自
由
」
で

あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
率
由
を
求
め
る
の
は
、
か
れ
ら
に

理
性
と
改
策
の
解
決
策
と
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
求
め
る
懲
由
は
け
っ
し
て
「
放
縦
の
密
下
馬
で

は
な
か
っ
た
。
主
教
制
の
規
律
か
ら
は
た
し
か
に
解
放
さ
れ
る
こ
と

を
必
要
と
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
篇
音
の
純
粋
性
の
再
発

見
で
あ
り
、
辛
棒
に
神
の
書
鋒
聖
諮
に
も
と
つ
く
福
音
的
規
律
の
確

立
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
規
律
の
改
即
し
た
が
っ
て
新
し
い
秩
序
の

確
立
が
求
め
ら
れ
て
も
、
け
っ
し
て
規
律
と
秩
序
の
崩
壊
を
求
め
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
の
求
め
た
自
由
は
、
新
し
い
福
音

的
規
律
の
も
と
に
お
け
る
自
由
で
あ
り
「
秩
序
形
成
的
自
由
」
と
で
．

も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
思
想
家

た
ち
へ
の
批
判
の
な
か
に
、
か
れ
ら
が
放
縦
で
あ
る
の
は
理
性
の
欠

姻
に
よ
る
と
い
う
一
文
が
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
概
念
の
深
化

は
四
三
年
以
降
の
諸
論
文
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
か
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れ
の
霞
割
は
こ
の
理
性
と
の
関
連
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
冤
逃
が

し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ミ
ル
ト
ン
が
の
ち
に
「
秩
序
形

成
心
慮
由
扁
を
「
理
性
の
廟
曲
」
と
し
て
屡
踊
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
ミ
ル
ト
ン
の
「
魔
術
か
ら
の
解
放
」
が
、
含
理
化
と
い
う
形
で

す
す
め
ら
れ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
理
性
化
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
改
革
論
文
に
お
け
る

か
れ
の
論
拠
が
福
音
的
自
由
に
あ
り
、
ま
た
か
れ
の
僑
仰
の
立
場
が

救
済
予
定
説
に
よ
る
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
と
は
そ
の
基
盤
に
お
い
て
異

っ
て
い
た
こ
と
を
も
開
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
で
は
、
宗
教
改
革
が
達

成
さ
れ
た
の
ち
に
し
た
が
っ
て
麟
教
会
が
廃
止
さ
れ
た
の
ち
に
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
教
会
が
と
る
べ
き
教
会
規
律
や
機
構
に
つ
い
て
、
ミ
ル

ト
ン
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ル
ト
ン
の
樹

立
せ
ん
と
し
た
福
音
的
規
律
と
い
う
の
・
は
、
「
も
っ
と
も
必
要
な
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
の
正
し
い
規
律
』
o
器
瓢
σ
q
簿
蝕
。
。
o
首
野
δ
」
と
い
う
表
現
で
示

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
抽
象
的
な
表
現
は
、
そ
の
規
律
の
根
拠

が
聖
書
に
求
め
ら
る
べ
き
だ
と
の
再
三
に
わ
た
る
強
調
は
あ
っ
て
も
、

具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
教
会
機
構
に
か

ん
し
て
も
、
「
各
地
区
の
教
会
会
議
。
〆
、
①
墜
咽
）
m
ξ
o
o
三
〔
二
ら
§
ω
圃
。
。
酔
。
φ
、
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
基
礎
を
置
く
「
総
会
σ
登
窪
醇
鉱
毒
。
。
Φ
き
三
《
」
と
い
う
全
闘
的
組

織
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
統
治
は
全
信

徒
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
璽
職
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

主
張
は
あ
っ
て
も
、
総
会
の
権
限
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
は
論
じ
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ミ
ル
ト
ン
の
改
革
案
が
あ
ま
り
具
体
的

で
な
い
の
は
、
当
時
の
か
れ
が
ま
だ
体
系
的
な
神
学
や
教
会
論
を
持

っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

か
れ
の
論
点
が
つ
ぎ
の
二
点
、
第
一
に
主
教
鱗
の
打
破
・
国
教
会
へ

の
非
難
に
、
つ
い
で
コ
つ
の
正
し
い
規
緯
」
と
し
て
示
さ
れ
る
改

革
さ
れ
た
教
会
の
規
律
は
あ
く
ま
で
も
神
の
福
音
に
し
た
が
っ
て
設

立
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
規
律
を
橿
音
に
根
拠
づ

け
ら
れ
る
よ
う
な
ん
度
も
強
調
し
て
い
る
の
は
、
新
し
い
規
律
が
け

っ
し
て
ド
グ
マ
と
か
教
会
法
と
い
う
よ
う
に
外
的
な
強
制
に
よ
っ
て

課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
図
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ル
ト
ン
は
コ
つ
の
正
し
い
規
律
し

と
い
う
表
現
を
も
っ
て
あ
の
「
再
生
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
葭

由
の
規
律
」
を
示
し
て
い
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ミ
ル
ト
ン
が
教
義
と
規
律
の
統
一
を
期
待
し
「
一
つ
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の
正
し
い
規
律
」
と
全
国
的
統
一
教
会
の
機
構
を
考
え
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
は
か
れ
が
長
老
派
聖
職
巻
の
論
文
を
弁
護

し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
ミ
ル
ト
ン
研
究
者
が
、
四
二
年

ま
で
の
ミ
ル
ト
ン
の
立
場
を
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
長
老
派
と
規
定
し
て
‘

　
⑫

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
の
ケ
ル
ン

を
指
し
て
云
っ
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
必
ず
し
も
正

鵠
を
得
た
も
の
と
は
云
い
が
た
い
。
思
想
の
基
盤
が
違
っ
て
い
て
も

表
現
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
し
、
表
現
が
同
じ
で
あ
っ
て

も
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
違
う
こ
と
も
多
い
。
す
で
に
み
た
よ
う

に
、
ミ
ル
ト
ン
が
＝
つ
の
正
し
い
規
律
」
と
云
う
と
き
、
か
れ
は

こ
の
糟
語
を
も
っ
て
「
麟
由
の
規
律
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
け
っ
し
て
救
済
予
定
説
に
も
と
つ
く
「
鉄
の
ご
と
き
規
律
」
を

示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
四
三
年
以
降

ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
宗
教
会
議
の
設
立
と
と
も
に
示
さ
れ
る
長
老

派
の
教
会
規
律
、
教
会
統
治
に
た
い
し
て
は
、
ミ
ル
ト
ン
は
は
っ
き

り
と
否
を
表
明
し
え
た
の
で
あ
る
。
ピ
浩
ー
リ
タ
ソ
の
分
裂
が
い
ま

だ
顕
在
化
せ
ず
統
一
の
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
表
現
～
i

と
く
に
国
教
会
を
対
象
と
し
た
；
上
の
一
致
は
お
お
い
に
あ
り
う

る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
両
者
の
立
場
は
基
本
的
に
違
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
基
本
的
な
立
場
と
か
か
わ
っ
て
、
両
看
は
墾
職
者
に
つ
い
て
な

ら
び
に
教
会
と
世
俗
の
関
係
に
つ
い
て
も
見
解
を
異
に
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
が
論
争
に
加
わ
っ
た
の
は
、
か
れ
の
か
っ
て
の

家
庭
忍
事
の
一
人
で
あ
っ
た
ト
ー
マ
ス
乙
ヤ
ン
グ
を
含
む
長
老
派
の

五
人
の
聖
職
者
た
ち
が
ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
ェ
ア
ス
G
Q
臣
①
o
芝
讐
崔
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
い
う
共
同
の
筆
名
で
『
謙
虚
な
る
抗
議
へ
の
回
啓
』
を
嵐
し
た
か

ら
だ
と
云
わ
れ
て
い
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
主
張
が
ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ユ
ェ

ア
ス
の
そ
れ
に
似
る
と
も
云
わ
れ
る
の
で
、
傷
者
の
比
較
に
よ
っ
て

見
解
の
差
異
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
聖
職
考
観
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
餌
ア
ス
は
「
落
書
に
よ
れ
ば
聖
職
者
は
神
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
民
の
欝
で
あ
る
〕
と
し
て
聖
職
嚢
の
祈
藩
の
特
権
を
強
調
し
、

聖
職
者
の
信
徒
に
よ
る
扶
持
を
当
然
の
も
の
と
考
え
る
。
こ
れ
に
た

い
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
　
「
民
の
声
は
主
教
の
選
挙
に
お
い
て
も
反
映

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
い
わ
ん
や
、
改
革
さ
れ
た
教
会
の
「
聖

職
者
は
…
…
神
の
民
の
完
全
に
し
て
密
由
な
る
選
挙
に
よ
っ
て
…
：
・

　
　
　
　
⑯

任
ぜ
ら
れ
る
」
べ
き
だ
と
し
て
、
教
会
統
治
の
民
主
化
を
主
張
す
る
。

「
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
、
聖
ペ
テ
ロ
と
い
う
聖
徒
の
称
号
が
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

べ
て
の
神
の
民
に
与
え
ら
る
と
い
う
こ
と
を
、
知
る
べ
き
で
あ
る
」
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と
云
い
、
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
改
革
は
全
僧
徒
に
よ
る
全
教
会
的
、
民

主
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
底
に
は
筆
写
に
よ
っ
て
自
由
に
さ

れ
た
藩
の
平
等
な
い
わ
ゆ
る
万
人
祭
司
の
考
え
が
あ
る
と
い
え
る
。

ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
ュ
ア
ス
の
そ
れ
は
聖
職
者
に
よ
る
教
会
統
治
形
態

の
改
革
に
力
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
ヒ
教
会
と
世
俗
と
の
関

係
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
は
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
評
価
に

お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
誕
ア
ス
が
帝
を
敬
慶
な
信

仰
の
持
主
と
し
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
た
い
す
る
鱈
主
の
寛
大
な
処

　
　
　
　
　
　
⑱

置
」
の
例
と
み
る
の
に
た
い
し
、
ミ
ル
ト
ン
は
帝
を
教
会
と
国
家
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
結
合
に
よ
る
堕
落
の
典
型
と
み
な
す
。
こ
こ
に
ミ
ル
ト
ン
の
発
俗

分
離
に
つ
い
て
の
最
初
の
発
喬
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
は
別

の
論
文
で
、
教
会
が
政
治
力
や
罰
法
権
を
有
す
る
こ
と
は
「
収
賄
や
堕

落
の
誘
惑
に
み
ち
、
本
来
趨
由
で
金
に
は
属
も
く
れ
な
い
規
雛
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
財
力
に
よ
る
浮
世
の
満
足
で
誤
魔
化
す
し
こ
と
と
し
て
批
判
す
る
。

ミ
ル
ト
ン
の
聖
俗
分
離
の
主
張
が
、
あ
く
ま
で
も
教
会
の
福
音
的
規

律
の
擁
護
の
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
き
、
ミ
ル
ト
ン
は
、
宗
教
改
革
論
文
に
お

い
て
、
す
で
に
か
れ
の
禰
音
引
自
由
の
僑
仰
の
立
場
を
明
確
に
し
て

お
り
、
か
れ
の
「
自
由
」
の
思
想
約
原
点
を
確
立
し
て
い
た
と
云
う

こ
と
が
で
ぎ
る
。
な
れ
ば
こ
そ
四
三
年
か
ら
の
市
民
的
自
由
の
諸
論

が
あ
い
つ
い
で
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

①
　
ミ
ル
ト
ン
が
詩
作
を
や
め
て
鵬
命
の
論
争
に
入
っ
た
動
機
は
そ
れ
自
体
興
味
を

　
ひ
く
出
題
で
あ
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
勝
報
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
愛
偏
心
と
ピ
ュ
ー
リ

　
タ
ソ
信
仰
に
も
と
つ
く
宗
教
改
革
へ
の
熱
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
い
潔
葺
。
望

　
↓
ぎ
い
題
§
靴
b
慧
ミ
偽
鼠
導
帖
　
℃
8
黛
恥
　
9
、
奪
売
ミ
蕊
卸
峯
㎝
介
　
≦
o
鳥
山

　
〇
一
累
獣
σ
ρ
づ
や
。
。
。
。
。
。
φ
な
お
、
パ
；
ヵ
ー
は
、
こ
れ
の
他
に
ミ
ル
ト
ン
の
詩
人

　
と
し
て
の
精
神
的
未
敦
…
さ
に
た
い
す
る
反
雀
か
ら
で
あ
る
と
云
う
。
〉
諄
7
儲
『
円
．

　
じ
6
錠
ド
。
噌
噂
験
爵
鳶
。
嵩
ミ
ミ
脳
浮
馬
ざ
ミ
帖
ミ
§
b
幾
§
§
ミ
ま
豊
1
ま
亀
「
↓
○
δ
暮
ρ

　
お
躊
、
℃
㌻
心
ふ
辱

②
警
羅
霞
9
y
ミ
泌
さ
ミ
笥
帖
帖
§
§
ミ
玉
野
9
桐
h
蓉
『
軍
営
隻
輪
島
§

　
鰹
喧
§
野
昏
ミ
6
嚢
回
帰
き
ミ
ミ
富
誠
。
｝
§
恥
ミ
ミ
ミ
ミ
螢
δ
鐙
∴
著
。
同
訂

　
く
。
好
同
辱
マ
認
一
．
〔
妻
．
○
℃
．
慈
〕

③
き
ミ
、
ノ
＜
o
葵
紛
．
℃
．
竃
9
つ
ノ
さ
ρ
賢
O
〕

④
H
峯
詳
8
，
ミ
翁
§
ミ
O
｝
ミ
ミ
9
竃
豪
胆
蕊
ミ
q
誌
．
翫
薦
寒
逃
噂
ミ
ミ
8

　
一
〇
爵
”
タ
δ
昏
笛
・
ノ
．
o
一
■
り
や
刈
象
■

⑤
　
N
ぴ
ミ
こ
ノ
く
〇
二
畠
・
マ
↓
0
0
巳

励
ン
＝
＜
塁
曇
ミ
。
・
U
・
■
聾
養
・
・
談
・
下
・
三
ハ
・
六
八
』

　
閥
二
、

争
　
ミ
ル
ト
ン
は
b
馬
b
8
ミ
嚇
ミ
○
ミ
裳
費
唖
ミ
　
に
お
い
て
「
人
間
の
再
生
と
は
、

　
父
な
る
神
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
と
お
し
て
罪
と
死
か
ら
解
き
放
ち
た
も
う
た

　
が
ゆ
え
に
、
人
閲
が
か
っ
て
罪
に
あ
っ
た
購
の
状
態
よ
り
は
る
か
に
す
ぐ
れ
た
愚

　
寵
と
栄
光
の
状
態
に
高
め
ら
れ
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
駄
　
と
云
う
。
　
　
↓
7
㊦

　
毛
。
詩
㎝
o
幡
｝
o
穿
μ
筈
蓉
。
コ
’
巴
・
9
、
男
〉
「
℃
ρ
津
。
湯
o
p
O
o
貯
ヨ
σ
賦
d
・
℃
・

　
お
。
。
で
。
。
・
く
〇
一
’
×
く
’
や
ト
。
釦
一
．
エ
…
ル
版
で
は
瓢
巻
以
後
未
刊
。
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ミルトンにおけるピューリタニズムと麹鵬（井上）

⑧
　
（
）
、
謁
§
瞳
ミ
ミ
篤
§
－
名
。
井
。
。
‘
や
鰹
一
■
〔
≦
■
ρ
｝
二
b
。
〕

⑨
　
き
ミ
■
”
ノ
く
母
寮
5
男
．
鐙
O
辱
ワ
く
．
○
鳴
■
卜
。
㊤
〕

⑩
　
き
ミ
‘
！
く
。
藁
伊
や
O
O
O
■
ワ
＜
．
ρ
㌻
締
〕

⑪
　
肉
馬
田
§
ミ
6
壽
ミ
寒
O
ミ
鴨
ミ
§
§
餌
1
＜
o
詩
。
・
・
℃
・
刈
◎
。
ρ

⑫
凄
婁
§
9
愚
．
ミ
も
渇
。
’
切
琶
・
2
§
聾
℃
b
霧
・
た
だ
し
．
↑
カ

…
は
、
む
し
ろ
将
来
ミ
ル
ト
ン
が
正
統
派
よ
り
離
れ
る
・
パ
、
の
契
機
乏
も
な
る
、
、
、
ル

　
ト
ソ
の
思
想
の
独
自
性
の
方
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
。
パ
ー
カ
ー
は
、
ミ
ル
ト
ン

の
慰
想
が
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
酌
デ
・
レ
ソ
マ
に
紅
雲
、
発
展
す
る
過
程
を
見
事
に
描

　
い
て
い
る
。

⑬
箆
蕊
昏
窮
§
こ
。
鰹
切
8
瀞
恥
噛
煙
ミ
ミ
、
誠
謡
幾
§
§
鴨
尋
嵩
§
四
助
警
噛
§
．
§

　
建
ミ
暮
ミ
馬
O
二
千
毫
ミ
ミ
ト
帖
駐
磁
黛
§
ミ
導
貯
§
§
二
戸
b
艦
的
ミ
題
ミ
・

　
ン
貯
零
ダ
回
津
押
も
D
旨
⑦
o
団
団
ヨ
ご
篇
霧
と
は
瓢
嶺
の
頭
文
字
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
．

　
な
お
ス
メ
ク
テ
ィ
ム
ニ
ュ
ア
ス
に
つ
い
て
は
ユ
ー
ル
版
第
一
巻
の
鼠
腎
培
§
職
馳
瀬

　
唱
膨
｝
O
O
尉
～
◎
σ
’
参
照
。
こ
の
ス
メ
ク
テ
イ
ム
ニ
ュ
ア
ス
の
『
闘
掌
典
に
つ
い
て
は

　
灘
接
原
需
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
パ
ー
カ
ー
の
引
溺
に
も
と
つ
い

　
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

　
　
乱
醤
為
遣
恥
鐘
ミ
噛
や
一
ト
。
～
同
ω
・

⑳⑲⑱⑰麺⑮⑭
O
、
ミ
誉
慧
ミ
帆
§
婚
ノ
＜
o
触
㎞
＾
。
。
．
心
．
鰹
ρ
つ
ζ
○
・
や
♂
〕

、
繍
織
こ
♂
く
。
芽
。
ほ
．
賢
①
0
9
〔
♂
く
■
（
ど
　
℃
「
㎝
一
〕

需
ミ
鴇
斜
♂
＜
O
ユ
窃
．
や
Q
Q
も
Q
Q
Q
・

誠
謡
誠
醤
砺
起
ミ
’
℃
．
団
鮮

ミ
鴻
恩
ミ
ミ
ミ
帖
§
層
≦
o
誉
。
。
．
や
竃
の
あ
■
〔
参
、
・
ρ
勺
・
。
。
療
～
。
。
①
〕

鴻
罫
8
声
∠
〈
O
夙
ド
¢
．
や
G
◎
心
の
・

三
、
　
「
自
由
」
の
思
想
的
展
開

宗
教
改
革
論
文
に
つ
づ
く
四
三
年
か
ら
四
五
年
ま
で
の
、
・
、
ル
ト
ン

の
著
作
は
、
か
れ
み
ず
か
ら
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
家
庭
と
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

生
活
に
お
け
る
自
由
の
問
題
を
と
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
四
二
年

の
春
に
結
婚
し
た
ミ
ル
ト
ン
は
、
ま
も
な
く
そ
れ
が
破
綻
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
痛
烈
な
衝
撃
を
味
わ
い
、
こ
れ
を
契
機
に
つ
ぎ
つ
ぎ
と
離

　
　
　
　
　
　
　
②

詰
論
四
篇
を
書
い
た
。
離
婚
論
の
内
容
に
つ
い
て
は
触
れ
る
余
裕
は

な
い
が
、
こ
の
離
婚
論
の
著
作
が
、
　
一
つ
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
本
格
的

な
墾
書
研
究
を
促
が
し
「
理
性
し
に
よ
る
自
由
な
論
究
を
進
め
る
に

い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
一
つ
に
は
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』

出
版
の
私
的
な
動
機
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
一
こ
の
二
つ
は
こ
の

章
の
は
じ
め
に
お
い
て
さ
し
ず
め
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
ラ
ー
が
コ
六
四
四
年
の
闘
争
を
つ
う
じ
て
作
り
膿
さ
れ
た
臨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

由
の
理
念
の
も
っ
と
も
完
全
な
る
著
作
」
と
み
な
し
た
、
ミ
ル
ト
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
④

『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
は
、
四
四
年
一
一
月
二
三
臼
に
公
け
に
さ

れ
た
。
こ
の
論
文
の
書
か
れ
た
公
的
な
動
機
は
、
四
三
年
九
月
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

日
の
出
版
物
検
閲
令
じ
答
①
器
ぎ
σ
灸
O
a
興
の
制
定
に
あ
っ
た
。
　
か

っ
て
ロ
ー
ド
・
ス
ト
ラ
ッ
フ
ォ
ー
ド
体
制
下
三
七
年
に
は
星
室
庁
が

33

P
条
か
ら
な
る
悪
名
高
い
検
閲
令
を
公
布
し
た
が
、
長
期
議
会
は

四
一
年
七
月
五
日
星
室
庁
と
と
も
に
こ
の
検
閲
令
を
も
廃
止
し
、
翌

年
｝
月
二
九
臼
に
署
名
繊
命
令
u
毎
お
奉
婁
触
Φ
O
a
駿
－
一
著
者
と
出
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版
図
の
名
を
明
記
し
て
幽
版
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
た
も
の
一

を
発
し
暫
定
条
令
と
し
た
。
こ
の
暫
定
条
令
は
同
年
八
月
と
四
三
年

三
月
に
い
ず
れ
も
暫
定
条
令
と
し
て
で
は
あ
る
が
更
新
さ
れ
、
四
三

年
閥
月
の
出
版
…
莱
組
合
ω
3
鉱
9
お
湊
O
O
巳
℃
餌
類
k
の
検
閲
令
復
活

請
願
も
あ
っ
て
、
こ
の
出
版
物
検
閲
令
の
制
定
に
い
た
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
検
閲
令
は
二
十
名
か
ら
な
る
検
閲
委
員
の
い
ず
れ
か
一

入
の
事
前
検
閲
を
経
な
け
れ
ば
印
刷
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
公
的
な
出
版
の
動
機
は
ち
ょ
く
せ
つ
ミ
ル
ト

ン
の
さ
き
に
述
べ
た
私
的
な
動
機
に
か
か
わ
っ
て
い
た
。
離
婚
論
第

　
篇
の
第
一
版
（
四
三
年
八
月
）
は
匿
名
、
第
二
版
（
懸
四
年
）
は
公

然
と
名
を
付
し
て
し
か
も
議
会
と
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
宗
教
会
議

に
た
い
す
る
ア
ピ
ー
ル
と
し
て
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
検
閲
令
を
無
視

し
て
出
版
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
長
老
派
の
議
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
鳶
職
者
そ
の
他
か
ら
多
く
の
非
難
が
患
さ
れ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ

て
ミ
ル
ト
ン
の
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ス
ト
長
老
派
か
ら
の
乖
離
は
決
定
的
と

な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
非
難
に
応
え
、
か
つ
「
思
想
の
発
表

の
自
由
」
を
擁
護
す
る
た
め
に
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
は
書
か
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
『
ア
レ
オ
．
ハ
ギ
テ
イ
カ
』
に
お
い
て
ミ
ル
ト
ン
が
自
由
論
を

い
か
に
展
開
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
、
ま
ず
こ
の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
の
内
容
を
ミ
ル
蓄
ソ
慮
身
が
区
別
す
る
順
序
で
あ
と
づ
け
て
み

よ
う
。

ω
　
冒
頭
「
不
平
が
漁
由
に
聴
か
れ
深
く
考
慮
さ
れ
速
や
か
に
改
革

　
さ
れ
る
と
き
こ
そ
、
心
あ
る
人
の
望
む
布
民
の
爵
由
が
最
大
限
に

　
　
　
　
　
⑦

　
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
信
念
か
ら
、
議
員
が
あ
の
出
版
検
閲
令
の

　
撤
廃
を
再
考
す
る
よ
う
促
が
し
た
あ
と
で
、
第
一
の
論
点
で
あ
る

　
検
閲
に
つ
い
て
の
歴
史
的
検
討
が
な
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
の
専
制
皇

　
帝
時
代
は
別
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
「
誹
殿
一
智
⑦
ご
と
「
不

　
敬
貯
も
δ
隠
な
い
し
四
神
σ
㌶
。
。
℃
ぴ
Φ
巳
《
」
の
書
以
外
は
全
く
露

　
由
に
出
版
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
検
閲
万
度
が
確
立
さ
れ
た
の
は

　
「
も
っ
と
も
反
キ
リ
ス
ト
教
的
な
宗
教
会
議
と
も
っ
と
も
専
棚
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
な
宗
教
裁
判
所
H
渥
巳
・
・
一
匹
8
」
に
お
い
て
で
あ
り
、
宗
教
改
革
の

　
の
ろ
し
が
あ
げ
ら
れ
た
時
代
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。

②
　
第
二
の
論
点
は
読
書
の
精
神
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
読
書
の
効

　
用
が
説
か
れ
て
い
る
。
　
「
す
べ
て
の
も
の
を
識
別
し
て
良
い
も
の

　
　
　
⑨

　
を
守
れ
」
と
い
う
使
徒
パ
ウ
ロ
の
雷
葉
（
テ
サ
ロ
ニ
ヶ
前
欝
5
の
2
1
）
を

　
引
用
し
、
意
志
と
良
心
と
が
漬
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る

　
知
識
も
書
物
も
人
を
漬
す
も
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
悪
書
は
善
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悪
・
真
偽
を
識
慰
す
る
に
役
立
つ
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
区
励

　
な
し
に
読
む
こ
と
の
利
益
を
主
張
し
て
い
る
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
誘
惑

　
と
外
見
的
な
快
楽
と
に
み
ち
た
悪
徳
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
し
か
も
節
制
し
識
別
し
真
に
善
な
る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
の
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
者
、
こ
の
人
こ
そ
真
実
の
闘
う
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
」
と
し
て
、

　
琶
富
鉱
の
積
極
的
か
つ
戦
闘
的
美
徳
を
説
い
て
い
る
。

㈹
　
検
閲
制
度
の
無
益
性
を
論
ず
る
第
三
段
で
は
、
堕
落
を
防
ぐ
さ

　
ま
ざ
ま
な
娯
楽
・
遊
戯
・
快
楽
的
手
段
の
取
締
り
一
も
と
よ
り
取

　
締
り
に
ミ
ル
ト
ン
は
反
対
す
る
し
に
は
目
が
届
か
な
い
で
印
刷

　
物
だ
け
を
厳
格
に
し
て
も
、
　
コ
つ
の
門
を
閉
ざ
し
て
お
き
な
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ら
廻
り
の
他
の
門
を
開
放
し
て
偏
い
る
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
無
益

　
で
あ
る
。
元
来
善
悪
は
そ
の
素
材
が
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
悪
を
除

　
去
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
善
を
も
除
く
こ
と
に
な
る
。
神
は
そ
の
よ

　
う
な
方
法
を
採
用
さ
れ
ず
、
神
は
人
を
創
造
し
「
か
れ
に
理
性
を

　
与
え
た
も
う
た
蒔
、
選
択
へ
の
箏
曲
を
与
え
た
も
う
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
理
性
と
は
選
択
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

　
⑫

　
る
。
」
　
か
く
し
て
、
善
悪
の
な
か
か
ら
善
を
選
ぶ
自
由
こ
そ
悪
に

　
勝
つ
唯
一
の
方
法
で
あ
る
L
…
と
。

ω
　
こ
の
パ
ソ
フ
ヅ
ト
の
後
半
全
部
を
割
い
て
述
べ
ら
れ
る
最
後
の

　
論
点
は
、
検
閲
捌
度
の
弊
害
で
あ
る
。
検
閲
は
慮
由
で
賢
明
な
精

　
神
の
人
々
に
た
い
す
る
悔
辱
、
学
問
に
た
い
す
る
冒
讃
で
あ
り
、

　
偉
人
を
陪
に
葬
り
、
鼠
民
を
軽
蔑
し
、
聖
職
者
た
ち
の
不
名
誉
と

　
な
る
。
　
「
真
理
は
全
能
の
神
に
つ
い
で
強
い
。
だ
か
ら
真
理
を
し

　
て
勝
た
し
め
る
に
は
、
真
理
は
政
策
も
戦
略
も
検
閲
も
必
要
と
は

　
し
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
は
真
理
の
カ
に
紺
抗
し
て
誤
謬
が
用
い

　
る
や
り
く
り
舞
段
で
あ
り
防
衛
手
段
で
あ
る
。
真
理
に
た
い
し
て

　
た
だ
そ
の
場
所
を
の
み
与
え
よ
。
」
　
そ
の
た
め
に
は
強
制
は
不
要

　
で
あ
っ
て
、
愛
と
覧
容
に
お
い
て
互
に
『
み
霊
の
一
致
導
恥
寒
達
耐

　
　
　
　
⑭

　
ミ
偽
鷺
噛
、
無
』
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
か
く
て
要
求
す

　
る
「
す
べ
て
の
自
由
に
も
ま
し
て
、
良
心
に
し
た
が
っ
て
漁
由
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
知
り
論
議
す
る
自
由
を
わ
れ
に
与
え
よ
。
」
一
i
と
。

、
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
の
論
旨
を
た
ど
っ
て
み
て
知
ら
れ
る
こ

と
は
、
そ
こ
に
は
真
理
へ
の
絶
大
な
る
信
頼
と
き
わ
め
て
大
胆
な
自

由
の
主
張
と
が
一
貫
し
て
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
こ
に
は
は
っ
き
り
と
「
理
性
」
の
役
割
が
う
ち
醸
さ
れ
、
真
理
や

自
由
は
そ
れ
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
第
一
に
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
「
真
理
」
概
念
で

あ
る
。
こ
の
真
理
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
科
学
的
真
理
と
し
て
認
識
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の
地
平
で
考
え
る
よ
う
な
そ
れ
慮
体
含
法
則
的
で
客
観
的
な
真
理
と

理
解
し
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
　
「
真
理
は
全
能
の
神
に
つ
い
で
強

い
」
　
「
真
理
に
た
い
し
て
た
だ
そ
の
場
所
を
の
み
与
え
よ
」
と
い
う

と
き
、
ミ
ル
ト
ン
の
真
理
は
、
少
く
と
も
認
識
の
対
象
と
し
て
の
真

理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
能
動
的
な
働
く
主
体
と
し
て
登
場
す
る
。

つ
ぎ
の
文
は
そ
の
こ
と
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
。
「
真
理
は
事
実
一

度
は
そ
の
聖
な
る
主
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
こ
の
世
を
訪
れ
見
る
も
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

と
栄
光
に
み
ち
た
完
全
な
る
姿
で
あ
っ
た
。
」
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
真

理
が
十
字
架
に
よ
り
復
活
し
た
後
は
、
多
く
の
悪
し
き
欺
隔
者
た
ち

ー
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
や
主
教
た
ち
ー
ー
に
よ
っ
て
千
々
に
切
り
裂

か
れ
て
散
ら
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
し
て
主
キ
リ
ス
ト
の
再
瞭
ま
で
は

け
っ
し
て
全
部
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
ま
さ
し
く
働
く
真
紅
は
「
主
キ
リ
ス
ト
」
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
検
討
す
べ
き
こ
と
は
ミ
ル
ト
ン
の
「
理
性
し
概
念
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
「
理
性
の
自
由
」
と
し
て
密
事
と
関
連
し
て
説
か
れ
て

い
る
の
で
、
ま
ず
両
春
を
関
連
さ
せ
た
薄
闇
の
論
理
購
造
を
、
重
複

を
い
と
わ
ず
記
し
て
み
よ
う
。
理
性
は
、
神
が
人
間
を
作
っ
た
と
き
、

「
神
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
選
択
す
る
こ
と
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
む

で
あ
る
。
理
性
の
選
択
は
癬
由
に
任
さ
れ
て
い
て
、
人
間
は
こ
の
理

性
の
選
択
の
慮
崩
に
よ
っ
て
真
理
な
る
主
キ
リ
ス
ト
を
認
識
す
る
。

、
た
だ
し
、
理
性
に
よ
る
選
択
の
露
由
に
は
一
つ
の
鱗
約
が
あ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
「
節
制
の
法
円
巳
霧
。
一
品
ヨ
℃
興
欝
降
8
」
と
も
『
平
和
の
絆
導
恥

　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
●
　
●
　
●

ぴ
§
駄
“
鳶
§
晶
と
も
購
わ
れ
、
　
理
性
は
こ
の
制
約
に
自
発
的
に

従
う
こ
と
に
よ
っ
て
選
択
の
自
由
を
行
使
す
る
。
そ
の
結
果
『
み
霊

の
一
致
蝋
、
ミ
ミ
ミ
黛
“
い
㌧
無
、
註
は
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
　
真

理
は
各
人
に
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
『
ア
レ
オ

パ
ギ
テ
ィ
カ
』
か
ら
得
ら
れ
る
説
明
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
、
の
ち

の
論
文
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
す
以
前
の
神
の
創
造
さ
れ
た

ま
ま
の
世
界
…
ミ
ル
ト
ン
の
「
膚
然
状
態
」
に
あ
た
る
一
を
説

明
し
て
、
創
造
の
と
き
人
間
は
「
神
の
像
¢
δ
貯
δ
船
σ
登
⑦
ρ
鵠
島
＄
ω
ρ

ヨ
三
窪
8
鼠
O
o
e
を
持
つ
も
の
と
し
て
作
ら
れ
た
と
需
っ
て
い

⑲る
。
か
れ
が
理
性
は
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
と
い
う
と
ぎ
、
そ
の

理
性
は
こ
の
「
神
の
像
」
を
意
味
し
て
お
り
、
人
間
は
理
性
に
し
た

が
っ
て
霞
由
に
振
舞
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
神
を
正
し
く
知
り
創
造

に
お
け
る
自
然
め
秩
序
に
則
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
あ
の

　
「
秩
序
形
成
的
自
由
」
が
完
全
な
形
で
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

！
ー
ミ
ル
ト
ン
の
霞
然
状
態
は
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
そ
れ
と

は
全
く
違
っ
て
い
る
ー
ー
。
し
か
し
こ
こ
で
の
理
性
と
そ
の
自
由
は
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そ
の
ま
ま
ミ
ル
ト
ン
の
時
代
の
人
香
理
性
と
そ
の
自
由
を
説
明
す
る

こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
ア
ダ
ム
が
罪
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
高
然
状

態
は
崩
壊
し
、
理
性
は
曇
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
も
は
や

神
の
前
で
自
由
な
存
在
で
は
な
く
な
り
罪
の
奴
隷
と
化
し
、
神
の
与

え
る
「
律
法
」
と
い
う
文
字
に
よ
る
外
在
的
な
法
に
従
う
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
神
の
意
志
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
「
真
理
は
事
実
一
度
は
そ
の
聖
な

る
主
キ
リ
ス
ト
と
と
も
に
こ
の
世
を
訪
れ
」
、
　
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「
あ
の
律
法
…
…
が
十
画
面
に
つ
け
ら
れ
て
廃
止
さ
れ
た
」
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
福
音
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
信
ず
る
も
の
す
べ
て
が
「
再

生
」
さ
れ
罪
か
ら
「
野
曝
」
に
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の

福
音
の
時
代
に
再
生
さ
れ
た
自
由
人
と
し
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

ミ
ル
ト
ン
は
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
』
の
な
か
で
「
禰
音
は
恩
寵
の
墾

約
○
○
〈
①
塁
三
鼠
O
舜
o
o
と
い
う
新
し
い
法
で
あ
り
、
律
法
よ
り

も
は
る
か
に
す
ぐ
れ
て
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
…
…
キ
リ
ス

ト
強
身
と
か
れ
の
使
徒
た
ち
や
伝
道
看
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
明
確
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
の
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　
　
コ
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
葉
で
述
べ
ら
れ
、
そ
の
後
は
聖
霊
に
よ
っ
て
儒
者
の
心
に
刻
ま
れ

。
・
・
　
　
　
　
⑳

て
い
る
の
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
福
音
に
よ
っ
て
文
字
に
よ
る

外
在
的
な
法
が
廃
止
さ
れ
、
代
っ
て
「
恩
寵
の
聖
約
」
甜
「
キ
リ
ス

ト
の
言
偏
が
「
聖
霊
に
よ
っ
て
儒
者
の
心
に
刻
ま
れ
」
た
の
で
あ

る
。
キ
リ
ス
ト
の
法
は
、
法
で
は
あ
っ
て
も
、
文
字
に
よ
ら
ず
外
在

的
な
規
範
で
は
な
い
法
と
し
て
各
入
の
内
に
聖
霊
に
よ
っ
て
示
さ
れ

　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
　

峰
内
在
化
し
た
の
で
あ
る
っ
だ
か
ら
こ
そ
福
音
に
よ
っ
て
明
清
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
り
　
　
　
の

と
り
も
ど
さ
れ
た
「
正
し
い
理
性
」
は
、
墾
霊
に
よ
っ
て
こ
の
内
な

る
キ
リ
ス
ト
の
法
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
『
ア
レ
オ

パ
ギ
テ
ィ
カ
』
で
、
理
性
は
「
節
調
の
法
」
と
い
う
制
約
に
従
う
か

ぎ
り
に
お
い
て
自
由
が
許
さ
れ
て
い
た
。
「
節
々
と
は
な
ん
と
柔
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
む
　
　
　
も
　
　
　
も

な
る
美
徳
で
あ
ろ
う
か
／
…
…
し
か
も
神
は
な
ん
ら
特
捌
の
律
法
も

へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ

規
定
も
設
け
ず
に
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
責
任
の
処
理
を
全
く
各
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
処
置
に
委
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
扁
と
ミ
ル
ト
ン
が
云
う
と
ぎ
、

こ
の
「
節
側
…
の
法
偏
そ
れ
と
同
義
の
『
平
和
の
絆
』
は
、
け
っ
し
て

外
在
的
な
規
範
で
は
な
く
、
こ
の
「
恩
寵
の
聖
約
」
罐
「
キ
リ
ス
ト
の

法
扁
に
対
応
す
る
も
の
な
い
し
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
し
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
と
云
え
る
。
（
こ
の
門
、
平
和
の
絆
』
は
の
ち
に
ミ
ル
ト
ン
が
「
自

然
法
」
　
と
云
う
も
の
に
基
本
的
に
つ
な
が
る
概
念
で
あ
る
こ
と
を
付
…
語
し
て

お
く
。
）
・
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
ヵ
』
に
お
け
る
ミ

ル
ト
ン
の
理
性
概
念
が
、
再
生
さ
れ
た
「
神
の
像
」
と
し
て
、
己
が

　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
　

内
に
智
北
に
よ
っ
て
内
在
化
さ
れ
た
法
な
ら
ざ
る
法
と
し
て
の
門
節
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舗
の
法
」
な
い
し
『
平
和
の
絆
』
ま
た
究
極
的
に
は
「
キ
リ
ス
ト
の

法
」
に
、
自
発
的
に
従
う
い
わ
ば
「
良
心
0
9
ま
。
δ
9
①
」
と
も
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
広
範
に

保
障
さ
れ
る
理
性
の
自
由
も
、
密
偉
的
に
秩
序
を
形
成
し
て
ゆ
く
瞼

由
と
な
り
え
て
、
あ
の
肖
由
思
想
家
の
よ
う
に
「
放
縦
」
に
は
な
り

え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
再
生
さ
れ
た
嚢
の
理
性
は
、
墾
霊

に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
「
キ
リ
ス
ト
の
法
」
に
霞
発
的
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
亡
霊
に
よ
っ
て
働
く
「
真
理
」
を
真
理
と
し
て
知
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
は
、
あ
く

　
　
　
り
　
　
　
の
　
　
　
コ

ま
で
も
人
閲
の
理
性
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
閥
は
真
理
を
知
る
の
で

あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
は
、
再
生
に
よ
り

聖
霊
に
よ
る
導
き
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
機
能
を
完
全
に
正
し
く
は
果

た
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
神
の
内
在
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

；
そ
れ
は
墾
霊
が
各
人
の
理
性
に
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

…
を
み
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
前
章
で
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
の
根
底
に
み

た
福
音
的
色
感
は
、
こ
の
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
「
理

性
」
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
論
理
が
深
め
ら
れ
て
大
胆
に
展

翻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
は
『
ア
レ
オ
パ

ギ
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
欝
己
の
思
想
の
ケ
ル
ン
を
確
立
し
た
と
雷
え

る
。
か
れ
は
こ
の
基
盤
の
う
え
に
立
っ
て
、
以
後
「
翼
然
法
」
1
一

こ
れ
も
超
越
的
規
範
と
し
て
の
法
で
は
な
く
、
人
意
に
内
在
化
し
た

ダ
イ
ナ
ミ
ヅ
ク
な
社
会
的
結
合
力
の
源
泉
と
な
る
法
で
あ
る
ー
ー
思

想
を
確
立
し
、
市
民
社
会
の
形
成
の
た
め
に
努
力
し
て
や
ま
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
こ
の
自
由
の
た
め
の
社
会
形
成
的
な
実

践
は
、
ま
さ
に
「
真
理
」
に
「
キ
リ
ス
ト
の
神
」
が
、
法
な
ら
ざ
る

法
「
キ
リ
ス
ト
の
法
」
に
お
い
て
歴
史
に
お
け
る
人
間
に
内
在
化
し
、

人
闘
を
再
生
し
、
つ
ね
に
人
畜
を
内
か
ら
変
革
し
て
ゆ
く
こ
と
の
ゆ

え
に
、
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ミ
ル
ト
ン
の

社
会
形
成
的
な
実
践
性
の
思
想
的
基
盤
も
明
ら
か
と
な
り
、
ウ
ェ
ー

バ
ー
的
視
角
に
よ
る
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
実
践
性
の
思
想
的
基
盤

と
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
か
っ
か
れ
の
実
践
の
志
向
す
る

方
向
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
ウ
ヅ
ド
ハ
ウ
ス
が
ピ
算
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
特
質
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
げ
る
実
践
性
霧
就
く
Φ
と
経
験
性
。
×
℃
。
葺
謬
9
臼
3
｝
は
、
　
ミ
ル
ト

ン
欝
身
が
福
音
的
慮
由
の
艦
仰
に
も
と
つ
く
か
れ
の
実
践
に
お
い
て

示
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
①
象
§
恥
浄
§
ミ
。
さ
ミ
馬
胃
諸
ρ
署
．
。
。
O
O
み
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ミルトンにおけるピューリタニズムと嵐由（井上）

②
　
ミ
ル
ト
ン
の
離
婚
論
は
た
ん
な
る
鐵
己
弁
護
の
需
で
は
な
く
、
当
時
の
教
会
法

　
に
た
い
し
て
、
糞
実
の
結
婚
の
擁
護
の
た
め
、
し
た
が
っ
て
正
し
か
ら
ざ
る
結
晶

　
か
ら
の
密
由
の
た
め
に
、
自
由
論
の
一
環
と
し
て
霞
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

③
　
≦
剛
嬬
貯
轟
属
鉱
冨
烈
楠
馨
職
侮
。
嵩
い
蓼
ミ
ミ
§
～
ぎ
℃
袋
喰
帖
欝
嵩
需
き
ミ
ミ
皆
嵩

　
ミ
恥
％
よ
q
職
抽
く
。
♂
同
，
や
醤
・
た
だ
し
ハ
ラ
ー
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
・
葉
張
を
高
く
評

　
価
し
な
が
ら
も
、
策
命
に
お
け
る
こ
の
雷
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
し
て

　
い
る
。
N
ミ
匙
こ
鼠
ミ
§
鳶
殺
釦
℃
や
｝
b
二
Q
◎
1
ω
㊤
、
o
ω
℃
．
H
も
。
¢
．

④
　
藁
篭
。
腎
翁
鷺
騰
鶏
”
這
恥
博
驚
“
神
亀
奪
・
智
奪
w
駆
ミ
黛
。
翠
黛
憶
蝋
ぎ
ト
軌
守
ミ
ミ

　
ミ
q
ミ
詩
ミ
琶
．
職
℃
自
註
§
緊
δ
蒔
弁
石
田
蹴
悪
次
、
上
野
轄
烈
、
士
熾
醗
新
葺
共
訳

　
『
言
論
の
自
由
隔
岩
波
文
庫
斗
ア
レ
ォ
パ
ギ
テ
ィ
カ
と
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
イ
ソ

　
ク
ラ
テ
イ
ー
ズ
の
ア
レ
ォ
パ
ギ
テ
イ
コ
ス
・
ロ
ゴ
ス
（
ア
レ
オ
バ
ガ
ス
の
演
説
）

　
の
齋
寮
に
な
ら
っ
た
も
の
。
た
だ
し
訳
文
は
間
じ
で
は
な
い
。

⑤
0
9
嵩
H
㊦
3
㌘
。
ω
Φ
名
。
碁
ρ
く
巴
。
d
辱
勺
。
＜
。
ピ
H
鯉
」
導
§
儀
虫
押

　
℃
や
圃
G
。
“
1
ρ
　
に
は
そ
の
全
文
が
あ
り
、
ま
た
検
閲
令
量
定
の
経
過
に
つ
い
て
は

　
凡
簸
載
‘
》
ミ
O
賊
§
識
§
噛
ぴ
団
三
目
①
霧
鎗
門
貯
O
F
℃
℃
．
一
窃
Q
◎
～
黛
　
に
詳
し
い
。
な

　
お
つ
い
で
に
、
史
料
的
意
味
で
、
　
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
が
『
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と

　
肖
由
』
に
お
い
て
融
資
不
詳
と
し
て
扱
っ
て
い
る
§
野
鼠
§
§
欺
切
。
§
ミ
卸
。
憶

　
ト
さ
馬
轟
黛
亀
O
o
嵩
讐
紺
忍
偽
恥
は
、
　
サ
…
ラ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
　
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル

　
会
談
で
発
書
し
て
い
る
鰍
。
ω
プ
奉
匂
α
℃
『
お
σ
q
①
の
霞
と
な
っ
て
い
る
（
き
ミ
．
▼
℃
．

　
馨
ρ
）
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

⑥
｝
搾
切
㌶
冨
コ
。
賢
ミ
‘
”
’
銘
。
。
－
翼
。
富
H
メ
プ
リ
ソ
や
バ
ー
マ
ー
が
非
難

　
し
た
。

⑦
瓦
§
黛
恥
ミ
ミ
層
≦
。
纂
ω
．
く
。
轡
員
℃
．
蒔
。
。
刈
．
〔
ノ
＜
■
ρ
℃
．
b
。
ま
〕
邦
訳
、
五

　
一
六
ペ
ー
ジ
。

⑧
N
ミ
斜
℃
■
9
伊
〔
芝
顧
ρ
や
b
。
。
。
㎝
〕
邦
訳
、
…
九
。
．

⑨
箏
ミ
‘
℃
や
ふ
ニ
ー
P
な
る
。
。
G
。
。
。
〕
邦
訳
、
二
三
。
．

⑩
　
N
謎
織
；
や
勺
曜
窃
一
泊
一
日
〔
弓
凸
楠
Φ
O
〕
邦
訳
、
　
二
五
一
六
。

⑪
　
き
ミ
ニ
や
総
ω
‘
〔
や
8
切
〕
邦
訳
、
三
二
。

⑫
　
き
ミ
こ
℃
「
認
メ
〔
℃
．
卜
。
①
①
〕
邦
訳
、
三
菰
。

⑬
　
N
ミ
9
層
℃
℃
・
頓
0
卜
0
一
侮
0
マ
〔
℃
■
ら
ゆ
一
〇
〕
邦
訳
、
六
六
。

⑳
　

N
黛
純
こ
℃
．
α
①
伊
〔
唱
郊
・
Q
◎
b
り
O
I
回
〕
邦
鱗
猷
、
　
山
ハ
八
。

　
　
」
窺
銭
こ
℃
■
餉
㊦
ρ
〔
℃
■
○
◎
一
Q
Q
〕
邦
訳
、
　
山
ハ
四
【
。

博
鱒
　
N
ミ
へ
譜
や
置
O
．
〔
や
彩
。
置
〕
邦
訳
、
艶
聞
。

⑰
〉
奪
ミ
こ
や
2
ω
’
〔
℃
・
込
っ
。
。
り
〕
邦
訳
、
二
四
。

⑱
　
N
財
幾
．
”
℃
’
α
ゆ
伊
〔
唱
“
ら
Q
さ
0
一
〕
郭
鋪
試
、
六
八
。

⑲
｝
・
鑑
ぎ
鈍
§
軸
ぼ
達
§
明
器
噛
鰻
§
ミ
§
恥
ミ
ミ
塁
δ
膳
ρ
j

　
O
o
ヨ
嘘
5
3
勺
8
ひ
。
o
～
〈
o
誌
窃
嘘
く
ρ
冨
¢
．
勺
こ
く
2
囲
囲
押
唱
や
お
。
◎
一
ρ
〔
≦
辱
O
．

　
。
。
ω
昌

㊤
　
箆
蒜
。
辱
9
覧
誉
3
唱
．
し
随
⑦
ω
嗣
〔
℃
．
。
。
お
〕
邦
訳
、
六
六
、
な
お
．
原
文
は
イ
タ
リ
ッ

　
ク
体
で
あ
る
。

⑳
へ
や
蜘
ご
s
概
説
ミ
○
総
懸
無
画
§
謝
り
O
o
ぎ
ヨ
げ
謎
d
。
弓
こ
ぐ
。
ど
メ
〈
押
や
鶴
ρ
な

　
お
こ
の
糧
キ
リ
ス
ト
教
教
義
』
は
一
山
ハ
六
一
、
二
年
に
完
成
し
て
い
た
と
思
わ
れ

　
る
が
王
政
復
宵
後
の
情
況
が
服
版
を
許
さ
ず
、
ミ
ル
ト
ン
の
死
後
、
長
年
故
侠
し

　
て
い
た
が
一
八
工
三
年
発
見
さ
れ
、
よ
う
や
く
一
八
二
五
年
に
初
版
が
出
た
。

⑫
拙
鳶
。
憶
窺
覧
職
ミ
．
や
σ
お
噌
〔
℃
．
ゆ
Q
。
㊤
〕
邦
訳
、
二
四
σ

⑳
　
ウ
ィ
レ
ー
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
理
性
を
「
道
徳
透
門
」
あ
る
い
は
「
道
徳
的
抑
一
制
の

　
、
猟
理
…
」
と
解
し
て
い
る
◎
　
し
ご
器
凱
♂
く
謹
。
メ
　
§
馬
的
塁
ミ
制
鷺
§
ミ
○
§
牒
§
続

　
窃
§
詠
頓
誉
§
ミ
讐
い
。
鵠
伽
。
炉
お
鑓
．
や
員
’
℃
．
b
Q
痴
津
　
深
瀬
基
寛
訳
『
十
七
世

　
紀
の
思
想
酌
風
土
隔
八
閣
、
二
九
一
一
二
。

⑳
▽
　
｝
O
D
．
や
ノ
＜
o
o
篇
ゴ
。
β
ω
ρ
、
窪
箆
“
ミ
一
回
ミ
§
肘
載
ト
き
ミ
ミ
ー
や
燈
窃
〕

四
、
「
薗
由
」
と
「
寛
容
」
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『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
い
ま
　
載



｛
つ
の
問
題
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
的
寛
容
の
主
張
で
あ
る
。
信
仰
の

霞
由
と
宗
教
的
覧
容
の
思
想
と
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
お
け
る

革
命
の
諸
過
程
と
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
聖
俗
分
離
の
思

想
を
生
み
出
し
て
近
代
思
想
の
形
成
に
大
き
く
革
新
し
た
こ
と
は
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ガ
ー
デ
ィ
ナ

ー
の
古
典
的
な
見
解
に
は
じ
ま
り
ジ
ョ
ー
ダ
ソ
や
ウ
ヅ
ド
ハ
ウ
ス
な

ど
の
貴
重
な
研
究
が
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
近
年
浜
林
氏
の
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ぐ
れ
た
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
場
合
に
は
、

宗
教
的
寛
容
に
つ
い
て
も
見
解
を
異
に
し
て
お
り
、
寛
容
思
想
の
源

流
を
四
つ
あ
げ
て
説
明
す
る
が
、
け
っ
き
ょ
く
、
寛
容
を
資
本
主
義

に
た
い
す
る
影
響
力
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
お
り
、
　
「
宗
教
的
寛
容

は
け
ワ
し
て
近
代
あ
る
い
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
独
自
な
も
の
で
は
な

い
。
…
…
と
く
に
、
政
治
経
済
的
興
隆
期
の
ホ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ゼ
：

ラ
ン
ド
や
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
ら
び
に
一
一
ユ
ー
イ
ソ

グ
ラ
ソ
ド
の
よ
う
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
支
配
し
て
い
た
地
方
で

は
、
寛
容
は
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
む
し
ろ
も
っ
と
も
少
な
か
っ
た
の

　
　
②

で
あ
る
」
と
言
明
し
て
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
は
む
し
ろ
宗
教
的

覧
容
を
認
め
て
い
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
約
視
角

か
ら
く
る
歴
史
認
識
の
一
面
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
以
下
二
つ
の
章
に
わ
た
っ

て
、
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
’
的
寛
容
の
主
張
が
い
か
な
る
性
格
の
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
近
代
思
想
の
系
譜
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
し

め
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

　
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
的
寛
容
論
は
、
直
接
に
は
か
れ
の
長
老
派
と
の

乖
離
が
表
明
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
単
音

的
自
磁
に
も
と
つ
く
僑
仰
の
当
然
の
論
理
的
帰
結
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
か
れ
の
寛
容
論
は
、
福
音
に
よ
る
自
由
の
み
な
ぎ
る
宗
教
改
革

を
実
現
さ
せ
ん
と
す
る
実
践
に
と
も
な
う
理
論
で
あ
っ
た
。
四
三
年

以
後
の
ミ
ル
ト
ン
は
宗
教
改
革
に
た
い
す
る
絶
大
な
確
信
を
有
し
て

は
い
た
が
、
以
前
の
よ
う
に
そ
れ
が
早
急
に
達
成
さ
れ
る
と
は
考
え

な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ミ
ル
ト
ン
に
は
、
長
老
派
の
諸
施
策
わ
け

て
も
検
閲
制
度
と
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
宗
教
会
議
と
は
か
れ
の
云

う
真
理
を
抑
圧
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
わ
れ
わ
れ

が
な
し
た
盟
約
O
O
〈
①
⇒
窪
諾
〔
一
「
厳
粛
な
同
盟
と
契
約
」
i
．
筆
者
〕

と
抗
議
℃
門
9
＄
富
試
。
霧
〔
鋪
「
大
抗
議
文
」
t
筆
者
〕
、
こ
れ
は
け
っ

し
て
主
教
た
ち
を
廃
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
た
だ
主
教
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
③

変
更
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
。
だ
か
ら
、
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
は
、
「
主
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
長
老
と
は
名
実
と
も
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
同
一
の
も
の
」
で
あ
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っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
〔
長
老
派
に
よ
る
〕
宗
教
改
革
そ
れ
自
体
の
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

革
夢
⑦
鴨
亀
。
暁
菅
野
σ
q
O
二
合
無
○
目
ヨ
9
賦
。
ゆ
算
。
・
Φ
罵
」
　
こ
そ
必
要
だ
と

い
う
認
識
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ミ
ル
｝
ン
は
宗
教
改
革

の
多
難
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
変
更
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
は
改
革
へ
の
見
通
し
だ
け
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
改
革
へ
の
希

望
と
確
信
は
変
ら
ず
、
む
し
ろ
多
難
な
道
で
あ
れ
ば
こ
そ
互
の
寛
容

に
よ
っ
て
真
理
の
勝
利
す
る
改
革
へ
努
力
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容

論
は
、
か
れ
の
福
音
信
仰
の
自
由
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、

け
っ
し
て
宗
教
的
梢
対
主
義
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
み
て

き
た
よ
う
に
、
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、
真
理
は
か
つ
て
主
キ
リ
ス
ト

と
と
も
に
こ
の
世
に
来
た
が
、
今
で
は
干
肉
に
散
ら
さ
れ
て
い
て
い

ま
だ
全
部
を
見
い
出
し
て
は
い
な
い
。
し
か
も
長
老
派
は
真
理
を
曇

ら
せ
、
い
ま
だ
十
分
に
知
ら
れ
て
い
な
い
真
理
を
宗
教
会
議
の
独
断

に
よ
っ
て
人
々
に
強
制
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、
ミ
ル
ト
ン
は
、

宗
教
改
革
へ
の
道
程
に
お
い
て
人
々
が
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
理
・
性
に
よ
っ
て
「
来
た
る
べ
き
宗
教
改
革
に
さ

さ
げ
る
べ
き
新
し
い
概
念
や
観
念
を
熟
考
し
、
探
求
し
、
思
い
め
ぐ

　
⑥

ら
し
」
真
理
の
一
片
一
片
を
組
合
せ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
云
う
。
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぷ
　
ゆ

か
ら
、
　
「
す
べ
て
の
も
の
が
強
制
さ
れ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
多
数
の

も
の
が
下
見
容
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
、
疑
い
も
な
く
よ
り
健
全
で
、
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
慎
重
で
、
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
」
「
少
し
の
寛
大
な
分
鋼

と
、
わ
っ
か
な
遠
雷
の
寛
容
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
こ
の
よ
う
な

努
力
を
こ
と
ご
と
く
結
合
し
統
一
し
て
、
一
つ
の
共
通
の
岡
胞
的
な

　
　
・
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

真
理
探
求
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
」
、
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、
福
音
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
法
と
い
う

も
の
は
、
各
人
に
内
在
し
霞
発
性
こ
そ
促
し
て
も
け
っ
し
て
強
制
的

に
命
令
を
下
す
法
で
は
な
か
っ
た
。
強
制
は
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
に
と

っ
て
対
立
す
る
も
の
で
つ
ね
に
真
理
を
殿
損
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
は
、
こ
の
強
制
を
排
除
し
、
真
理
を
真
理
た
ら
し

め
る
た
め
に
、
し
か
も
編
音
の
も
と
で
真
理
の
勝
利
の
戦
い
に
積
極

的
に
参
与
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
ミ
ル
ト
ン
は
現
実
に
存
在
す
る
さ
ま
ざ
ま

の
教
派
。
・
9
窪
や
分
裂
ω
。
露
ω
影
を
ど
の
程
度
ま
で
寛
容
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
　
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
は
教
派
や
分
裂

に
つ
い
て
具
体
的
な
名
称
を
あ
げ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
ミ
ル
ト
ン

は
す
べ
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
派
・
分
裂
を
寛
容
し
て
い
る
と

考
え
て
誤
り
は
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
は
教
派
や
分
裂
を
建
築
物
に
お
け
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る
各
構
成
要
素
と
考
え
て
、
極
端
に
不
均
衡
で
は
な
い
が
各
部
分
が

適
度
に
変
化
と
多
様
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
建
築
物

の
全
体
を
完
全
な
も
の
に
構
成
す
る
。
「
だ
か
ら
、
偉
大
な
宗
教
改
革

が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
精
神
的
建
築
に
お
い
て
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

も
っ
と
膜
重
か
つ
も
っ
と
思
慮
深
い
建
築
家
で
あ
り
た
い
。
」
　
と
云

う
。
悪
魔
は
た
し
か
に
分
裂
に
つ
け
込
む
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど

も
、
ミ
ル
｝
ソ
に
と
っ
て
、
教
派
・
分
裂
は
「
非
本
質
約
な
こ
と
が
ら
し

に
お
い
て
見
解
を
異
に
す
る
だ
け
で
福
音
の
本
質
に
お
い
て
は
根
が

一
つ
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
悪
魔
の
一
団
に
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
斬

り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
改
草
は
か
え
っ
て
早
く
達

成
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ミ
ル
ト
ン
は
「
こ
れ
ら
す
べ

て
の
教
派
や
分
裂
と
考
え
ら
れ
る
も
の
拶
鵠
夢
①
器
鍔
℃
も
8
㊦
山
。
・
①
簿
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

霊
α
。
・
o
露
ω
日
ω
か
ら
よ
り
よ
き
未
来
を
期
待
し
よ
う
㎏
と
す
る
の
で

あ
る
。
オ
ウ
エ
ソ
や
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
な
ど
「
戦
闘
的
タ
イ
プ
」
と
云

わ
れ
る
寛
容
論
が
、
最
後
に
は
ア
ナ
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
や
ク
ェ
ー
カ
ー

な
ど
の
教
派
を
排
除
し
た
の
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容

論
の
広
さ
と
そ
の
実
践
性
と
が
醸
立
つ
の
で
あ
る
。

　
し
か
ら
ば
、
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
論
は
包
括
的
、
無
原
則
的
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
の
寛
容
論
が
あ
の
福
音
的
信
仰
に
も
と
つ
く
か

ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
事
実
、
　
「
わ
た
く
し
が

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
の
　
　
　
　
り
　
　
　
の
　
　
　
　
ロ
　
　
　
の
　
　
　
コ
　
　
　
の

言
っ
て
い
る
の
は
、
　
教
義
（
す
。
鼠
器
上
の
点
で
あ
ろ
う
と
規
律

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
の

a
ω
9
欝
欝
①
上
の
点
で
あ
ろ
う
と
い
ず
れ
を
問
わ
ず
、
あ
い
近
接
し

た
網
違
あ
る
い
は
む
し
ろ
非
本
質
的
な
こ
と
が
ら
ぎ
島
義
韓
①
零
Φ
。
。

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
た
と
え
多
数
存
在
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
わ

れ
わ
れ
の
う
ち
に
『
平
和
の
絆
』
を
黒
い
出
す
こ
と
が
で
き
さ
え
ず

れ
ば
、
け
っ
し
て
『
み
霊
の
一
致
』
を
妨
げ
る
こ
と
に
は
及
ば
な
い

　
　
　
　
⑬

か
ら
で
あ
る
」
。
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
自
由
論
に
お

い
て
展
胴
さ
れ
た
あ
の
内
在
的
な
法
な
ら
ざ
る
法
と
し
て
の
『
平
和

の
絆
』
に
農
発
的
に
従
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
非
本
質
的
な
こ
と
が

ら
す
べ
て
に
わ
た
る
寛
容
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大

前
提
は
声
音
で
あ
っ
て
、
こ
の
編
音
の
も
と
に
臼
由
と
さ
れ
た
も
の

は
お
の
つ
か
ら
秩
序
形
成
的
な
自
由
を
生
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本

質
的
な
る
も
の
睡
福
音
を
犯
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
云
う
「
二
本
質
的
な
こ
と

が
ら
ぎ
畠
漆
①
鵠
⇔
8
ρ
些
営
σ
q
ω
営
創
漆
①
器
簿
」
の
規
窟
で
あ
る
。

「
教
義
上
の
点
で
あ
ろ
う
と
規
律
上
の
点
で
あ
ろ
う
ど
」
　
「
非
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

的
な
こ
と
が
ら
」
に
入
れ
ら
れ
る
。
サ
ー
ラ
ッ
ク
も
云
う
よ
う
に
、

ミ
ル
ト
ン
は
「
非
本
質
麗
な
こ
と
が
ら
」
の
領
域
を
拡
大
し
た
の
で
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あ
る
。
本
質
的
な
こ
と
が
福
音
と
そ
れ
に
よ
る
自
由
で
あ
り
、
教
義

や
外
的
な
法
と
そ
の
規
律
は
、
た
と
え
聖
書
に
も
と
つ
く
と
し
て
も
、

教
派
や
各
人
に
よ
っ
て
解
釈
に
多
様
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
み

れ
ば
、
ミ
ル
ト
ン
に
と
っ
て
、
各
教
派
の
教
義
や
規
律
は
ま
さ
に
非

本
質
な
も
の
に
入
り
、
け
っ
し
て
強
制
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

1
強
棚
は
福
音
の
真
理
と
自
由
を
消
す
も
の
と
し
て
ミ
ル
ト
ン
の

も
っ
と
も
拒
否
す
る
も
の
で
あ
っ
た
i
、
各
人
の
理
性
に
よ
る
判

断
一
『
平
和
の
絆
』
に
薗
発
的
に
従
っ
た
一
に
任
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ミ
ル
ト
ン
の
カ
ト
リ
ッ
ク

や
国
教
会
に
た
い
す
る
厳
し
い
態
度
も
う
な
づ
け
る
の
で
あ
る
。

「
わ
た
し
は
カ
ト
リ
ッ
ク
を
寛
容
し
、
迷
信
〔
將
羅
教
会
を
も
指
す

…
筆
者
〕
を
公
認
せ
よ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
　
そ
れ
ら
は
す
べ
て

の
宗
教
と
世
俗
的
主
権
と
を
根
絶
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
れ
自
体
根
絶
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
ミ
ル
ト
ン

の
ブ
ロ
ー
ド
な
寛
容
論
を
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
に
は
、
こ

の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
国
教
会
に
た
い
す
る
排
他
的
発
言
は
は
な
は
だ
論

理
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
一
七
世
紀
の
革
命
の
思
想
状
況
の
な
か
で
ミ
ル
ト

ン
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
な
に
よ
り
も
近
代
思
想
の
起

点
に
立
っ
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ミ
ル
ト

ン
に
と
っ
て
、
本
質
的
な
福
音
を
犯
す
も
の
し
た
が
っ
て
「
不
敬
ま

た
は
邪
悪
で
あ
っ
て
絶
対
に
儒
仰
ま
た
は
良
俗
に
反
す
る
も
の
は
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

…
こ
れ
を
だ
ん
じ
て
許
容
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
や

国
教
会
は
、
伝
統
を
重
ん
じ
、
世
俗
の
権
力
に
手
を
染
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
福
音
の
純
粋
性
を
漉
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
批
判

は
「
聖
俗
分
離
論
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ミ
ル
ト
ン
が
「
聖
俗

分
離
し
を
必
要
と
す
る
の
は
、
教
会
が
福
音
の
純
粋
性
を
守
る
た
め
、

教
会
が
世
俗
的
国
家
の
権
力
を
握
っ
て
堕
落
し
な
い
た
め
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
教
会
が
国
家
を
分
離
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ミ
ル
ト
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

云
う
「
聖
俗
分
離
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
「
分
離
」
は
、
教

会
が
国
家
に
た
い
し
て
絶
縁
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
は
否
で
あ
る
。
福
音
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
お

い
て
、
人
聞
に
内
在
化
し
、
人
間
を
自
由
に
し
、
爵
由
へ
の
実
践
に

起
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
理
性
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
自
然
法
ー
キ
リ
ス
ト
の
法
に
も
等
し
い
よ
う
な
一

に
よ
っ
て
市
民
的
政
治
鉛
分
の
形
成
に
人
爵
を
参
与
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
分
離
」
は
、
「
自
然
法
」
の
支
配
す
る
社
会
と
「
キ

リ
ス
ト
の
法
」
の
支
配
す
る
教
会
と
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る
が
、
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「
キ
リ
ス
ト
の
法
」
は
「
自
然
法
」
を
お
お
い
、
各
人
を
「
霞
然
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
も
と
で
の
実
践
へ
と
起
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
み
ず
か

ら
は
福
音
に
堅
く
立
ち
な
が
ら
、
し
か
も
そ
こ
か
ら
社
会
形
成
的
な

実
践
に
お
も
む
か
ざ
る
を
え
な
い
、
ピ
誌
！
リ
夢
心
ズ
ム
の
実
践
性

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
福
音
儒
仰
に
根
ざ
し
し
か
も
自
由
の
実
践

的
確
立
の
た
め
に
、
ブ
ロ
ー
ド
な
寛
容
論
を
主
張
し
た
。
こ
の
こ
と

と
関
連
し
て
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
、
ミ

ル
ト
ン
が
こ
の
よ
う
に
白
H
由
の
ゆ
え
に
プ
ロ
！
ド
な
撫
兇
容
二
言
の
持
主

だ
と
し
て
も
、
現
実
に
は
ク
μ
ム
ウ
ェ
ル
の
擁
護
者
で
あ
り
、
カ
ル
ヴ

ィ
ニ
ス
ト
的
選
良
の
貴
族
政
治
を
説
い
た
人
物
で
は
な
い
か
、
と
い

　
　
⑰

う
理
解
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
し
く
は

政
治
論
の
検
討
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
が
、
次
の
点
だ
け
は
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ル

ト
ン
は
四
九
年
置
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
後
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
の
外

国
語
書
記
官
と
し
て
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
協
力
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ

は
、
ミ
ル
ト
ン
の
考
え
る
宗
教
改
革
曄
革
命
を
遂
行
す
る
た
め
に
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
原
理
的
に
は
早
く
か
ら
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
と
は
違

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
。
た
と
え
ば
、
ミ
ル
ト
ン
の
五
二

年
の
ソ
ネ
ッ
ト
や
五
四
年
忌
『
英
国
民
の
た
め
の
第
二
の
弁
護
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

お
け
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
へ
の
忠
告
、
あ
る
い
は
、
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
政

権
を
批
判
し
た
リ
ル
バ
ー
ン
の
著
轡
に
た
い
し
て
政
府
か
ら
反
駁
文

　
　
　
　
脚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

作
成
の
命
令
が
あ
っ
た
と
き
、
ミ
ル
ト
ン
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
は
五
九
年
に
出
版
し
た
一
連
の
論
文
が
ク
ロ
ム
ウ
エ
ル
の
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

裁
政
治
に
た
い
す
る
批
判
を
も
含
め
た
聖
俗
分
離
の
主
張
で
あ
る
こ

と
、
な
ど
は
ク
μ
ム
ウ
ェ
ル
と
ミ
ル
ト
ン
と
の
原
理
的
違
い
を
示
す

も
の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
浜
林
蕉
夫
氏
の
「
イ
ギ
リ
ス
革
命
に
お
け
る
宗
教
的
寛
容
の
問
題
」
（
小
樽
商

　
　
大
『
人
文
研
究
㎞
、
第
二
八
輯
、
　
一
九
六
四
）
は
、
ガ
」
デ
ィ
ナ
の
定
式
化
し
た

　
　
三
つ
の
タ
イ
プ
を
中
心
に
宗
澱
的
嶽
見
容
の
聞
題
を
h
横
長
…
さ
れ
、
と
り
わ
け
ガ
…
デ

　
　
4
ナ
…
が
等
閑
に
付
し
て
い
る
州
戦
闘
的
覧
容
論
」
に
歴
史
酌
意
義
を
認
め
て
お

　
　
ら
れ
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
②
ζ
≦
魯
。
3
。
》
。
罫
ω
ω
」
ω
ド
も
．
邦
訳
、
下
、
一
〇
四
…
一
〇
七
の
（
識

　
　
三
）
但
し
引
用
部
は
o
e
．
誌
b
。
’
邦
、
　
一
〇
六
一
七
。

　
③
議
§
辱
誌
慧
ミ
噂
≦
自
冨
：
℃
℃
巳
鷲
？
ド
〔
≦
．
O
．
℃
■
ω
O
の
〕
邦
訳
、
鵬
八
。

　
　
な
お
ミ
ル
ト
ン
は
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
二
年
後
（
四
六
年
）
、
ソ
ネ
ッ
ト
を
作
っ

　
　
て
「
新
し
い
炎
老
は
大
書
さ
れ
た
か
っ
て
の
歪
教
に
す
ぎ
ず
」
と
云
っ
た
。
　
O
嵩

　
　
ミ
偽
ミ
書
§
ミ
恥
　
ミ
○
§
§
馬
§
馬
　
§
ミ
ミ
　
導
馬
　
卜
。
還
　
寒
特
凝
§
謹
ミ
㍉

　
　
旨
特
鞭
§
”
恥
℃
o
ミ
蕾
騨
硫
象
§
乳
k
気
ト
唖
目
ぐ
㊦
蔓
旨
帥
笹
ω
ゼ
幽
げ
替
蔓
響
℃
℃
．
c
。
O
山
梱

　
④
鼠
§
鷺
讐
織
ミ
讐
》
総
P
〔
や
。
。
8
）
邦
訳
、
照
八
。

　
⑤
き
ミ
こ
ワ
象
○
。
．
〔
ω
お
〕
邦
訳
五
八
。

　
⑥
§
野
や
ま
野
〔
ω
置
〕
邦
訳
、
五
九
。
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ミルトンにおけるピコーーリタ＝ズ．ムと自由（井上）

⑦
　
」
言
恥
こ
唱
．
㎝
⑦
伊
〔
も
Q
N
O
〕
邦
訳
、
　
論
二
七
…
・
八
。

⑧
さ
ミ
‘
や
毅
野
〔
G
。
嵐
〕
邦
訳
、
五
九
9

⑨
箏
ミ
；
℃
．
象
㎝
■
〔
。
。
猿
〕
邦
訳
、
六
〇
。

⑩
き
ミ
こ
や
訊
①
．
〔
ω
峯
〕
邦
訳
、
六
一
。

⑪
　
N
竃
戚
こ
℃
．
閉
①
㎝
．
〔
娼
℃
・
Q
ゆ
ト
O
O
一
一
〕
邦
訳
、
　
一
門
八
。

⑫
　
≦
〇
二
幽
ω
▼
＜
巳
嵩
噛
』
壽
ミ
。
叙
§
職
§
．
げ
《
o
り
三
郎
。
犀
辱
ワ
ミ
ρ
た
だ
し
、
サ
ー

　
ラ
ッ
ク
は
、
そ
の
理
由
を
、
ミ
ル
ト
ン
が
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
は
鶏
俗
分
離
論

　
を
採
用
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
占
…
は
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で

　
あ
っ
て
本
章
の
鷺
洲
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
O
辱
「
職
帖
こ
憎
．
㎝
Φ
伊
〔
℃
辱
G
Q
b
の
O
〕
邦
勢
門
、
六
八
。

⑭
§
二
二
や
ま
・
。
「
〔
噂
■
ω
・
。
8
邦
訳
、
六
八
。
な
お
、
、
・
ル
ト
ソ
が
カ
ト
リ
ッ
グ

　
を
批
判
す
る
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
か
れ
の
愛
仁
心
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

　
れ
は
絶
対
主
義
酌
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
鰐
す
る
講
…
会
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

　
立
つ
も
の
で
あ
る
。

⑯
　
こ
れ
は
、
ウ
ッ
ド
ハ
ウ
ス
が
「
隔
絶
の
原
理
夢
。
℃
『
三
〇
陣
℃
δ
o
断
段
σ
q
話
σ
q
欝
、

　
窺
。
且
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
が
（
｝
o
。
．
℃
．
毛
o
o
象
δ
蕊
ρ
o
憾
．
9
譜
マ
〔
窃
。
。
〕
）
、

　
ミ
ル
ト
ン
の
菰
う
「
聖
俗
分
離
」
の
意
園
す
る
も
の
は
、
む
し
ろ
本
来
の
意
味
で

　
の
内
脚
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
わ
が
鯉
で
理
解
さ
れ
て
い
る
麟
家
が
教

　
会
を
分
離
す
る
と
い
う
受
け
と
り
方
は
、
一
七
世
紀
の
史
実
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い

　
と
考
え
ら
れ
る
。
鋭
U
．
ご
民
留
ざ
寒
恥
ψ
掛
園
塁
噛
い
b
§
8
ミ
§
い
ミ
蛍

　
o
ロ
p
墨
壷
H
く
．
参
照
…
。

⑯
　
　
「
分
離
」
が
む
し
ろ
こ
の
よ
う
に
祉
会
的
実
践
を
生
み
出
す
家
情
を
、
ウ
ッ
ド

　
ハ
ウ
ス
は
「
類
推
斜
嵩
p
δ
σ
q
団
」
と
い
う
「
新
し
い
影
響
の
様
式
」
と
歎
っ
て
い

　
る
Q
｝
Q
D
・
饗
≦
o
o
琶
6
島
ρ
o
》
偽
讐
．
甲
℃
．
〔
Φ
O
〕
「

⑰
　
た
と
え
ば
℃
．
N
缶
α
q
o
ユ
戸
鼠
㎏
脳
無
。
三
二
、
o
ミ
帯
ミ
侵
，
ぎ
N
禽
ミ
ぎ
奪
碇
監

　
、
§
ミ
ー
ピ
9
益
9
y
一
〇
ロ
押
や
一
峯
．

⑱
ン
巳
ε
登
8
0
妹
零
落
。
蔵
O
軌
嚇
脚
ミ
ミ
雨
G
き
ミ
鑓
ミ
’
ピ
癖
曳
δ
q
。
b
。
▼
…
ン
ミ
鳳
§
げ

　
ヤ
g
ミ
勲
恥
§
遠
“
靴
ミ
、
「
潤
＜
⑦
蔓
ヨ
雪
．
節
縦
耳
霞
ざ
や
Q
。
b
。
し
§
飼
い
聴
。
鳶
叙

　
b
ミ
§
♪
≦
o
憎
冠
、
切
Ω
霧
匹
。
切
層
℃
や
G
。
り
ω
ム
O
ω
・
⑦
ω
や
ω
り
Q
。
．
ら
。
8
曽
躯
霧
・

⑲
　
リ
ル
バ
ー
ソ
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
新
し
い
鎖
を
あ
ば
く
隔
の
第
二
部
が
出
た

　
二
臼
後
（
．
一
六
糊
九
・
一
一
一
・
二
山
ハ
）
、
ミ
ル
ト
ン
は
反
駁
文
の
要
田
を
受
け
た
が
こ

　
れ
を
断
っ
た
。
　
O
o
昌
鑑
辱
芝
。
㍑
P
》
笥
～
8
謡
§
蔦
ぎ
℃
鐘
蕊
鵯
§
四
三
塁
亀
ミ
ご
醤
層

　
い
。
欝
鳥
o
P
お
海
▼
箆
特
辱
§
疑
被
囲
く
．
や
q
。
リ
メ
参
照
Q

　
　
な
お
ウ
ル
フ
は
ト
二
日
“
驚
ミ
．
恥
　
宅
ミ
恥
　
O
嵩
　
ミ
ミ
ミ
搾
〉
§
園
ミ
凄
　
卜
§
～
鷺
奏
簡

　
≧
ミ
塁
「
裟
麟
楼
一
Φ
脅
噂
玉
出
ω
O
O
～
ω
’
に
お
い
て
、
リ
ル
パ
ー
ソ
が
、
か
れ
の
』
砺

　
M
、
o
裂
｝
欝
ミ
ハ
峯
鴇
）
で
、
ミ
ル
ト
ン
の
扁
．
第
二
の
弁
護
』
に
お
け
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ

　
ル
へ
の
忠
告
を
称
讃
し
て
い
る
こ
と
に
黎
製
し
、
リ
ル
パ
ー
ソ
を
そ
う
せ
し
め
た

　
の
は
「
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
の
た
め
の
妥
脇
…
の
余
地
の
な
い
堅
圃
な
立
場
に
よ
る
」

　
（
≦
o
罵
ρ
尊
ミ
；
や
G
。
①
b
。
）
と
記
し
て
い
る
。

⑳
・
ン
差
8
ジ
訟
S
鳶
ミ
騎
恥
魚
○
ご
都
響
鎚
ミ
駐
瞬
g
壽
無
§
馬
丁
ミ
　
O
§
嵩
舞

　
屋
①
り
し
O
o
浅
ミ
ミ
ミ
帆
ミ
鞠
恥
　
な
§
萱
恥
蝿
ミ
恥
卜
簿
ミ
凡
馬
無
　
馳
冷
§
諾
8
物
§
ミ
竃

　
韓
寒
雲
軌
し
①
鐙
な
ど
Q

五
、
　
「
寛
容
」
と
ビ
ュ
ー
り
夕
ニ
ズ
ム

　
一
六
六
〇
年
鑑
月
二
五
臼
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世
は
故
国
に
上
陸
し

王
政
復
古
は
成
立
し
た
。
ミ
ル
ト
ン
が
最
後
の
政
治
論
文
『
自
由
共

和
国
論
』
を
出
版
し
て
三
ケ
月
も
経
た
な
い
う
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ミ
ル
ト
ン
の
著
作
は
焚
書
に
さ
れ
、
か
れ
痛
身
も
逮
捕
さ
れ
た
が
の

ち
赦
さ
れ
、
以
後
政
治
的
に
は
沈
黙
を
守
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

『
楽
園
喪
失
』
を
は
じ
め
と
し
て
後
期
の
三
大
詩
を
完
成
す
る
の
は
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こ
の
時
期
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
革
命
の
経
験
が
そ
れ
ら
の
詩
に
あ
つ

か
っ
て
力
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
か
れ
に
お
い
て
内
在

化
し
た
神
は
自
由
に
も
と
つ
く
実
践
を
か
れ
本
来
の
詩
作
に
お
い
て

な
さ
し
め
た
の
で
あ
り
、
宗
教
的
政
治
的
自
由
の
思
想
は
放
棄
さ
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
。
宗
教
的
自
由
に
つ
い
て
の
発
書
の
機
会
は
王

政
復
古
後
十
二
年
厨
に
し
て
よ
う
や
く
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ

ー
ル
ズ
ニ
世
は
王
政
復
古
に
先
だ
っ
て
「
ブ
レ
ダ
宜
言
」
を
発
し
、

革
命
後
の
処
理
を
議
会
に
約
束
し
た
。
そ
の
う
ち
僑
仰
の
自
由
に
か

ん
す
る
問
題
は
容
易
に
解
決
さ
れ
え
ず
、
い
わ
ゆ
る
ク
ラ
レ
ソ
ド
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
セ
ン
タ
　
ズ

法
典
の
も
と
に
国
教
会
が
復
活
し
、
非
国
教
徒
を
厳
し
く
排
除
す
る

政
策
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
チ
ャ
ー
ル
ズ
自
身
は

カ
ト
リ
ッ
ク
に
共
感
を
も
ち
、
み
つ
か
ら
改
宗
し
た
後
に
特
免
権
を

利
用
し
て
七
二
年
三
月
「
儒
仰
自
由
の
宣
言
U
Φ
o
㌶
㌶
誌
。
旨
9

冒
α
巳
σ
Q
o
降
。
Φ
」
を
発
し
た
。
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
を
導
入
す
る

も
の
と
し
て
翌
年
議
会
に
よ
っ
て
撤
園
さ
れ
た
が
、
ミ
ル
ト
ン
に
と

っ
て
は
得
が
た
い
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
沈
黙
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
た
か
れ
が
宗
教
に
つ
い
て
の
見
解
を
『
真
実
な
宗
教
、

異
端
、
分
裂
、
寛
容
に
つ
い
て
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
増
大
に
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
用
い
ら
る
べ
き
最
良
の
方
策
に
つ
い
て
（
以
下
、
寛
容
論
と
記
す
）
』

に
託
し
て
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
審
査
律
8
①
。
・
け
諺
。
鯵
制
定
の
年
、

ミ
ル
ト
ン
が
他
界
す
る
一
年
前
七
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
失
明
と

老
令
に
も
よ
る
が
簡
潔
に
し
て
要
を
え
た
こ
の
『
寛
容
論
』
は
、
も

ち
ろ
ん
ミ
ル
ト
ン
の
最
後
の
散
文
で
あ
っ
て
、
出
版
年
代
か
ら
す
れ

ば
時
代
的
に
は
い
さ
さ
か
隔
っ
て
い
る
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
そ

の
内
容
が
、
王
政
復
古
後
一
、
二
年
中
し
て
完
成
し
た
と
み
ら
れ

る
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
』
に
大
差
な
い
こ
と
か
ら
、
す
で
に
早
く
か

ら
ミ
ル
ト
ン
の
脳
裏
に
準
備
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
さ
し
支
な

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
ミ
ル
ト
ン
の
福
音
的
自
由
の
信
仰
が
端

的
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
寛
容
論
が
原
理
約
か
つ
具
体
的
に
展
閥
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
『
ア
レ
オ
パ
ギ
テ
ィ
カ
』
お
よ
び
五
九
年

の
諸
論
文
の
総
括
と
し
て
の
意
義
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
小
論

を
閉
ず
る
に
あ
た
っ
て
取
り
あ
げ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ま
ず
か
れ
の

定
義
か
ら
み
て
み
よ
う
。

真
実
の
宗
教
1
「
神
の
言
丁
聖
護
〕
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
僑
ぜ
ら

　
れ
る
神
へ
の
真
実
の
信
仰
と
礼
拝
」
、
「
神
が
…
…
亡
霊
を
受
け
た

　
聖
職
者
た
ち
に
よ
っ
て
聖
霊
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
ま
た
神
霞
身

　
の
御
子
？
キ
ジ
ス
ト
〕
と
そ
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
、
福
音
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
い
て
啓
示
し
教
え
た
も
う
た
も
の
で
あ
る
。
」
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異
端
げ
①
お
超
…
i
「
人
聞
に
よ
る
伝
統
と
神
の
言
へ
の
粉
飾
践
α
㍗

　
賦
。
切
か
ら
生
み
出
さ
れ
儒
ぜ
ら
れ
る
宗
教
扁
、
　
「
聖
書
に
公
然
と

　
反
対
す
る
意
志
と
選
択
か
ら
生
じ
る
」
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
こ
そ
唯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
最
大
の
異
端
で
あ
る
」
。
．

教
派
。
・
①
。
富
1
「
人
々
が
ほ
と
ん
ど
誤
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
る

　
教
師
の
た
め
に
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
撒
え
に
従
う
場
合
で
あ
り
、
偽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
り
の
教
会
た
る
こ
と
も
あ
れ
ば
真
実
の
教
会
た
る
こ
と
も
あ
る
」
。

分
裂
ω
o
腎
ω
ヨ
ー
「
教
会
に
お
け
る
裂
け
醸
な
い
し
分
裂
の
こ
と

　
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
教
会
は
い
く
つ
か
の
会
衆
集
団
o
O
瓢
σ
q
同
？

　
σ
q
舞
δ
霧
に
分
れ
る
こ
と
に
な
り
、
偽
り
の
教
会
に
な
る
こ
と
も

　
あ
れ
ば
真
実
の
教
会
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
真
に

　
必
要
と
さ
れ
る
と
き
に
は
…
…
聖
な
る
交
わ
り
o
O
諺
諺
¢
巳
9
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
破
壊
に
は
至
ら
な
い
」
。

　
み
ら
れ
る
ど
お
り
、
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
真
実
の
宗
教
と
は
、
聚

書
と
聖
霊
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
の
隠
し
へ
の
信
仰
で

あ
り
、
福
音
信
仰
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
を
ひ

く
の
は
教
派
と
分
裂
に
つ
い
て
の
評
価
で
、
真
偽
い
つ
れ
に
も
な
る

可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
偽
り

の
教
会
は
薩
ち
に
異
端
と
み
な
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な

く
、
ミ
ル
ト
ン
は
「
異
端
」
と
「
誤
爆
①
霞
○
ご
と
を
明
確
に
区
別

し
、
教
派
・
分
裂
の
誤
ち
は
異
端
と
は
呼
ば
ず
、
　
「
再
説
」
の
方
に

入
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

誤
説
－
一
「
聖
書
に
反
す
る
意
志
は
な
い
が
、
聖
書
を
正
し
く
理
解

　
し
ょ
う
と
す
る
真
剣
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
書
を
誤
解
し

　
て
い
る
場
合
」
。
　
聖
書
を
信
仰
の
基
準
と
し
て
全
身
全
霊
を
も
つ

　
て
聖
書
に
聴
か
ん
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
　
「
神
は
た
し
か
に
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
ら
を
赦
し
た
ま
う
の
で
あ
る
」
。

そ
し
て
具
体
的
に
は
、
　
「
ル
タ
ー
主
義
者
」
は
聖
体
共
在
説
o
o
苧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ω
億
σ
ω
霞
郎
ぼ
ρ
就
○
路
を
僑
じ
て
い
る
点
、
．
「
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
主
義
者
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

神
を
予
定
説
の
ゆ
え
に
罪
の
創
造
者
と
な
し
て
い
る
点
、
　
「
ア
ナ
バ

プ
テ
・
ス
ト
」
は
幼
児
に
洗
礼
の
権
利
を
認
め
な
い
こ
梅
「
T

リ
ア
ン
と
ソ
シ
ニ
ア
ソ
」
と
は
竃
位
一
体
に
疑
義
を
さ
し
は
さ
む
ご

　
　
　
　
⑪

と
に
お
い
て
、
　
「
ア
ル
ミ
ニ
ア
ソ
偏
は
自
由
意
志
を
愚
寵
に
対
立
さ

せ
て
い
る
こ
鰯
な
ど
の
教
義
上
の
糞
や
誤
説
を
奏
し
つ
つ
・

そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
物
書
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
直
接
そ
れ

に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
も
し
か
れ

ら
が
ど
の
範
囲
ま
で
寛
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
と
た
つ
ね
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

な
ら
、
わ
た
く
し
は
疑
う
と
こ
ろ
な
く
、
全
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
る
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、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
⑬
・

も
の
に
等
し
く
と
答
え
る
」
と
言
明
す
る
。
こ
こ
に
お
ど
ろ
く
べ
き

ブ
ロ
ー
ド
な
寛
容
論
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
『
ア
レ
オ
パ

ギ
テ
ィ
カ
』
以
来
｝
倒
し
た
も
の
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
は
、
王
政
復

古
の
時
期
に
お
い
て
も
な
お
か
つ
、
革
命
の
進
行
と
と
も
に
分
裂
し

て
い
っ
た
ピ
甑
ー
リ
タ
ン
各
派
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
や
社
会
約
要

求
や
階
層
的
立
場
の
ち
が
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
「
禰

音
」
と
い
う
同
一
地
盤
に
お
い
て
寛
容
し
統
一
せ
ん
と
し
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
あ
る
。
し
か
も
「
相
互
に
寛
容
で
あ
り
愛
し
合
う
こ
と
扁
が
、
カ

ト
リ
ッ
ク
を
無
効
に
す
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
云
う
。
寛
容
こ
そ

真
理
を
真
理
た
ら
し
め
、
真
理
を
勝
利
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
一

こ
れ
は
『
ア
レ
オ
バ
ギ
テ
ィ
カ
』
で
の
寛
容
論
の
本
旨
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
草
叢
後
も
変
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
、
ミ
ル
ト
ン
は
真
理

謄
「
キ
リ
ス
ト
の
神
漏
の
究
極
に
お
け
る
勝
利
を
償
じ
て
や
ま
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
真
理
の
勝
利
は
、
傍
観
し
て
待
た
れ
る
も
の

で
は
な
ぐ
、
金
プ
μ
テ
ス
タ
ソ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
真
理
の
戦
い

に
実
践
的
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
速
か
に
得
ら
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ミ
ル
ト
ン
は
「
聖
書
に
も
と
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
て
い
る
教
義
の
論
争
点
を
も
寛
容
す
べ
き
で
あ
る
一
と
し
、
依
然

と
し
て
「
非
本
質
約
な
こ
と
が
ら
」
の
領
域
を
広
げ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
、
教
義
や
規
律
が
「
ひ
と
た
び
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、

そ
れ
は
命
令
と
か
禁
令
・
と
な
り
、
結
果
的
に
は
神
の
言
に
反
す
る
粉

　
　
　
⑩

飾
と
な
る
。
」
と
い
う
理
由
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に

は
熱
狂
に
走
る
こ
と
も
な
く
、
セ
ク
ト
の
独
善
に
も
陥
ら
ず
、
福
音

の
本
質
に
堅
く
立
つ
さ
め
た
限
一
窟
臼
に
な
っ
て
い
る
が
一
を

も
っ
た
ミ
ル
ト
ン
が
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
以
上
、
ミ
ル
ト
ン
の
宗
教
的
寛
容
論
を
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

原
理
的
に
明
解
に
か
つ
当
時
の
寛
容
論
者
の
中
で
は
も
っ
と
も
プ
ロ

．
ー
ド
に
主
張
す
る
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
論
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

タ
イ
プ
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
急
性
と
理
性
を
尊
重
す
る
ミ

ル
ト
ン
で
は
あ
る
が
、
宗
教
約
相
対
主
義
な
い
し
包
括
主
義
と
は
全

く
異
な
る
ゆ
え
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
型
に
は
属
さ
な
い
。
宗
教
改
革
型

な
い
し
セ
ク
ト
型
の
代
表
た
る
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
は
一
六
七
六
年
に
ク

ェ
ー
カ
ー
批
覇
を
書
い
て
い
る
し
、
こ
の
タ
イ
プ
が
各
膚
の
セ
ク
ト

に
逃
避
的
で
い
わ
ゆ
る
モ
ソ
μ
…
主
義
的
な
面
を
有
す
る
こ
と
か
ら

考
え
て
、
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
は
は
る
か
に
ブ
ロ
ー
ド
で
あ
る
。
ま
た
、

ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
な
ど
戦
闘
約
タ
イ
プ
が
、
ピ
訊
！
リ
タ
ソ
左
派
を
排

除
し
聖
俗
分
離
を
不
徹
底
に
し
た
本
質
的
弱
さ
を
持
っ
て
い
た
の
に

た
い
し
、
ミ
ル
ト
ン
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
協
力
し
な
が
ら
～
こ
れ
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は
ミ
ル
ト
ン
の
広
範
な
寛
容
ゆ
え
の
協
力
で
あ
る
ー
ー
も
、
基
調
に

お
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
タ
イ
プ
と
も
違

う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
も
う
一
つ
別
の
類
型
を
作

ろ
う
と
い
う
意
図
は
な
い
。
問
題
は
、
寛
容
論
が
真
に
寛
容
論
た
る

に
は
、
そ
の
論
者
が
あ
の
「
福
音
に
よ
る
再
生
」
口
「
キ
リ
ス
ト
看

の
自
由
」
と
い
う
も
の
を
い
か
に
理
解
し
、
そ
の
自
崩
を
い
か
に
生

き
て
い
た
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
原
点
を
ぼ
か
し
寛

容
論
の
論
拠
を
別
の
も
の
に
求
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
一
面
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　

寛
容
に
終
り
、
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
い
う
宗
教
的
寛
容
を

全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
ミ

ル
ト
ン
の
宗
教
的
寛
容
論
は
、
か
れ
の
ピ
ュ
…
リ
三
軸
ズ
ム
に
お
け

る
こ
の
櫃
音
活
歴
の
原
点
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ

こ
か
ら
は
自
由
に
も
と
つ
く
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
技
会
形
成
的
実
践
性
が

生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
寛
容
の
主
張
も
そ
の
た
め
に
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ウ
篤
i
バ
ー
の
場
合
で
あ
る
が
、
か

れ
の
い
う
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
も
こ
の
「
福
音
に
よ
る
再
生
」
と
い
う

原
点
に
立
つ
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
の
戦
激
す
べ

き
救
済
予
定
説
に
お
い
て
は
、
神
は
超
越
的
・
非
情
な
も
の
と
考
え

ら
れ
て
お
り
人
闘
に
内
在
化
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
由
は
背
後
に
押
し
や
ら
れ
て
し
ま
い
、
自
由
に
も

と
つ
く
実
践
性
も
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
寛
容

を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ミ
ル
ト
ン
の
自
由
に
も
と

つ
く
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
排
除
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
た
い
し
て
ミ
ル
ト
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
編
音
響
仰
の
原
点
に
立
っ

て
自
由
と
寛
容
を
主
張
し
続
け
た
。
ミ
ル
ト
ン
に
お
け
る
ピ
ュ
…
リ

高
下
ズ
ム
の
神
は
、
　
「
再
生
」
に
よ
っ
て
各
人
に
内
在
化
し
、
各
人

の
内
に
あ
っ
て
自
発
的
か
つ
自
律
約
な
実
践
を
生
み
出
す
よ
う
、
つ

ね
に
働
き
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
市
民
的
政
治
社
会
の
形

成
に
起
動
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
は

近
代
停
会
成
立
期
に
お
い
て
民
主
的
な
政
治
理
念
を
生
み
出
し
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
ミ
ル
ト
ン
の
覧
容
論
は
、
そ
の
基
調
に
お
い

て
は
の
ち
の
採
ッ
ク
の
寛
容
論
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
革
命
後
の

諸
思
想
が
ロ
ヅ
ク
に
収
轍
な
い
し
習
合
す
る
と
云
わ
れ
る
思
想
的
系

譜
の
問
題
に
お
い
て
、
寛
容
論
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
ミ
ル
ト
ン
の

寛
容
論
が
ロ
ヅ
ク
寛
容
論
の
原
型
を
な
し
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
．
ミ
ル
ト
ン
の
寛
容
論
は
、
あ
の
三
つ
の

タ
イ
プ
の
寛
容
論
を
す
で
に
総
合
か
つ
止
揚
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
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る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
小
論
は
ミ
ル
ト
ン
の
政
治

論
・
神
学
論
な
ら
び
に
『
楽
園
喪
失
』
な
ど
の
著
作
に
は
ふ
れ
ら
れ

て
い
な
い
。
ミ
ル
ト
ン
の
思
想
的
ケ
ル
ン
を
明
ら
か
に
し
た
わ
た
く

し
は
、
ミ
ル
ト
ン
の
政
治
論
を
検
討
し
、
か
れ
の
実
践
的
課
題
で
あ

る
市
民
的
政
治
社
会
が
い
か
に
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、
鋼
の
機
会

に
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

①
ぎ
§
ミ
二
二
曼
し
①
③
刈
．
藤
弁
武
石
端
楽
園
喪
失
』
岩
波
文
灘
三
巻
。

　
津
ミ
藁
屋
ミ
讐
§
轟
霧
二
一
讐
い
§
蕊
§
譜
。
ミ
恥
§
曽
δ
鐸
中
村
為
治
訳

　
『
闘
潔
斎
出
欄
サ
ム
ソ
ン
』
岩
波
蓋
。

②
　
O
、
8
瞳
§
需
ミ
鷺
§
嚇
き
誌
恥
8
9
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③
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‘
や
お
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④
⑤
⑥
⑦
　
共
に
、
帆
ぴ
ミ
‘
や
雛
野

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
　
共
に
、
帆
守
ミ
こ
や
お
野

⑬
　
き
ミ
‘
や
お
伊

⑭
§
織
．
も
．
お
¢

⑮
⑳
　
共
に
、
簿
ミ
こ
℃
■
お
．

［
⑰
　
こ
こ
で
わ
た
く
し
は
『
覧
容
論
』
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
批
判
に
は
ふ
れ
な
か

　
つ
た
が
、
論
点
は
世
俗
の
権
力
を
有
す
る
堕
落
に
む
け
ら
れ
政
俗
分
離
が
主
張
さ

　
れ
て
い
る
点
で
『
ア
レ
ォ
パ
ギ
テ
ィ
カ
駈
と
岡
じ
で
あ
る
。
一
つ
注
意
を
ひ
く
の

　
は
門
ロ
ー
マ
教
皇
が
こ
の
混
岡
さ
れ
た
権
力
で
も
っ
て
、
…
…
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

　
教
会
と
圏
家
に
た
い
す
る
権
利
を
主
張
し
…
…
ス
パ
イ
と
手
先
を
使
っ
て
王
と
議

　
会
と
を
一
度
に
破
壊
し
ょ
う
と
す
る
」
（
§
恥
二
や
掃
ω
刈
）
と
い
う
と
き
、
ミ
ル
ト

　
ン
が
当
聴
の
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
の
動
き
や
「
信
仰
自
【
由
の
翫
具
欝
」
の
音
“
図
ま
で
も

　
見
抜
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ミ
ル
ト
ン
の
議
会
密
造
的
ナ
シ

　
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
も
と
つ
く
愛
夷
心
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
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AStudy　of　the　F圭rst　Ya難amoto山本Cabi難et

by

Shiro　Yamamoto

　　The　fi1“st　Gonnohy◎e　Yamamoto山本権兵衛Cabinet（1913－14）was

evaluated．as　the　administration　of　the　Satsuma薩摩faction　united　with

the　Seiyukai政友会，　or　the　administration　of　the　Satsuma　faction　ln

place　of　the　Choshu長グ・ill　faction　in　its　form；therefore，　his　policy　was

often　dicussed　from　the　viewpoint　of　prevention　from　the　popular

revolution，　with　laying　stress　on　either　the　Satsuma　facgion　or　the　Sei－

y唾ai　in　having　in舳ence　oll　the　administration；still　more，　his　policy

which　accepted　the　popular　opinions　was　sometimes　evaluated　as　a

camoufiage　to　execute　the　imperialistic　policy　equcai　to　those　of　any

other　cabinets，　with　a　serious　view　of　the　pressure　of　the　Taisho　politi－

cal　change．

　　This　article，　standing　on　the　viewpoint　that　the　old　order　was　distur－

bed　at　the　growth　of　the　bourgeois　power　ln　the　development　of　Ca－

pitalisin　and　it　was　the　time　when　the　policy　should　reorganize　the

order，　is　to　demonstrate　that　this　cabinet　tried　to　establish　a　new　poli－

tical　power．

Puritanism　and　Liberty　in　John　MiltoA

by

Masayasti　lnoue

By　Max　Weber，　John　Milton　was　excluded　from　Puritanism　as　a

peculiar　person，　．　EinsPde’nfzer．　On　the　other　hand，　Milton　has　been　regar－

ded　as　one　sort　of　the　humanist　thlnkers．　These　estiiTiations　are　chiefiy

depeRded　on’the　facts　that　iVlilton　considered　hurrianity　right，　attached

iinportance　to　human　reason，　and　laid　stress　on　liberty．　This　essay　is

to　mal〈e　clear　the　positioR　of　his　thought　by　the　exainination　throttgh

his　Reformation　tracts，　“Areopa．aitica”，　and　“Of　Tr－ue　Rqli．crion”．　ln

short，　Milton　did　not　accept　Puritanisrn　aRd　Renaissance　Humanism　as

the　alternatives，　aRd　his　God　was　Beither　transcendental　nor　metaphy一
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sical，　but　subh　as　functiened　within　a　human　being，　then　transformed

him　from　within，　and　therefore　move　him　to　do　practical　action．　Thus

we　can　see　another　practical　and　active　Puritanism　in　Milton，　as　distingui－

shed鉦om　Weber’s　Puritanism．、

On　the　Relation　between　Koku魚国府and∫6ri条里System

by

Ryo　Kinoshita

　In　ancient∫apan，　Kokufu　l・謂府，　capital　of　local　adm量nistrat圭on，　occゆted

asquare　area　with　an　average　of　8　to　6　square－ch6町and　in　its　interior

had　a　chessboard　pattern　of　one　ch6　square．　On　tke　other　hand，　」6ri

条里system，　also　executed　as　rural　planning　at　that　period，　showed　a

similar　chessboard　pattem．　Prof．　Yonekura，　J呈ro米倉二郎published　the

assuinption　that　Kokufu　might　be　established　on　the　iRtersecting　points

of　borderlines　in　every　6　ch6．　This　areicle　is　to　restore　the　ancient“　plans

of　Kol〈ufu　in　Awa－Shikoku阿波，　Awa－Kanto安房，　Buzen豊前，　Harhna播

Sif，　and　BizeR　e’fkB’B’idj，　according　to　the　remalns　and　other　various　sounces

except　for　those　of　Jbri，　ancl　theB　to　ey．　ainine　their　relations　with　J6ri　and

wlth　the　outline　of　other　remains　ef　Kokufu　using　some　achievements

of’other　students．　The　result　is　as　follows：

　　（1）　On　the　direction　of・　the　partition　lines　of　the　land　both・　in　Ko－

1〈ufu　and　in　」6ri；

　　　a）　When　the　lines　of　」6ri　do　not　run　from　north　to　south，　those

　　of　Kokufu　often　do．

　　　b）　When　the　lines　of　」6ri　run　from　north　to　south，　those　of’

　　1〈ol〈ufu　often　do，　too　；　but　they　run　to　the　different　direction　according

　　to　the　p£p－pose．　This　is　due　te　the　fact　that　Kol〈ufu　should　be　’cons－

　　tructed，　as　a　rule，　facing　to　the　south　like　the　Capital’s　castle，　while

　　J6ri　does　not　always　run　precisely　from　north　to　south　as　it　follows

　　the　inclination　of　tke　land　surface　for　irrigation；　upon　these　facts，

　　in　the　」6riregion，　we　can　sometimes　find　the　site　of　Kokufu　discerning

　　particular　section’　of　the　land　where　parcelS　show　different　direction

　　from　J6risystem　around　it．

　　（2）　On　the　relation　of　the　situation　of　Kokufu　to　tke　border　｝ine　of
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