
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　で
、
人
間
に
神
の
現
存
在
お
よ
び
魂
の
不
死
を
「
実
践
理
性
の
要
請
」
と

　　　最高善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
　
　
　
　
　
　
靴
歓
齢
㏄
脳
醜
圏
箆
曙
謎
離
齢
腿
輔
鉾
机
號
寧
馳
叡
都
肋
勲
滑
切
峠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
教
哲
学
の要
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　南

　
塑
朗
　
た
紬
藍
薦
攣
鍵
繍
醐
鶴
牌
齢
霧
熱

は
じ
め
に
　
　
　
　
　
　
燦
臨
籍
轄
舞
錘
餐
碇
黙
凱
臨
嶽
鵬
鍵
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ね

　
「
道
徳
は
不
可
避
に
宗
教
へ
と
い
た
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
　
　
し
て
義
務
と
し
て
我
々
に
命
ぜ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
充
分
の
根
嫁
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
理
性
宗
教
（
道
徳
宗
教
）
は
宗
教
を
道
徳
の
延
長
線
　
　
　
持
っ
た
主
張
と
は
云
へ
な
い
」
と
し
、
そ
こ
か
ら
「
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、

上
に

位置
づ
け
、
道
徳
と
い
う
基
盤
の
上
に
宗
教
を
構
築
す
る
こ
と
を
試
　
　
何
ら
か
の
哲
学
的
な
ら
ざ
る
理
由
に
よ
り
、
突
如
と
し
て
古
来
の
最
高
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

みる
。
し
か
し
、
「
道
徳
は
不
可
避
に
宗
教
へ
と
い
た
る
」
と
言
わ
れ
る
以
　
　
　
の
考
を
取
り
入
れ
」
た
、
ま
た
「
最
高
善
を
媒
介
と
す
る
神
の
要
請
は
、

上
、
道
徳
は
出
発
点
と
し
て
、
ま
た
宗
教
は
到
達
点
と
し
て
相
互
に
区
別
　
　
　
種
々
の
弁
護
説
に
も
拘
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
時
勢
に
対
す
る
妥
協
と
見
る
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
ね

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
到
達
点
と
し
て
の
宗
　
　
き
で
あ
ろ
う
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ル
イ
ス
・
ホ
ワ
イ

教は
道
徳
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
を
含
む
、
道
徳
以
上
の
何
か
で
な
　
　
ト
・
ベ
ッ
ク
は
「
最
高
善
の
現
存
在
乃
至
そ
の
可
能
性
さ
え
も
、
カ
ン
ト

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
固
定
し
た
見
解
と
整
合
的
に
、
純
粋
な
道
徳
性
に
対
す
る
動
機
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
り

　そ
し
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
と
宗
教
を
関
係
づ
け
つ
つ
区
別
す
る
　
　
論
理
的
乃
至
倫
理
的
に
必
然
的
で
あ
る
、
と
見
な
す
事
は
で
き
な
い
」
と

も
の
、
す
な
わ
ち
道
徳
を
宗
教
へ
と
い
た
ら
し
め
る
も
の
こ
そ
が
『
実
践
　
　
　
し
、
和
辻
と
同
じ
よ
う
に
、
分
析
論
と
弁
証
論
の
間
に
は
埋
め
が
た
い
溝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

理
性
批判
』
（
｛
七
八
八
年
）
第
一
部
「
純
粋
実
践
理
性
の
原
理
論
」
の
第
　
　
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

二
篇

「
純
粋実
践
理
性
の
弁
証
論
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
、
道
徳
性
と
　
　
　
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
和
辻
や
ベ
ッ
ク
の
批

幸福
の
一
致
お
よ
び
結
合
と
し
て
の
「
最
高
善
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
　
　
判
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
弁
証
論
と
分
析
論
の
共
通
点
と
差
異
を
、
特
に

カ
ン
ト
は
第
一
篇
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
」
ま
で
は
否
定
的
に
扱
っ
　
　
人
間
と
そ
の
扱
い
方
（
お
よ
び
人
間
と
の
関
係
に
お
け
る
神
）
に
絞
っ
て

て
き
た
は
ず
の
幸
福
を
自
己
の
哲
学
的
思
惟
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
　
　
考
察
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
が
何
を
基
盤
と
し
て
道
徳
性
と
幸
福
の
一
致

最高
善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



一
六
六

を
主
張
す
る
の
か
、
何
に
よ
っ
て
最
高
善
と
い
う
思
想
が
可
能
に
な
る
の
　
　
ま
た
「
同
一
の
主
体
に
お
い
て
互
い
に
非
常
に
制
限
し
あ
っ
て
お
り
、
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
ゆ
り

かを
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
突
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
分
析
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　徳

と
幸
福
を
腰
易
に
同
一
の
も
の
と
み
な
す
こ
の
考
察
方
法
は
排
除
さ
れ

；
証
論
に
諄
る
最
高
善
　
　
　
　
ね
総
祁
団
カ
ン
ト
に
残
さ
れ
た
の
は
二
つ
目
の
考
察
蓬
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

　

e　最
高
善
と
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ち
徳
と
幸
福
の
関
係
性
を
「
総
合
的
な
も
の
（
実
在
的
結
合
）
」
と
み
な

　
分
析論
に
お
い
て
幸
福
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
を
貫
い
て
き
た
カ
ン
　
　
す
こ
と
で
、
両
者
の
結
合
を
因
果
性
の
法
則
に
従
っ
て
考
察
す
る
と
い
う

ト
で
あ
っ
た
が
、
弁
証
論
に
お
い
て
は
一
転
、
「
徳
は
な
お
も
理
性
的
有
限
　
　
　
方
法
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
徳
と
幸
福
の
関
係
性
は
「
原
因
が
結
果
を
生

的
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
対
象
と
し
て
、
全
体
的
で
完
全
な
善
で
は
な
い
。
　
　
み
出
す
よ
う
に
、
徳
が
幸
福
を
徳
の
意
識
と
は
な
に
か
異
な
っ
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
り

と
い
う
の
も
、
全
体
的
で
完
全
な
善
で
あ
る
た
め
に
は
、
幸
福
も
ま
た
そ
　
　
し
て
生
み
出
す
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
セ
　

れ
に

加え
て
必
要
と
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
　
　
　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
最
高
善
の
た
め
に
は
徳
に
加
え
て
幸
福
が
必
要

よ
る
と
最
高
善
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
十
全
に
満
た
さ
れ
る
た
め
に
は
、
　
　
　
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
徳
と
幸
福
の
関
係
性
が
総
合
的
な
も
の
で
あ
り
、

徳
に
加
え
て
幸
福
が
必
要
で
あ
り
、
し
か
も
両
者
は
統
一
さ
れ
、
結
合
し
　
　
　
因
果
的
結
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

て

いな
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
徳
と
幸
福
の
関
係
性
、
結
合
の
　
　
し
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
こ
の
よ
う
な
徳
と
幸
福
の
因
果
的
結
合
を
安
易
に

仕
方は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
提
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
世
界
に
お
け
る
原
因
と
結
果

　カ
ン
ト
に
よ
る
と
徳
と
幸
福
の
結
び
つ
き
方
に
は
二
つ
の
可
能
性
が
考
　
　
の
す
べ
て
の
実
践
的
な
結
合
は
、
意
志
の
規
定
根
拠
の
成
果
と
し
て
、
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き
り

え
ら
れ
る
。
一
つ
目
は
両
者
の
結
合
を
「
分
析
的
な
も
の
（
論
理
的
結
合
）
」
　
　
志
の
道
徳
的
心
術
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
自
然
法
則
の
知
識
と
そ
れ
を
自

と
み
な
す
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
性
を
同
一
性
の
法
則
に
従
っ
て
考
　
　
　
分
の
意
図
の
た
め
に
利
用
す
る
自
然
的
な
能
力
に
従
う
の
で
あ
っ
て
、
そ

察
する
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
　
　
れ
ゆ
え
、
必
然
的
で
最
高
善
に
十
分
な
世
界
に
お
け
る
幸
福
の
徳
と
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

よ
う
に
「
幸
福
へ
と
い
た
る
格
率
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
徳
で
あ
る
」
　
　
　
合
は
、
道
徳
法
則
を
綿
密
に
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
期
待
さ
れ
え
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
り

と
す
る
か
、
ス
ト
ア
派
の
よ
う
に
「
徳
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
幸
福
で
　
　
い
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
同
一
律
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
、
因
果

　
　
リ
リ

あ
る
」
と
す
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
道
　
　
律
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
が
徳
と
幸
福
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

徳性
と
幸
福
が
二
つ
の
「
ま
っ
た
く
異
種
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
、
　
　
な
い
の
で
あ
る
。



　こ
う
し
て
人
間
の
理
性
は
「
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
に
陥
る
。
　
　
　
徴
を
、
特
に
人
間
と
い
う
存
在
者
に
焦
点
を
あ
て
つ
つ
、
二
点
に
分
け
て

理念
と
し
て
は
道
徳
と
幸
福
は
因
果
律
に
よ
っ
て
原
因
と
結
果
と
し
て
結
　
　
　
述
べ
て
お
き
た
い
。

び
つく
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
道
徳
法
則
と
自
然
法
則
は
別
　
　
　
　
一
点
目
は
「
徳
は
な
お
も
理
性
的
有
限
的
存
在
者
の
欲
求
能
力
の
対
象

個
の

異
質な
原
理
で
あ
り
、
徳
と
幸
福
が
因
果
的
に
結
び
つ
く
こ
と
な
ど
　
　
と
し
て
、
全
体
的
で
完
全
な
善
で
は
な
い
」
と
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、

あ
り
え
な
い
。
人
間
の
理
念
や
要
求
に
合
致
す
る
よ
う
に
現
実
や
自
然
は
　
　
徳
に
加
え
て
幸
福
を
必
要
と
す
る
の
は
「
理
性
的
有
限
的
存
在
者
」
す
な

構成
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ち
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
最
高
の

　
では
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
解
消
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
善
を
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
と
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
、
弁
証

カ
ン
ト
に
よ
る
と
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
実
践
理
性
の
　
　
論
に
お
い
て
は
人
間
に
と
っ
て
の
「
最
高
に
よ
き
も
の
」
を
め
ぐ
っ
て
議

ア

ン

チ
ノ
ミ
ー
に
は
「
感
性
界
に
お
け
る
現
存
在
を
理
性
的
存
在
者
の
唯
　
　
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ハ
レ
リ

一
の

実
在
様式
」
と
み
な
す
前
提
が
隠
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
　
　
　
さ
ら
に
こ
れ
に
加
え
て
二
点
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
実
践
理
性
の
ア

み
こ
の
徳
と
幸
福
の
因
果
的
結
合
は
矛
盾
す
る
虚
偽
の
命
題
と
み
な
さ
れ
　
　
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
論
理
的
に
は
不
可
能
な
は
ず
の
徳
と
幸
福
の
因
果
的

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
人
間
は
「
道
徳
法
　
　
結
合
を
再
び
可
能
な
も
の
に
す
る
の
は
、
感
性
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

則
に
お
い
て
わ
た
し
の
因
果
性
の
純
粋
な
知
性
的
規
定
根
拠
を
（
感
性
界
　
　
が
道
徳
法
則
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
叡
智
界
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ

に
お
い
て
）
も
っ
て
い
る
の
で
、
心
術
の
道
徳
性
が
原
因
と
し
て
、
感
性
　
　
れ
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
践
理
性
の

界
に
お
け
る
結
果
と
し
て
の
幸
福
と
、
直
接
的
に
で
は
な
い
が
間
接
的
に
　
　
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
少
な
く
と
も
解
決
の
た
め
の
突
破
口
を
開
く
の
は
人
間

（
自
然
の
知
性
的
な
創
造
者
を
介
し
て
）
、
し
か
も
必
然
的
に
連
関
す
る
と
　
　
　
で
あ
り
、
人
間
を
媒
介
し
て
の
み
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
解
決
の
糸
口
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

いう
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
」
。
こ
の
よ
う
に
、
実
践
理
性
の
ア
ン
チ
ノ
　
　
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ミ
ー
は
感
性
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
道
徳
法
則
を
有
す
る
が
ゆ
え
　
　
　
以
上
の
よ
う
に
弁
証
論
に
お
い
で
は
常
に
理
性
的
で
は
あ
る
が
同
時
に

に
、
叡
智
界
を
も
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
を
　
　
有
限
的
で
も
あ
る
人
間
が
、
最
高
善
を
め
ぐ
る
一
連
の
議
論
の
展
開
に

よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
す
な
わ
ち
二
世
界
論
を
通
し
て
解
消
さ
れ
る
の
で
　
　
と
っ
て
主
体
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
徳
に
加
え
て
幸
福
を
必
要
と
す

あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
の
も
人
間
で
あ
り
、
ま
た
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
っ
た
徳
と
幸
福
の
因
果

　
⇔　
最
高
善
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
の
特
徴
　
　
　
　
　
的
結
合
を
再
び
可
能
に
す
る
の
も
人
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
徳
と
幸
福

　
以
上
のよ
う
な
最
高
善
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
の
特
　
　
　
の
一
致
と
し
て
の
最
高
善
を
扱
う
弁
証
論
は
常
に
人
間
を
主
体
と
し
て
、

最高
善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



一
六
八

人間
の
視
点
か
ら
の
善
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
う
な
意
志
を
前
提
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
〔
中
略
〕
。
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　も
す
べ
て
に
満
ち
足
り
て
い
る
知
性
に
お
い
て
、
選
択
意
志
は
、
当

二

分
析

論
に
蒋
・
人
間
・
神
　
　
　
　
論
馨
翻
融
酬
義
鴇
謬
樂
締
襲

　
以
上
のよ
う
に
、
弁
証
論
に
お
い
て
主
役
を
演
じ
る
理
性
的
有
限
的
存
　
　
　
　
概
念
が
知
性
に
帰
せ
ら
れ
る
と
、
こ
の
知
性
は
確
か
に
す
べ
て
の
実

在者
と
し
て
の
人
間
は
、
分
析
論
に
お
け
る
純
粋
な
道
徳
法
則
の
考
察
に
　
　
　
　
践
的
法
則
で
は
な
い
が
、
し
か
し
す
べ
て
の
実
践
的
－
制
限
的
法
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

お
い
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
　
　
　
　
を
、
そ
れ
ゆ
え
、
責
務
と
義
務
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。

てき
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
分
　
　
カ
ン
ト
に
よ
る
と
道
徳
法
則
は
人
間
を
含
む
理
性
と
意
志
を
も
つ
あ
ら
ゆ

析
論と
弁
証
論
に
お
け
る
共
通
点
お
よ
び
差
異
を
明
確
化
し
、
弁
証
論
を
　
　
　
る
有
限
的
存
在
者
の
み
な
ら
ず
、
最
高
の
叡
智
者
と
し
て
の
無
限
的
存
在

評
価す
る
新
た
な
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
　
　
　
者
、
す
な
わ
ち
神
と
も
関
係
を
有
す
る
。
し
か
し
、
有
限
的
存
在
者
と
し

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
の
人
間
は
欲
求
や
感
性
的
動
因
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た

　

e　分
析
論
に
お
け
る
人
間
の
位
置
づ
け
1
神
と
の
関
係
か
ら
ー
　
　
　
め
、
道
徳
法
則
に
矛
盾
し
、
そ
れ
に
背
く
こ
と
の
あ
り
う
る
意
志
と
し
て

　
分
析
論
の第
一
章
第
七
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
人
間
と
神
を
並
置
し
　
　
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
法
則
は
人
間
に
対
し
て
強
制
的
な
命
令

つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
に
対
す
る
道
徳
法
則
の
関
係
性
を
次
の
よ
う
　
　
と
な
り
、
命
法
と
い
う
形
式
に
お
い
て
出
現
す
る
。

に

論じ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
に
対
し
て
、
無
限
的
存
在
者
と
し
て
の
神
の
意
志
は
、
「
神
聖
な
意

　
　そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
は
、
人
間
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
　
　
　
志
」
と
も
呼
ば
れ
、
「
道
徳
法
則
に
矛
盾
す
る
格
率
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な

　
　
理性
と
意
志
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
存
在
者
に
も
お
よ
び
、
そ
れ
　
　
い
よ
う
な
意
志
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
最
も
す
べ
て
に
満

　
　ど
こ
ろ
か
最
高
の
叡
智
者
と
し
て
の
無
限
的
存
在
者
さ
え
も
と
も
に
　
　
ち
た
り
て
い
る
知
性
」
で
あ
る
神
は
、
「
す
べ
て
の
実
践
的
－
制
限
的
法
則

　
　
包
含
する
。
し
か
し
前
者
の
場
合
、
法
則
は
命
法
の
形
式
を
も
つ
。
　
　
　
を
、
そ
れ
ゆ
え
、
責
務
と
義
務
を
超
越
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
に
と
っ

　
　な
ぜ
な
ら
、
確
か
に
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
有
限
的
存
在
者
に
は
、
　
　
て
道
徳
法
則
は
命
法
（
す
な
わ
ち
ω
o
濠
コ
）
と
い
う
形
式
に
お
い
て
は
現

　
　
純粋
な
意
志
を
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
欲
求
や
感
　
　
　
れ
て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
神
は
道
徳
法
則
の
み
を
す
で
に
必
然
的
に
意

　
　
性的
動
因
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
存
在
者
と
し
て
、
神
聖
な
意
志
、
　
　
　
志
し
、
欲
し
て
お
り
（
≦
〇
一
一
Φ
昌
）
、
す
で
に
欲
し
て
い
る
事
柄
を
強
制
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
　

　
　
すな
わ
ち
道
徳
法
則
に
矛
盾
す
る
格
率
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
　
　
て
命
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。



　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
介
し
て
人
間
と
神
を
関
係
づ
け
　
　
区
別
す
る
。
人
間
に
と
っ
て
、
創
ら
れ
た
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
道

な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
に
対
す
る
道
徳
法
則
の
あ
り
方
の
差
異
　
　
徳
法
則
は
い
つ
ま
で
も
強
制
や
責
務
、
ま
た
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間

に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
者
の
意
志
の
あ
り
方
の
差
異
に
　
　
　
に
よ
っ
て
望
ま
れ
、
好
ま
れ
る
も
の
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

よ
っ
て
人
間
と
神
を
徹
底
的
に
区
別
し
、
両
者
の
間
に
深
い
断
絶
を
設
定
　
　
い
。
意
志
と
道
徳
法
則
と
の
完
全
な
一
致
、
意
志
の
神
聖
性
へ
と
至
る
こ

する
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
全
体
を
と
お
し
　
　
　
と
は
人
間
に
は
で
き
な
い
。
人
間
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
人
間
で
あ
り
、

て保
た
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
分
析
論
の
第
三
章
「
純
粋
実
践
理
性
の
　
　
神
の
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

動機
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
人
間
と
道
徳
法
則
の
関
係
を
神
　
　
　
⇔
　
分
析
論
に
お
け
る
人
間
の
位
置
づ
け
と
そ
の
特
徴

と
の
対
比
で
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
考
察
か
ら
分
析
論
に
お
け
る
人
間
の
位
置
づ
け
と
特
徴
を
二
点

　
　
人間
と
す
べ
て
の
創
ら
れ
た
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
道
徳
的
必
然
　
　
　
に
分
け
て
論
じ
て
お
き
た
い
。

　
　
性は
強
制
、
す
な
わ
ち
責
務
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
す
べ
て
の
行
　
　
　
ま
ず
一
点
目
で
あ
る
が
、
分
析
論
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
法
則
は
人

　
　為
は
義
務
と
し
て
ー
し
か
し
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
既
に
好
ま
れ
　
　
間
の
み
な
ら
ず
、
無
限
的
存
在
者
と
し
て
の
神
と
も
関
係
を
有
す
る
の
で

　
　た
、
あ
る
い
は
好
ま
れ
う
る
振
る
舞
い
方
と
し
て
で
は
な
く
1
前
　
　
あ
り
、
道
徳
の
主
体
は
神
と
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
理
性

　
　
提さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
私
た
ち
が
、
違
反
す
る
　
　
的
存
在
者
の
一
ケ
ー
ス
に
す
ぎ
ず
、
道
徳
法
則
の
考
察
に
お
い
て
は
そ
れ

　
　こ
と
へ
の
恐
怖
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
心
配
と
む
す
び
つ
け
ら
れ
　
　
ほ
ど
特
権
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
析
論
に
お

　
　
た

法則
へ
の
尊
敬
な
し
に
、
す
べ
て
の
従
属
性
を
超
越
し
た
神
の
よ
　
　
い
て
、
カ
ン
ト
は
神
と
人
間
を
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
お
い
て
偏
り
な
く

　
　う
に
、
お
の
ず
か
ら
、
い
わ
ば
私
た
ち
に
と
っ
て
自
然
本
性
と
な
っ
　
　
扱
い
、
道
徳
法
則
と
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
と
の
関
係
性
を
描
き
出
し
て
い
る

　
　た
、
決
し
て
動
か
さ
れ
え
な
い
、
意
志
の
純
粋
な
道
徳
法
則
と
の
一
　
　
　
の
で
あ
る
。

　
　
致

（そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
道
徳
法
則
に
忠
実
で
な
く
な
る
こ
と
を
　
　
　
さ
ら
に
、
二
点
目
と
し
て
、
そ
の
よ
う
に
理
性
的
存
在
者
の
一
ケ
ー
ス

　
　
試
みる
こ
と
は
決
し
て
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
結
局
、
道
徳
法
則
が
私
　
　
　
（
有
限
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
）
で
あ
る
人
間
の
特
徴
は
、
「
欲
求
や
感
性
的
動
因

　
　
た
ち
に
と
っ
て
命
令
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
く
な
る
だ
ろ
う
）
、
　
　
　
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
存
在
者
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

　
　
意
志
の神
聖
性
の
所
有
へ
と
い
つ
か
は
至
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
　
　
て
「
主
観
的
な
原
因
か
ら
生
じ
る
願
望
」
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
リ

　
　う
に
考
え
る
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
自
己
の
幸
福
を
追
求
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
人
間

以
上
の言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
人
間
と
神
を
厳
し
く
　
　
が
理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
で
あ
る
と
は
、
具
体
的
に
は
人
間
が
理
性
的

最
高善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



一
七
〇

な

道
徳
法
則を
も
つ
と
同
時
に
、
感
性
を
も
ち
感
性
的
な
欲
求
の
充
足
を
　
　
　
　
的
な
使
用
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
私
た
ち
が
義

願う
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
務
の
概
念
を
経
験
概
念
と
し
て
論
じ
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
結
論

　
以
上
のよ
う
に
分
析
論
に
お
い
て
は
カ
ン
ト
は
神
と
人
間
を
道
徳
法
則
　
　
　
　
さ
れ
え
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
が
人
間
の
な
す
こ
と
や
な
さ
な
い
こ

と
の
関
係
に
お
い
て
偏
り
な
く
扱
い
、
神
を
無
限
的
存
在
者
の
ケ
ー
ス
と
　
　
　
　
と
に
つ
い
て
の
経
験
に
留
意
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
純
粋
に
義
務

し
て
、
人
間
を
有
限
的
存
在
者
の
ケ
ー
ス
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
論
じ
て
い
　
　
　
　
に
も
と
つ
い
て
（
㊤
ロ
ω
）
行
為
す
る
心
術
に
つ
い
て
は
決
し
て
確
か
な

る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
道
徳
法
則
を
欲
す
る
主
体
は
人
間
で
あ
る
と
　
　
　
　
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
た
多
く
の
こ
と
が
義
務
が
命

同
時
に
神
で
あ
り
（
あ
る
い
は
人
間
以
上
に
神
で
あ
り
）
、
人
間
の
視
点
か
　
　
　
　
ず
る
も
の
に
か
な
っ
て
（
σ
q
①
日
農
）
生
ず
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
真

ら
も
、
神
の
視
点
か
ら
も
道
徳
法
則
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
に
義
務
に
も
と
つ
い
て
生
じ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
的
価
値
を

　
日　
道
徳
法
則
と
神
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
依
然
と
し
て
疑
わ
し
い
と
い
う
、
私
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

　
以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
人
間
の
み
な
ら
ず
神
と
も
関
　
　
　
　
ち
自
身
も
認
め
る
よ
う
な
正
当
な
嘆
き
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

係
付け
て
論
ず
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
道
徳
法
則
は
　
　
こ
の
よ
う
に
、
義
務
に
も
と
つ
く
行
為
の
実
例
を
経
験
に
よ
っ
て
示
そ
う

無
限
的
存
在者
と
し
て
の
神
と
も
関
係
を
有
す
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
　
　
と
す
る
限
り
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
す
ら
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
強

あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
道
徳
法
則
は
人
間
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
　
　
力
な
批
判
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
も
こ
の
よ
う
な

ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
　
　
批
判
に
対
し
て
、
「
実
際
、
義
務
に
か
な
っ
た
行
為
の
格
率
が
た
だ
道
徳
的

の

基礎
づ
け
』
（
一
七
八
五
年
、
以
下
『
基
礎
づ
け
』
と
略
記
）
第
二
章
冒
　
　
根
拠
に
、
ま
た
義
務
の
表
象
に
も
と
つ
い
て
い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
を
た
だ

頭部
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、
カ
ン
ト
が
第
一
章
で
義
務
と
し
て
導
出
し
　
　
ひ
と
つ
で
も
経
験
に
よ
っ
て
完
全
な
確
信
を
も
っ
て
確
認
す
る
こ
と
は
絶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

た

道
徳を
人
間
以
外
の
理
性
的
存
在
者
に
拡
大
す
る
過
程
と
論
拠
を
考
察
　
　
対
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
言
い
、
そ
の
正
当
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
い
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
ど
ん
な
に
純
粋
に
義
務
に
も
と
つ
い
て

　
義務
に
か
な
っ
た
行
為
で
は
な
く
、
義
務
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
た
行
　
　
　
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
も
っ
と
も
厳
し
い

為
が真
の
道
徳
的
価
値
を
も
つ
。
こ
れ
が
『
基
礎
づ
け
』
第
一
章
で
主
張
　
　
吟
味
に
よ
っ
て
す
ら
ひ
そ
か
な
衝
動
の
背
後
へ
と
完
全
に
い
た
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
り

さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
基
礎
づ
け
』
第
二
章
の
冒
頭
に
お
い
　
　
決
し
て
で
き
な
い
」
た
め
、
ひ
そ
か
に
自
愛
の
衝
動
が
根
底
に
忍
び
込
ん

て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
な
形
で
注
意
を
促
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
い
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
の
義
務
の
概
念
を
私
た
ち
の
実
践
理
性
の
一
般
　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
し
ま
う
と
、
経



験に
よ
っ
て
そ
の
実
例
を
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
確
証
す
　
　
　
る
人
間
主
体
の
「
信
念
」
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
法
則
を
根
底

る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
義
務
に
も
と
づ
　
　
　
で
支
え
て
い
る
の
は
、
な
ん
ら
か
の
対
象
で
は
な
く
、
人
間
と
い
う
主
体

く
行
為
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
　
　
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
か
　
　
に
対
す
る
私
た
ち
の
信
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
基

ねな
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
　
　
礎
と
な
っ
て
道
徳
の
人
間
以
外
へ
の
存
在
者
へ
の
拡
大
が
な
さ
れ
る
の
で

言う
こ
と
で
そ
の
批
判
を
か
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
。

　
　そ
し
て
こ
こ
で
義
務
の
理
念
か
ら
の
完
全
な
離
反
か
ら
私
た
ち
を
守
　
　
　
カ
ン
ト
は
人
間
や
人
間
に
つ
い
て
の
経
験
か
ら
で
は
な
く
、
理
性
そ
れ

　
　り
、
義
務
の
法
則
に
対
す
る
正
当
な
尊
敬
を
心
に
保
つ
の
は
、
そ
の
　
　
自
身
が
自
己
に
対
し
て
道
徳
的
な
命
令
を
な
す
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と

　
　よ
う
な
純
粋
な
源
泉
か
ら
生
じ
た
行
為
が
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
　
　
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　と
し
て
も
、
〔
中
略
〕
理
性
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
現
象
か
ら
　
　
　
　
純
粋
な
実
践
理
性
の
全
能
力
を
規
定
す
る
た
め
に
は
、
諸
原
理
を
人

　
　
独
立
に

何
がな
さ
れ
る
べ
き
か
を
命
ず
る
と
い
う
明
確
な
信
念
　
　
　
　
間
理
性
の
特
殊
な
本
性
に
依
存
さ
せ
る
と
い
う
、
思
弁
的
哲
学
に
お

　　
（
q
σ
興
N
Φ
ロ
鴨
5
α
q
）
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
世
界
が
お
そ
　
　
　
　
い
て
は
許
さ
れ
、
時
に
は
必
要
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
方
法
を

　
　ら
く
こ
れ
ま
で
何
の
実
例
も
与
え
な
か
っ
た
行
為
、
す
べ
て
を
経
験
　
　
　
　
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
は
す
べ
て
の
理

　
　に
基
礎
づ
け
る
人
々
す
ら
そ
の
実
行
可
能
性
を
大
い
に
疑
う
で
あ
ろ
　
　
　
　
性
的
存
在
者
一
般
に
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
道
徳
法
則
を
理
性

　
　う
行
為
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
性
に
よ
っ
て
容
赦
な
く
命
じ
　
　
　
　
的
存
在
者
一
般
の
普
遍
的
な
概
念
か
ら
導
出
し
、
そ
の
よ
う
な
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

　
　ら
れ
て
い
る
と
い
う
明
確
な
信
念
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
す
べ
て
の
道
徳
ー
そ
れ
を
人
間
に
適
用
す
る
た
め
に
は
人
間

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
道
徳
的
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
義
務
に
も
と
づ
　
　
　
　
学
を
必
要
と
す
る
ー
を
、
ま
ず
人
間
学
か
ら
独
立
に
純
粋
な
哲
学

く
行
為
と
い
う
概
念
は
人
間
を
詳
細
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
得
る
　
　
　
　
と
し
て
、
す
な
わ
ち
形
而
上
学
と
し
て
完
全
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
経
験
を
と
お
し
て
そ
れ
　
　
　
　
ら
な
い
。

を
確
証
し
よ
う
と
す
る
と
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
そ
の
存
在
可
能
性
自
体
が
危
　
　
道
徳
法
則
を
論
じ
る
際
に
問
題
に
す
べ
き
な
の
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
経

ぶま
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
義
務
に
も
と
つ
く
行
　
　
験
で
も
な
け
れ
ば
、
「
人
間
の
理
性
」
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
人
間
の

為
と
い
う
概
念
を
根
底
で
支
え
る
の
は
「
理
性
が
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
べ
　
　
理
性
」
の
み
に
注
視
し
た
瞬
間
、
人
間
理
性
の
展
開
の
場
と
し
て
の
経
験

て
の

現象
か
ら
独
立
に
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
命
ず
る
」
こ
と
に
対
す
　
　
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
道
徳
的
な
行
為
な
ど
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
批
判

最
高善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
｝



一
七
二

齢継
籠
雛
群
欝
襲
罐
訂
漉
諺
簸
鑛
　
三
分
析
論
・
弁
証
論
の
丘
ハ
通
点
お
よ
び
蓑

性
の
特
殊
な
本
性
に
依
存
さ
せ
」
て
は
な
ら
な
い
。
道
徳
的
原
理
の
源
泉
　
　
　
最
後
に
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
分
析
論
と
弁
証
論
に
お
け
る
人
間
の
位

と
し
て
人
問
の
み
が
問
題
に
さ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
純
粋
に
道
徳
的
な
　
　
置
づ
け
に
関
し
て
、
共
通
点
お
よ
び
差
異
を
簡
単
に
見
て
お
こ
う
。

も
の
と
し
て
の
義
務
に
も
と
つ
く
行
為
の
存
在
可
能
性
を
疑
わ
ざ
る
を
え
　
　
　
ま
ず
、
共
通
点
で
あ
る
が
、
分
析
論
と
弁
証
論
は
人
間
観
や
人
間
の
概

な

い

から
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
念
規
定
を
基
本
的
に
は
共
有
し
て
い
る
。
分
析
論
に
お
い
て
人
間
は
「
欲

　こ
う
し
て
、
『
基
礎
づ
け
』
第
一
章
で
は
「
私
た
ち
の
実
践
理
性
の
一
般
　
　
求
や
感
性
的
動
因
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
存
在
者
」
、
「
主
観
的
な
原
因
か

的
な
使
用
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
た
義
務
と
し
て
の
道
徳
は
、
私
た
ち
人
間
　
　
ら
生
じ
る
願
望
」
を
も
つ
存
在
者
で
あ
り
、
そ
の
有
限
性
が
理
性
的
存
在

から
一
度
引
き
離
さ
れ
、
「
理
性
的
存
在
者
一
般
」
と
い
う
よ
り
広
い
次
元
　
　
者
と
し
て
の
人
間
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
弁
証
論
に
お
い
て

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
試
み
を
カ
　
　
も
人
間
は
「
理
性
的
有
限
的
存
在
者
」
と
呼
ば
れ
、
そ
し
て
そ
の
人
間
に

ン
ト
自
身
は
「
純
粋
な
哲
学
」
あ
る
い
は
「
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
　
　
　
と
っ
て
は
「
幸
福
も
ま
た
そ
れ
〔
訳
註
　
徳
〕
に
加
え
て
必
要
」
で
あ
る

る
。
純
粋
な
道
徳
と
そ
の
源
泉
を
論
じ
る
次
元
と
し
て
、
人
間
に
つ
い
て
　
　
と
い
わ
れ
て
お
り
、
分
析
論
と
弁
証
論
の
双
方
に
お
い
て
、
人
間
が
理
性

の

経
験
や

人間
の
理
性
は
適
切
で
は
な
い
。
私
た
ち
人
間
は
有
限
で
あ
り
、
　
　
的
で
は
あ
る
が
有
限
で
あ
り
、
欲
求
と
そ
の
充
足
を
求
め
る
と
い
う
こ
と

行
為
の

背後
に
隠
れ
た
動
機
を
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
の
道
徳
的
　
　
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。

価値
を
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
と
も
に
、
人
間
の
行
為
を
観
察
す
　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
分
析
論
と
弁
証
論
の
間
に
は
決
定
的
な
差
異
が
存
在

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
純
粋
に
義
務
の
み
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
た
行
為
と
い
　
　
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
議
論
の
展
開
に
お
け
る
人

う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
す
ら
も
疑
わ
し
く
思
わ
れ
て
く
る
の
で
　
　
間
の
位
置
づ
け
あ
る
い
は
役
割
で
あ
る
。
分
析
論
に
お
い
て
人
間
は
理
性

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
た
ち
は
道
徳
法
則
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
有
限
的
　
　
的
存
在
者
の
一
ケ
ー
ス
に
と
ど
ま
り
、
道
徳
の
主
体
は
理
性
的
存
在
者
一

理
性
的
存
在者
と
し
て
の
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
無
限
的
理
性
的
存
在
者
　
　
般
（
有
限
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
と
無
限
的
存
在
者
と
し
て
の
神
）
で

を
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
「
理
性
的
存
在
者
一
般
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
　
　
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
証
論
に
お
い
て
最
高
善
を
欲
す
る
主
体
は

議
論を
展
開
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ン
ト
は
　
　
た
だ
人
間
の
み
で
あ
り
、
人
間
の
み
の
視
点
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。

道
徳
法
則を
神
と
の
関
係
に
お
い
て
（
あ
る
い
は
神
と
人
間
を
含
む
理
性
　
　
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
は
無
限
的
存
在
者
と
し
て
の
神
が
考
察
の
中
心
的

的
存
在
者
一
般
と
い
う
次
元
に
お
い
て
）
論
じ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
な
役
割
や
主
体
的
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え



に
最
終
的
に
は
実
践
理
性
に
よ
っ
て
そ
の
現
存
在
を
要
請
さ
れ
る
客
体
や
　
　
た
「
カ
ン
ト
の
時
勢
に
対
す
る
妥
協
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
直
ち
に
引

対
象と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
出
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
弁
証
論
に
お

　
以
上
のよ
う
に
、
分
析
論
に
お
い
て
神
と
人
間
の
両
者
に
対
し
て
距
離
　
　
　
い
て
幸
福
を
主
題
化
す
る
と
い
う
試
み
は
、
ま
さ
に
理
性
的
有
限
的
存
在

を
と
り
、
両
者
を
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
お
い
て
偏
り
な
く
扱
っ
て
き
た
　
　
者
を
主
題
化
し
、
人
間
の
視
点
か
ら
善
を
考
察
す
る
と
い
う
態
度
に
よ
っ

カ
ン
ト
は
、
弁
証
論
に
い
た
っ
て
、
急
転
直
下
、
人
間
に
急
接
近
し
、
た
　
　
　
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
和
辻
自
身
も
最
高
善
に
つ
い
て
「
人
に
と
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

だ

人間
の
視
点
か
ら
の
み
世
界
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
　
　
て
の
よ
き
も
の
は
な
る
ほ
ど
さ
う
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
弁
証

よ
う
に
考
察
の
対
象
を
人
間
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
　
　
　
論
に
お
け
る
問
題
は
ま
さ
に
こ
の
「
人
に
と
っ
て
の
よ
き
も
の
」
で
あ
り
、

幸福
を
主
題
化
し
て
論
じ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
弁
証
論
に
お
い
て
は
理
性
的
有
限
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
主
役
を
演

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
析
論
と
弁
証
論
と
の
差
異
に
基

四

結
び
に
か
え
て
　
　
　
　
　
郵
駅
藷
鶴
魅
緯
難
榊
荊
誠
難
蘂
塒
麗
騨

　
以
上
のよ
う
に
、
分
析
論
で
は
否
定
的
に
扱
わ
れ
、
排
斥
さ
れ
て
い
た
　
　
　
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
考
察
の
対
象
を
理
性
的
存
在
者
一
般
か
ら
理

は
ず
の
幸
福
を
、
弁
証
論
に
お
い
て
主
題
化
し
、
再
び
自
己
の
哲
学
的
思
　
　
性
的
有
限
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
限
定
す
る
と
い
う
方
法
論
の
変

惟
の
う
ち
に
取
り
込
む
と
い
う
カ
ン
ト
の
試
み
は
、
理
性
的
存
在
者
一
般
　
　
化
、
あ
る
い
は
人
間
の
視
点
か
ら
論
考
を
行
う
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
の

（
神
と
人
間
）
を
偏
り
な
く
考
察
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
考
察
の
対
象
を
　
　
　
妥
当
性
を
問
い
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
弁
証
論
全
体
を
適
切
に
評
価
す
る

理
性
的
有限
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
限
定
し
、
人
間
の
視
点
か
ら
世
　
　
　
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

界
に
お
け
る
可
能
な
善
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
　
　
　
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
は
人
間
を
中
心
に
据
え

に
な
る
。
弁
証
論
に
お
け
る
幸
福
の
主
題
化
は
ま
さ
に
理
性
的
有
限
的
存
　
　
　
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
視
点
か
ら
世
界
に
お
け
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

在者
と
し
て
の
人
間
の
主
題
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
能
な
善
を
論
じ
る
と
き
、
魂
の
不
死
が
道
徳
的
に
不
完
全
な
人
間
が
道
徳

　そ
れ
ゆ
え
、
分
析
論
と
弁
証
論
の
間
に
差
異
が
あ
る
以
上
、
和
辻
の
批
　
　
的
完
全
性
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
も
の
と
し
て

判は
一
定
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
　
　
要
請
さ
れ
、
さ
ら
に
神
が
道
徳
的
な
者
に
対
し
て
幸
福
を
授
与
す
る
存
在

な

分
析論
と
弁
証
論
の
相
違
か
ら
、
和
辻
が
言
う
よ
う
に
カ
ン
ト
の
最
高
　
　
　
者
、
最
高
善
の
実
現
者
と
し
て
そ
の
現
存
在
を
要
請
さ
れ
る
。
し
か
し
、

善
論は
「
何
ら
か
の
哲
学
的
な
ら
ざ
る
理
由
」
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
現
存
在
を
要
請
さ
れ
る
神
は
、
人
間
の
恣
意
的
な

最高
善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
七
三



一
七
四

　
　
意
志
に
よ
っ
て
捏
造
さ
れ
た
神
で
は
な
い
。
本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
カ
　
　
う
か
『
基
礎
づ
け
』
に
お
い
て
す
ら
道
徳
法
則
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、

　
　
ン
ト
に
お
い
て
神
は
理
性
的
存
在
者
と
し
て
道
徳
法
則
に
か
か
わ
り
、
そ
　
　
神
的
な
意
志
は
道
徳
法
則
を
必
然
的
に
欲
す
る
意
志
と
し
て
表
象
さ
れ
て

　
　
れど
こ
ろ
か
道
徳
法
則
を
命
法
と
い
う
形
式
で
強
制
と
し
て
で
は
な
く
、
　
　
　
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
い
て
、
神
は

　
　
純粋
に
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
欲
す
る
存
在
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
　
　
　
そ
の
端
緒
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
全
体

　
　そ
う
で
あ
る
な
ら
、
神
は
確
か
に
人
間
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て
は
い
る
が
、
　
　
に
お
け
る
神
の
位
置
づ
け
お
よ
び
神
と
人
間
の
関
係
性
を
、
カ
ン
ト
の
記

　
　
人間
の
都
合
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
存
在
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ど
　
　
述
に
従
っ
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま

　
　
こ
ろ
か
、
道
徳
法
則
を
純
粋
に
欲
す
る
神
の
意
志
は
、
有
限
で
あ
り
、
感
　
　
た
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
、
今
後
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
含
め
た
カ
ン
ト
の

　
　
性
的
な

触発
を
被
る
が
ゆ
え
に
道
徳
法
則
に
反
し
う
る
人
間
の
意
志
を
拘
　
　
批
判
哲
学
全
体
に
お
け
る
理
念
と
し
て
の
神
の
意
味
や
形
而
上
学
の
意

　
　束
し
、
人
間
を
道
徳
的
に
善
き
行
い
へ
と
い
ざ
な
う
も
の
と
み
な
さ
れ
る
　
　
味
、
ま
た
そ
こ
に
お
け
る
人
間
の
位
置
づ
け
を
新
た
な
視
点
か
ら
解
釈
す

　
　

べき
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
「
道
徳
法
則
は
純
粋
　
　
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　実
践
理
性
の
対
象
お
よ
び
究
極
目
的
と
し
て
の
最
高
善
の
概
念
を
と
お
し

　
　
て
、
宗
教
へ
と
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
神
の
裁
可
と
し
て
で
は
な
　
　
　
　
　
　
　
　
註

　
　く
、
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
恣
意
的
で
そ
れ
自
身
　
　
　
以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
を
使
用
し
、
巻

置

　
　
では
偶
然
的
な
未
知
の
（
蹄
o
ヨ
α
自
）
意
志
の
指
示
と
し
て
で
は
な
く
、
す
　
　
　
数
を
ロ
ー
マ
数
字
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。

　
　

べ
て

の自
由
な
意
志
そ
れ
自
身
の
本
質
的
な
法
則
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
　
　
　
（
1
）
≦
H
①
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

へと
い
た
る
」
と
カ
ン
ト
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
和
辻
哲
郎
『
カ
ン
ト
　
実
践
理
性
批
判
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五

　
　
　
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
は
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
「
純
粋
実
践
理
性
　
　
　
　
年
、
一
五
七
頁
。

　
　
の

原
理論
」
の
第
二
篇
「
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
」
に
お
い
て
有
限
的
　
　
　
（
3
）
　
和
辻
、
上
掲
書
、
一
五
八
頁
。

　
　

理
性
的
存
在者
と
し
て
の
人
間
を
積
極
的
に
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
　
　
（
4
）
　
和
辻
、
上
掲
書
、
一
五
九
頁
。

　
　開
始
さ
れ
、
人
間
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
と
し
て
の
徳
と
幸
福
の
一
致
、
　
　
　
（
5
）
　
ル
イ
ス
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ベ
ッ
ク
、
藤
田
昇
吾
訳
『
カ
ン
ト
「
実
践

　
　
す
な
わ
ち
最
高
善
を
通
し
て
の
み
、
人
間
は
魂
の
不
死
お
よ
び
神
の
現
存
　
　
　
　
理
性
批
判
」
の
注
解
』
新
地
書
房
、
一
九
八
五
年
、
二
九
三
頁
。

　
　在
を
論
じ
る
権
限
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
神
は
そ
れ
以
前
　
　
（
6
）
　
カ
ン
ト
に
よ
る
と
分
析
論
は
「
真
理
の
規
則
」
（
＜
H
①
）
に
関
す
る

　
　
の第
一
篇
「
純
粋
実
践
理
性
の
分
析
論
」
に
お
い
て
も
、
い
や
そ
れ
ど
こ
　
　
　
　
も
の
で
あ
り
、
そ
の
課
題
は
「
純
粋
な
理
性
が
実
践
的
で
あ
り
う
る



　
　と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
一
切
の
経
験
的
な
も
の
に
依
存
せ
ず
に
そ
　
　
　
（
1
6
）
＜
目
。
。
山
H
劇
゜

　
　
れ自
身
で
意
志
を
規
定
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
（
＜
　
　
（
1
7
）
＜
目
ド

　
　命
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
弁
証
論
は
「
実
践
理
性
の
判
　
　
　
（
1
8
）
　
＜
H
ぱ
－
H
H
9

　
　断
に
お
け
る
仮
象
を
描
写
し
、
解
決
す
る
」
（
＜
同
O
）
も
の
で
あ
り
、
　
　
（
1
9
）
＜
ω
b
。
°

　
　
弁
証論
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
も
の
が
「
道
徳
法
則
の
形
式
に
従
っ
て
　
　
（
2
0
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
基
礎
づ
け
』
第
二
章
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う

　
　
ア

プリ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
た
意
志
に
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
う
る
」
　
　
　
　
　
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
が
強
制
と

　　
（
＜
罐
）
も
の
と
し
て
の
最
高
善
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
し
て
命
法
と
い
う
形
式
を
と
る
人
間
の
不
完
全
な
意
志
と
の
対
比

（7
）
　
＜
H
H
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
、
完
全
に
よ
い
意
志
あ
る
い
は
神
の
意
志
を
次
の
よ
う
に
規
定
し

（8
）
　
＜
目
日
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
完
全
に
よ
い
意
志
も
同
様
に
（
よ
い
も
の
の
）

（9
）
　
＜
目
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
客
観
的
な
法
則
の
下
に
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
合
法
則
的
な
行
為

（1
0
）
　
＜
H
H
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
強
制
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
表
象
さ
れ
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
完

（1
1
）
＜
H
H
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
に
よ
い
意
志
は
み
ず
か
ら
そ
の
主
観
的
な
性
質
に
従
っ
て
、
よ
い

（1
2
）
　
＜
昌
b
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
の
表
象
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

（1
3
）
　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
徳
を
幸
福
に
よ
っ
て
代
替
し
よ
う
と
す
　
　
　
　
え
神
の
意
志
や
一
般
に
聖
な
る
意
志
に
は
、
命
法
と
い
う
も
の
は
適

　　
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
み
な
ら
ず
、
幸
福
を
徳
に
よ
っ
て
代
替
し
、
幸
　
　
　
　
用
さ
れ
な
い
。
「
べ
し
（
ω
o
濠
昌
）
」
は
こ
こ
で
は
場
違
い
な
の
で
あ
る
。

　
　
福
の
本
来
の
意
味
を
看
過
す
る
ス
ト
ア
派
を
も
批
判
し
て
い
る
。
カ
　
　
　
　
な
ぜ
な
ら
「
欲
す
る
（
妻
o
濠
口
）
」
が
す
で
に
み
ず
か
ら
法
則
と
必
然

　　
ン
ト
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
よ
り
も
ス
ト
ア
派
の
道
徳
を
高
く
評
価
す
る
　
　
　
　
的
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
命
法
は
意
志
作
用
一

　　
の
は
分
析
論
の
議
論
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
が
、
し
か
し
力
　
　
　
　
般
の
客
観
的
な
法
則
が
あ
れ
こ
れ
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
（
た

　　
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ア
派
に
よ
る
幸
福
の
扱
い
方
に
対
し
て
　
　
　
　
と
え
ば
人
間
の
意
志
の
）
主
観
的
な
不
完
全
性
に
対
し
て
も
つ
関
係

　
　
批
判
を
加
え
て
お
り
、
道
徳
と
幸
福
の
関
係
づ
け
方
が
カ
ン
ト
と
ス
　
　
　
　
を
表
現
す
る
言
語
形
式
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
（
H
＜
自
劇
）
。

　　
ト
ア
派
の
差
異
を
構
成
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
＜
。
。
H
－
。
。
N
°

（1
4
）
　
＜
H
H
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
H
＜
合
9

（15
）
　
＜
目
H
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
H
＜
蔭
ミ
゜

最高
善
と
カ
ン
ト
の
人
間
観
（
南
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



一
七
六

（2
4
）
H
＜
窓
刈
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
対
象
で
あ
る
神
に
つ
い
て
の
議
論
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お

（2
5
）
　
H
＜
癖
O
〒
き
o
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
る
決
着
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（2
6
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
、
宇
都
宮
芳
明
は
「
道
徳
や
そ
れ
に
繋
が
る
諸
問
　
　
　
（
2
9
）
　
和
辻
、
前
掲
書
、
一
五
七
頁
。

　
　
題
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
察
の
出
発
点
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
〔
中
　
　
　
（
3
0
）
　
＜
H
降
。
㊤
゜

　
　
略
〕
私
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
従
っ
て
道
徳
的
に
生
き
な
け
れ
ば
な

　　
ら
な
い
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
根
源
的
な
道
徳
意
識
で
あ
る
。
カ
ン
ト

　　
は
自
分
の
こ
の
道
徳
意
識
が
正
し
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
が
、
し

　　
か
し
こ
の
確
信
は
な
ん
ら
か
の
理
論
的
な
洞
察
に
基
づ
い
て
獲
得
さ

　　
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
確
信
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
主

　
　
観
的
に
十
分
な
根
拠
を
持
つ
「
信
仰
」
か
ら
生
じ
た
と
見
る
ほ
か
な

　　
い
の
で
あ
る
」
（
宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
と
神
』
岩
波
書
店
、
一
九
九

　　
八
年
、
六
〇
頁
）
と
し
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
考
察
の
根
源
に
「
信
仰
」

　　
と
い
う
要
素
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
7
）
　
H
＜
禽
H
ム
H
卜
。
’

（2
8
）
　
こ
の
よ
う
に
幸
福
の
主
題
化
が
人
間
の
主
題
化
に
依
存
し
て
い
る

　　
と
し
て
も
、
そ
の
人
間
と
人
間
の
願
望
に
よ
っ
て
直
ち
に
徳
と
幸
福

　　
の
結
合
が
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
実
践
理
性
の
ア

　　
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
批
判
的
解
消
に
際
し
て
、
最
高
善
が
「
直
接
的
に
で

　　
は
な
い
が
間
接
的
に
（
自
然
の
知
性
的
な
創
造
者
を
介
し
て
）
、
し
か

　
　
も
必
然
的
に
連
関
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
」
と
述
べ

　　
て
い
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
最
高
善
を
実
現
し
、
そ
の
可
能
性
を
保

　
　
障
す
る
の
は
自
然
の
創
造
者
と
し
て
の
神
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
　
徳
と
幸
福
の
関
係
性
の
問
題
は
、
最
終
的
に
は
実
践
理
性
の
要
請
の


