
自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者

　
　ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
ー

片　
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榮
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　第
｝
次
世
界
大
戦
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
没
落
を
感
じ
取
り
、
そ
の
深
い
原
因
が
、
生
の
意
味
の
喪
失
に
由
来
す
る
倫
理
性
の
衰
退
に
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リ

あ
る
と
洞
察
し
た
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
文
化
の
再
建
を
模
索
し
て
新
し
い
道
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
。
彼
に
と
っ
て
新
し
い
道
の
出

発点
と
な
る
の
は
、
世
界
の
う
ち
に
生
の
意
味
を
求
め
る
こ
と
の
断
念
で
あ
る
。
近
代
の
自
然
科
学
の
発
達
の
中
で
、
世
界
の
内
に
人
間

の

生
の

意
味を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
次
々
と
挫
折
し
て
き
た
。
誠
実
に
思
索
す
る
近
代
人
が
眼
前
に
す
る
の
は
、
パ
ス
カ
ル
が
「
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ
り

限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
が
私
を
戦
藻
さ
せ
る
」
と
述
べ
た
、
黙
し
て
語
ら
ぬ
宇
宙
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
こ
の
世
界
の
無
意

味
さ
を
、
敢
え
て
断
念
を
も
っ
て
引
き
受
け
る
。
こ
の
い
わ
ば
無
神
論
的
と
も
い
え
る
道
を
彼
が
歩
み
出
し
え
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
否
定

と
絶
望
に
も
抗
し
て
生
き
ん
と
す
る
生
へ
の
意
志
が
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
志
の
根

底
に
彼
は
「
生
へ
の
畏
敬
」
を
感
じ
取
っ
て
い
た
。
世
界
観
と
人
生
観
を
二
元
論
的
に
徹
底
し
て
分
離
し
よ
う
と
す
る
無
神
論
的
と
も
い

え
る
こ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
決
意
の
背
景
に
は
、
彼
が
博
士
論
文
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
に
関
し
て
為
し
た
思
索
の
徒
弟
的

修練
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
洞
察
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
博
士
論
文
『
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
』
は
そ
の
内
容
の
凝
集
度
と
表
現

の

晦
渋さ
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
彼
の
思
想
発
展
、
さ
ら
に
現
代
の
思
想
世
界
に
と
っ
て
持
つ
意
義
に
関
し
て
、
こ
れ
ま
で
な
お
十
分
明

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
二
九
一
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二
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ユ

ら
か
に
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
拙
論
が
、
こ
の
貴
重
な
論
文
の
さ
ら
な
る
理
解
の
一
助
に
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

第
一
章
　
「
先
験
的
弁
証
論
の
宗
教
哲
学
的
プ
ラ
ン
」
と
「
宗
教
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ
」

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
理
論
理
性
の
本
性
と
そ
の
限
界
の
問
題
を
扱
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
う
ち
に
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
の
出
発
点

を
求
め
、
『
純
粋
理
性
』
の
先
験
的
方
法
論
の
第
二
章
「
純
粋
理
性
の
基
準
（
カ
ノ
ン
）
」
（
殊
に
そ
の
第
一
、
第
二
節
）
に
見
出
す
。
彼
は

こ
の
箇
所
を
「
宗
教
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ
」
（
以
後
「
ス
ケ
ッ
チ
」
と
略
す
）
と
呼
ぶ
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」

に
は
、
カ
ン
ト
の
そ
の
後
の
宗
教
哲
学
の
す
べ
て
が
萌
芽
的
に
含
ま
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

ツ
ァ
ー
の
カ
ン
ト
論
の
第
一
部
は
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
を
中
心
に
考
察
が
な
さ
れ
る
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
こ
の
「
宗
教
哲
学
的
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
元
来
の
先
験
的
弁
証
論
の
宗
教
哲
学
的
プ
ラ

ン

（以後
「
プ
ラ
ン
」
と
略
す
）
に
そ
ぐ
わ
ず
、
む
し
ろ
対
立
す
る
思
想
を
含
ん
で
お
り
、
先
験
的
弁
証
論
で
得
た
結
論
を
前
提
に
し
て
、

先
験的
方
法
論
へ
引
き
継
が
れ
る
と
い
う
に
は
、
多
く
の
論
理
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
故
こ
の
部
分
は
、
第
一
批
判
が
出

来
上
がる
以
前
に
、
独
立
し
て
書
か
れ
た
も
の
を
こ
こ
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
結
論
を
得
る
た
め
の
彼
の
鋭
敏
、
精
緻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
　

な

議
論
に
は
感
嘆
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
再
現
す
る
こ
と
は
控
え
て
、
二
つ
の
問
題
に
絞
り
、
焦
点
を
あ
て
て
論
じ
て
お

き
た
い
。
そ
の
二
つ
の
問
題
の
一
つ
は
、
自
由
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
「
道
徳
的
世
界
」
の
問
題
で
あ
る
。



　
　第
一
節
　
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由

　
先
験的
弁
証
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
理
性
の
本
性
の
内
に
あ
る
無
制
約
的
な
も
の
へ
の
要
求
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
先
験
的
理
念

が
、
直
観
の
確
証
の
な
い
仮
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
し
確
か
に
経
験
を
踏
み
越
え
て
ゆ
く
あ
ら
ゆ
る
主
張
に
対
し
て
懐

疑的
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
独
断
論
へ
の
批
判
と
し
て
は
根
拠
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
懐
疑
に
満
足
す
る
こ
と
は
理
性
に
は
許
さ
れ
な

い
。
そ
の
理
性
の
窮
境
か
ら
な
さ
れ
る
実
践
的
な
理
性
使
用
へ
の
決
意
は
、
無
制
約
的
な
も
の
へ
の
真
の
開
け
を
も
た
ら
す
道
徳
と
宗
教

の

領域
へ
導
い
て
ゆ
く
。
「
悟
性
の
認
識
（
す
な
わ
ち
自
然
科
学
的
認
識
）
を
完
成
せ
ん
と
す
る
理
性
が
、
心
理
学
的
、
宇
宙
論
的
お
よ
び

神
学
的
諸
領
域
に
お
い
て
被
制
約
的
な
も
の
に
対
し
て
無
制
約
的
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
造
り
出
し
た
理
念
が
問
題
に
な
る
。

批
判的
観
念
論
に
よ
っ
て
均
衡
状
態
に
保
た
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
理
念
は
、
理
性
の
理
論
的
使
用
に
対
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
な
蓋
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

的
実
在性
か
ら
脱
し
、
理
性
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ
て
、
こ
の
使
用
に
相
応
し
た
客
観
的
実
在
性
に
達
す
べ
き
で
あ
る
」
。
カ
ン
ト
の
宗
教

哲
学
理解
の
出
発
点
は
、
理
論
的
な
理
性
使
用
か
ら
、
実
践
的
理
性
使
用
へ
の
移
り
行
き
の
正
確
な
理
解
に
あ
る
。

　
シ

ュヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
理
性
の
理
論
的
使
用
か
ら
、
実
践
的
使
用
へ
の
移
り
行
き
、
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、

神
、
自
由
、
魂
の
不
死
と
い
う
三
つ
の
根
本
的
理
念
の
う
ち
、
実
質
的
に
は
自
由
の
理
念
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
「
こ
の
自
由
の
理
念
は
、
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そ
れ
が
ま
さ
に
実
践
的
な
実
在
性
を
与
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
地
点
に
ま
で
、
カ
ン
ト
が
究
明
し
た
と
こ
ろ
の
唯
一
の
理
念
な
の
で
あ
る
」
。

問
題
は
理
論
的
理
性
使
用
に
お
け
る
自
由
の
先
験
的
、
あ
る
い
は
宇
宙
論
的
理
念
と
実
践
的
意
味
で
の
自
由
と
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関

係
にあ
る
か
で
あ
る
。
ま
さ
に
理
論
的
使
用
か
ら
実
践
的
使
用
に
ど
う
移
行
し
う
る
か
が
、
自
由
と
い
う
問
題
に
於
い
て
、
具
体
的
に
扱

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
践
的
意
味
で
の
自
由
と
は
、
決
意
性
（
意
志
）
が
感
性
の
衝
動
に
よ
る
強
制
か
ら
独
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
間

の

行動
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
先
験
的
自
由
に
お
い
て
は
「
自
然
の
法
則
に
従
う
原
因
性
が
唯
一
の
原
因
性
で
あ
る
か
ど
う
か
、

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
二
九
三
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そ
れ
と
も
自
然
の
説
明
に
は
な
お
自
由
に
よ
る
因
果
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
自
然
世
界
全
体
と
の
関

わり
に
お
い
て
自
由
が
問
わ
れ
る
。
し
か
し
二
つ
の
互
い
に
独
立
し
た
自
由
の
理
念
が
存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
の
実
践
的
理
念
は
、

先
験的
理
念
が
実
践
的
な
理
性
使
用
の
領
域
に
移
行
す
る
際
受
け
取
る
形
態
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
自
由
の
連
結
に
こ
そ
困

難
が
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
の
重
要
な
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
こ
こ
に
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
自

由
の
実
践
的
な
概
念
が
自
由
の
こ
の
先
験
的
理
念
を
基
礎
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
古
来
実
践
的
自
由
の
可
能
性
に
関
す
る
問
題
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
け

取り
囲
ん
で
い
た
難
点
の
本
来
の
契
機
を
な
す
も
の
は
、
自
由
の
先
験
的
理
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
自
発
的
に
な
さ
れ
る
と
一

応見
な
さ
れ
る
人
間
の
行
動
が
、
原
因
結
果
の
必
然
的
連
鎖
の
う
ち
に
あ
る
と
さ
れ
る
自
然
世
界
に
お
い
て
、
な
お
自
由
で
あ
る
と
如
何

に
し
て
主
張
し
う
る
か
が
問
わ
れ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
事
物
の
現
象
的
性
格
と
い
う
先
験
的
哲
学
の
洞
察
が
こ
の
課
題

の解
決
を
助
け
て
く
れ
る
。
弁
証
論
の
宗
教
哲
学
的
「
プ
ラ
ン
」
の
方
法
は
、
カ
ン
ト
の
次
の
言
葉
に
驚
く
べ
き
明
瞭
さ
で
示
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
人
間
の
自
由
を
擁
護
す
る
カ
ン
ト
の
深
い
洞
察
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
は
感
性
界
の
現
象
の
一
つ

であ
り
、
そ
の
限
り
で
は
ま
た
そ
の
原
因
性
が
経
験
的
法
則
に
し
た
が
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
自
然
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か

ら
人
間
が
ま
た
か
よ
う
な
一
つ
の
自
然
原
因
と
し
て
経
験
的
性
格
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
他
の
す
べ
て
の
自
然
物
と
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
そ
の
他
の
場
合
に
は
全
自
然
を
感
能
に
よ
っ
て
の
み
知
る
の
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
を
ぱ
単
な
る
統
覚

に
よ
っ
て
も
、
く
わ
し
く
い
え
ば
、
そ
れ
を
彼
が
全
然
感
能
の
印
象
に
か
ぞ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
働
き
お
よ
び
内
的
限
定
に
於
い
て
も
、

認
識
する
。
そ
し
て
彼
自
身
一
方
で
は
も
と
よ
り
現
象
体
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
、
と
い
う
の
は
一
種
の
能
力
に
関
し
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

単な
る
叡
知
的
対
象
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
対
象
の
活
動
は
感
性
の
感
受
性
に
は
全
然
か
ぞ
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
獲
得
さ
れ
た
概
念
装
置
に
基
づ
く
批
判
的
観
念
論
の
自
由
の
問
題
の
解
決
は
、



二
つ
の

前
提を
持
つ
と
い
う
。
一
つ
は
、
主
体
が
現
象
の
因
果
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
孤
立
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
認

識す
る
主
体
と
行
為
す
る
主
体
の
同
一
性
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
前
提
に
よ
っ
て
こ
の
孤
立
し
た
主
体
は
、
一
方
で
現
象
世
界
の
必
然
的

連鎖
に
組
み
込
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
自
由
に
行
為
す
る
主
体
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
自
由
の
実
践
的
理
念
は
先

験的
理
念
と
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
「
先
験
的
自
由
の
理
念
が
展
開
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
独
立
に
、
道
徳
法
則
の
深
め
ら
れ
た
か
の
純
粋
な
理
解

に
よ
っ
て
実
践
的
自
由
が
規
定
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
自
由
が
必
然
的
な
も
の
と
し
て
証
示
さ
れ
た
後
に
、
ひ
と
は
実
践
的
自
由
と
先
験
的

自
由
と
を
結
び
付
け
、
両
者
を
統
一
し
て
両
者
の
実
践
的
な
実
現
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
現
象
界
と
叡
知
界
と
の

問
の

批
判的
－
観
念
論
的
区
別
お
よ
び
関
係
規
定
が
、
実
践
的
－
道
徳
的
自
由
の
問
題
に
適
用
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
同
一
の
行
為
が
現
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
け

と
し
て
見
ら
れ
る
時
に
は
合
法
則
的
必
然
的
で
あ
る
が
、
叡
知
的
行
と
し
て
は
自
由
で
あ
り
、
道
徳
的
責
任
を
免
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。

　し
か
し
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
自
由
の
問
題
の
扱
い
は
こ
れ
と
異
な
る
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
注
意
す
る
。
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
カ
ン

ト
は
言
う
。
「
こ
こ
に
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
さ
し
あ
た
っ
て
自
由
と
い
う
概
念
を
単
に

実
践
的
意
味
に
お
い
て
用
い
、
先
験
的
意
味
に
お
け
る
自
由
の
概
念
は
考
慮
の
外
に
お
く
こ
と
と
す
る
。
先
験
的
意
味
に
お
け
る
自
由
の

概念
は
、
現
象
の
説
明
理
由
と
し
て
経
験
的
に
前
提
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
理
性
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

こ
こ
で
は
、
前
に
一
応
の
論
述
を
終
え
た
こ
と
に
す
る
」
。
こ
の
よ
う
な
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
自
由
の
扱
い
方
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ

れば
、
実
践
的
自
由
を
先
験
的
自
由
に
結
合
さ
せ
る
こ
と
を
眼
目
と
す
る
先
験
的
弁
証
論
の
宗
教
哲
学
的
「
プ
ラ
ン
」
に
矛
盾
す
る
も
の

であ
る
。
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
は
「
実
践
的
自
由
の
理
念
は
再
三
再
四
自
由
の
先
験
的
理
念
と
の
あ
ら
ゆ
る
類
似
性
を
拒
否
し
て
い
る
。

と
い
う
の
も
邪
魔
に
な
る
付
属
物
（
す
な
わ
ち
自
由
の
先
験
的
理
念
）
を
振
り
落
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
容
易
に
目
標
に
到
達
し
よ
う
と

す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
こ
の
や
り
方
は
「
先
験
的
弁
証
論
」
全
体
の
宗
教
哲
学
的
「
プ
ラ
ン
」
に
矛
盾
し
、
理
性
の
思
弁

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
i
（
片
柳
）
　
二
九
五



二
九
六

的
関
心
と
実
践
的
関
心
と
の
予
告
さ
れ
て
い
た
統
一
を
破
壊
し
、
そ
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
研
究
の
重
要
な
部
分
を
完
全
に
無
価
値

　
　
　
　
　
ハ
ヨ

な
も
の
に
す
る
㌔
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
自
由
の
理
念
に
実
践
的
実
在
性
を
与
え
る
よ
う
準
備
し
て
き
た
そ
の
実
現
の
段

階
に

お

い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
プ
ラ
ン
」
と
ま
っ
た
く
相
触
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
の
理
念
の
捉
え
方
が
、
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
の
部
分

に出
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
第
一
批
判
と
は
独
立
に
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
挿
入
さ

れ
たも
の
で
あ
る
と
す
る
。
「
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
め
ざ
さ
れ
た
自
由
の
先
験
的
理
念
と
実
践
的
理
念
の
結
合
の
問
題
は
、
『
実
践
理
性
批

判
』
に
お
い
て
整
合
的
に
考
え
抜
か
れ
て
ゆ
く
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

　
　第
二
節
　
道
徳
的
世
界

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
の
関
係
に
関
し
て
二
つ
の
考
え
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
た
。

一
つは
、
実
践
的
自
由
を
人
間
の
行
動
領
域
に
限
り
、
こ
の
領
域
を
現
象
全
体
か
ら
区
別
す
る
試
み
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
「
プ
ラ
ン
」

本来
の
考
え
に
基
づ
く
も
の
で
、
現
象
世
界
と
叡
知
的
世
界
を
峻
別
し
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
叡
知
的
行
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の

であ
る
。
後
者
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
受
け
継
が
れ
徹
底
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
、
こ
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
で
は
問
題
の

困
難
さ
を
回
避
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
前
者
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
目
的
論
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
神
学
が
展

開
さ
れ
る
時
に
、
そ
の
困
難
が
克
服
さ
れ
る
と
い
う
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
は
、
人
間
行
動
に
限
定
さ
れ
た
実
践
的
自
由
が
先
験
的
自
由
を
、
い
わ
ば
追

い出
し
た
が
、
先
験
的
自
由
の
理
念
は
し
か
し
、
形
を
変
え
て
「
道
徳
的
世
界
」
の
問
題
と
し
て
還
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
「
こ
の
理
念

は
現
象
の
総
体
に
対
す
る
普
遍
的
な
関
係
を
も
つ
が
た
め
に
、
実
践
的
－
道
徳
的
見
地
か
ら
興
味
深
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
か
ら
で



　
　
ヨ

あ
る
」
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
世
界
が
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
法
則
に
合
致
し
て
い
る
と
仮
定
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
道
徳
的
世
界
と
呼
ば
れ

る
。
「
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
第
二
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
完
成
さ
れ
た
「
道
徳
的
世
界
」
は
「
叡
知
的
世
界
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し

かし
そ
う
な
る
と
、
地
上
の
感
性
的
世
界
へ
の
道
徳
的
関
心
は
薄
れ
る
。
第
一
の
考
え
は
道
徳
的
関
心
の
ゆ
え
に
、
現
象
界
と
叡
知
界
の

峻
別と
い
う
批
判
的
観
念
論
の
前
提
を
放
棄
す
る
。
道
徳
的
行
為
は
現
象
界
の
中
で
生
起
す
る
行
為
の
領
域
で
遂
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「かよ
う
に
規
定
さ
れ
て
、
道
徳
的
世
界
は
現
象
界
と
叡
知
界
と
の
間
の
閾
の
上
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
道
徳
的
理
想
が
現
象
的

な
世
界
の
生
起
の
中
で
絶
え
ず
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
現
象
界
に
対
す
る
（
道
徳
的
世
界
の
）
関
係
は
形
成
的
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

理
の関
係
た
る
べ
き
で
あ
る
」
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
自
由
の
根
本
問
題
は
、
人
間
行
動
に
現
れ
る
実
践
的
自
由
を
宇
宙
全
体
が
問
題
と
さ
れ
る

先
験的
自
由
の
う
ち
に
関
連
付
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
ス
ケ
ッ
チ
」
で
は
荒
削
り
な
が
ら
、
こ
の
問
題
が
形
を
変
え
て
「
道
徳
的
世
界
」

の問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
極
め
て
高
く
評
価
す
る
。
「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
こ
で
の
こ
の
道
徳
的
世
界
の
対
象
と
し

て

の

感
性界
の
概
念
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
は
、
先
験
的
自
由
の
理
念
と
実
践
的
－
道
徳
的
自
由
の
理
念
と
は
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ま

た

宇
宙
論的
自
由
の
理
念
の
復
帰
お
よ
び
こ
れ
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
現
象
の
総
体
へ
の
関
係
は
、
人
間
の
行
為
の
領
域
が
世
界
の
生
起

へま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
道
徳
的
世
界
と
い
う
理
念
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

の

概
念は
、
人
間
の
共
同
体
に
お
い
て
完
成
さ
れ
る
、
即
ち
、
道
徳
的
人
類
が
道
徳
的
世
界
と
同
一
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
。
そ
し
て
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
道
徳
的
人
類
と
同
一
視
さ
れ
た
道
徳
的
世
界
を
カ
ン
ト
が
「
神
秘
的
団
体
8
弓
話
日
葛
け
同
8
日
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と

に

注
意
す
る
。
こ
の
道
徳
的
世
界
は
「
理
性
的
存
在
者
の
自
由
な
決
意
性
が
道
徳
法
則
に
の
っ
と
っ
て
、
自
己
自
身
の
自
由
な
ら
び
に
あ

ら
ゆ
る
他
者
の
自
由
と
の
汎
通
的
な
体
系
的
統
一
を
具
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
感
性
界
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
神
秘
的
団
体

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
二
九
七
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」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
道
徳的
世
界
と
道
徳
的
人
類
を
同
一
視
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
「
ス
ケ
ッ
チ
」
は
示
し
て
い
な
い
。
こ
の
基
礎
づ
け

は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
、
道
徳
的
人
類
が
創
造
の
究
極
目
的
と
さ
れ
、
世
界
の
出
来
事
す
べ
て
が
こ
の
道
徳
的
目
的
に
関
連
づ
け

ら
れ
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

　こ
の
二
つ
の
思
想
系
列
の
相
違
は
、
神
概
念
に
も
影
響
す
る
。
道
徳
的
世
界
が
道
徳
的
人
類
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
考
え
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む

「
幸福
が
人
類
全
体
の
徳
の
結
果
と
し
て
考
察
さ
れ
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
個
人
の
道
徳
的
活
動
が
要
請
さ
れ
」
る
が
、
人
類
の
構
成
員

皆
が
そ
の
使
命
に
従
っ
て
行
為
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
予
想
さ
れ
る
な
か
で
、
な
お
そ
の
完
成
を
仰
ぎ
望
む
者
に
求
め
ら
れ
る
の
が
、
こ

の

活
動
の

権能
を
維
持
す
る
者
と
し
て
の
神
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
プ
ラ
ン
」
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
世
界
は
現
象
界

に

生き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
個
人
に
お
け
る
徳
と
幸
福
の
一
致
と
し
て
将
来
の
生
に
望
ま
れ
る
し
か
な
い
。
こ
の
一
致
の
保
障
人

と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
が
神
で
あ
る
。
「
第
一
の
思
想
の
系
列
に
お
い
て
は
神
は
道
徳
的
進
歩
の
た
だ
な
か
に
い
る
人
類
に
、
そ
の
完
成
に

達
する
た
め
の
救
助
の
手
を
与
え
る
が
、
第
二
の
思
想
の
系
列
に
お
い
て
は
、
神
は
個
人
に
彼
の
道
徳
的
価
値
の
状
態
に
応
じ
て
最
高
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り

を
分
与
す
る
の
で
あ
る
」
。
道
徳
的
世
界
を
活
動
の
対
象
と
す
る
第
一
の
系
列
の
思
想
は
、
道
徳
を
不
純
に
す
る
こ
と
な
く
、
最
高
存
在
者

と
関
係
づ
け
う
る
。
第
二
の
系
列
の
思
想
系
列
は
、
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
は
な
お
道
徳
的
に
未
展
開
で
、
ま
る
で
こ
の
世
の
生
は
道
徳

的
試
験
であ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
報
償
が
来
世
で
行
わ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
不
死
性
の
理
念
が
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ

の世
で
始
め
ら
れ
た
個
人
の
道
徳
的
完
成
の
継
続
と
し
て
考
え
ら
れ
、
道
徳
的
に
深
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。



第
二
章
　
自
由
論
の
『
実
践
理
性
批
判
』
及
び
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に

　
　
　
　
　
お
け
る
宗
教
』
に
お
け
る
展
開
－
高
次
の
自
由
の
問
題

　
　第
一
節
　
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
高
次
の
自
由
の
問
題
の
予
感

　
弁
証論
の
「
プ
ラ
ン
」
に
よ
れ
ば
道
徳
法
則
の
事
実
は
、
理
論
的
な
理
性
の
使
用
領
域
で
は
蓋
然
的
で
あ
る
諸
理
念
を
実
践
的
に
実
証

す
る
の
に
役
立
つ
と
さ
れ
た
。
「
理
論
的
究
明
に
よ
っ
て
未
解
決
の
ま
ま
可
能
性
と
い
う
中
立
的
な
領
域
に
お
か
れ
た
諸
理
念
が
、
実
践
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

な

理
性
使
用
に

対し
て
は
、
道
徳
法
則
の
事
実
に
よ
っ
て
実
践
的
実
在
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
移
行
に
お
い
て
橋
渡
し
の
役
割

を
す
る
の
は
、
道
徳
法
則
の
事
実
の
自
覚
と
し
て
の
、
自
由
の
洞
察
で
あ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』
は
こ
の
「
プ
ラ
ン
」
を
徹
底
、
透
明
化

し
た
と
言
え
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
の
言
葉
を
引
用
す
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
か
の
無
制
約
的
原
因
性
お
よ
び
そ
の
能
力
す
な
わ

ち
自
由
、
ま
た
こ
れ
と
と
も
に
、
感
官
界
に
属
し
な
が
ら
も
し
か
も
同
時
に
叡
知
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
存
在
者
（
自
己
自
身
）
は
、

単
に

無
規定
的
か
つ
蓋
然
的
に
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
の
原
因
性
の
法
則
に
関
し
て
さ
え
明
確
に
規
定
さ
れ
て
必
然
的
に
認

識さ
れ
、
か
く
し
て
叡
知
的
世
界
の
現
実
性
が
ー
し
か
も
実
践
的
見
地
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
ー
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
の
で

　
　
ヨ

あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
弁
証
論
の
「
プ
ラ
ン
」
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
神
、
自

由
、
魂
の
不
死
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
三
つ
の
根
本
的
宗
教
的
「
理
念
」
は
、
「
要
請
」
と
い
う
新
し
い
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

かも
こ
の
う
ち
自
由
は
実
際
に
は
要
請
で
は
な
く
、
他
の
二
つ
の
要
請
が
そ
の
実
在
性
の
自
覚
の
う
え
に
た
て
ら
れ
た
理
念
に
と
ど
ま
る
。

こ
こ
に
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
も
と
も
と
の
プ
ラ
ン
と
実
際
に
遂
行
さ
れ
た
も
の
と
の
間
の
ず
れ
を
見
る
。
そ
し

て
こ
の
表
現
の
変
更
と
も
と
も
と
の
プ
ラ
ン
と
の
ず
れ
の
背
後
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
現
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
深
い
道
徳
法
則

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
二
九
九



三
〇
〇

の

把
握
に

基
づ
い
て

見出
さ
れ
た
自
由
の
問
題
の
困
難
が
あ
る
と
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
考
え
る
。

　そ
の
困
難
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
批
判
的
観
念
論
の
自
由
の
問
題
の
研
究
「
プ
ラ
ン
」
は
、
認
識
す
る
主
体
と
行
為
す
る
主
体
の
同

一性
と
い
う
こ
と
を
根
本
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
同
一
性
に
お
い
て
、
機
械
論
的
因
果
に
硬
く
閉
ざ
さ
れ
た
自
然
と
い
う
現
象
は
、
私

の

行為
に
お
い
て
の
み
は
、
同
時
に
自
由
で
あ
り
う
る
と
い
う
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
だ
あ
く
ま
で
可
能
性
で
あ
り
、

いわ
ば
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
在
的
な
も
の
に
な
る
の
は
道
徳
法
則
の
事
実
を
通
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
迫
ら
れ
て
、
自
ら
の
個
々
の

行
為を
現
象
界
の
因
果
関
係
か
ら
引
き
抜
い
て
、
そ
れ
を
時
空
に
縛
ら
れ
な
い
叡
知
的
行
為
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

に
あ
る
困
難
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
見
出
し
て
い
る
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
指
摘
す
る
。
「
と
こ
ろ
で
し
か
し
こ
う
い
う
や
り

方
が
可
能
な
の
は
、
実
は
た
だ
、
個
々
の
行
為
が
一
つ
一
つ
別
々
に
道
徳
的
評
価
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
も
し
こ
の

やり
方
が
人
間
行
為
の
全
体
に
1
諸
行
為
が
相
互
に
一
つ
の
連
関
を
、
と
い
っ
て
も
現
象
界
に
お
け
る
行
為
の
因
果
連
関
（
こ
れ
は
個
々

の

行
為
に関
係
す
る
、
し
か
も
行
為
が
現
象
界
と
の
因
果
的
連
関
の
う
ち
に
直
接
立
っ
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
）
と
は
異
な
っ
た

よ
う
な
連
関
を
な
す
か
ぎ
り
に
お
け
る
諸
行
為
の
全
体
に
1
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
批
判
的
観
念
論
の
研
究
方
法
の
適
用
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

て

思わ
ざ
る
困
難
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
根
源
悪
と
言
い
換
え
う
る
こ
の
「
行
為
的
連
関
」
に
含
ま
れ

る
自
由
の
困
難
の
発
見
は
、
道
徳
法
則
の
よ
り
深
い
把
握
に
基
づ
く
と
い
う
。
何
故
か
と
言
え
ば
道
徳
法
則
を
唯
一
の
動
機
と
し
な
い
こ

と
を
、
悪
の
本
質
と
理
解
す
る
ま
で
に
、
道
徳
法
則
の
事
実
が
カ
ン
ト
を
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
困
難
に
よ
っ
て
、
批
判
的
観

念
論
の

前
提と
方
法
の
全
体
が
疑
問
視
さ
れ
、
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
内
に
す
で
に

姿
を
現
し
て
い
る
と
い
う
。
カ
ン
ト
は
一
見
ど
こ
に
も
自
由
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
教
育
を
十
分
受
け
な
が
ら
子
供
の
時
分
か

ら
悪
質
さ
を
示
し
成
年
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
そ
れ
が
嵩
じ
て
ゆ
き
、
生
来
の
悪
人
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
人
の
例
を
挙



げ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
悪
業
を
罪
責
と
し
て
そ
の
人
に
帰
し
、
こ
の
非
難
を
当
然
と
す
る
。
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

も
し
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
意
志
か
ら
発
す
る
こ
と
は
す
べ
て
（
故
意
に
為
さ
れ
た
行
為
が
た
し
か
に
す
べ
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
）
自
由

の因
果
性
ー
こ
れ
は
す
で
に
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
そ
の
性
格
を
そ
の
諸
現
象
（
諸
行
為
）
に
お
い
て
表
し
て
い
る
ー
を
そ
の
根
底
に
も
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
、
お
こ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
原
因
性
が
そ
の
性
格
を
現
象
（
行
為
）
に
お
い

て

表し
て
い
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
性
格
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
よ
う
な
諸
行
為
は
、
態
度
が
一
様
で
あ
る
た
め
に
一
種
の
自
然
的
連
関
を

示し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
的
連
関
は
決
し
て
意
志
の
悪
し
き
性
質
を
必
然
的
た
ら
し
め
る
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、
反
対
に
、
そ

の自
然
的
連
関
も
悪
し
き
普
遍
な
る
原
則
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
採
用
し
た
結
果
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ
意
志
は
い
っ
そ
う
非
難
さ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

べく
罰
に
値
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
こ
こ
に
自
由
の
二
つ
の
別
の
問
題
が
現
れ
て
い
る
こ
と
を
見
る
。
一

つは
現
象
界
の
内
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
私
の
行
為
が
、
同
時
に
そ
の
現
象
的
連
関
か
ら
抜
き
取
ら
れ
て
叡
知
的
行
為
と
み
ら
れ
る
場
合
の

自
由
で
あ
る
。
し
か
し
も
う
一
つ
新
た
な
場
合
が
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
そ
の
態
度
の
い
つ
も
変
わ
ら
ぬ
一
様

性
に
よ
っ
て
一
つ
の
自
然
的
連
関
を
示
し
て
い
る
よ
う
な
諸
行
為
の
全
系
列
が
、
叡
知
的
性
格
ー
そ
れ
が
道
徳
的
に
ま
た
は
反
道
徳
的

に

規定
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
い
っ
た
ん
得
ら
れ
た
軌
道
に
そ
っ
て
絶
え
ず
進
展
し
て
行
く
よ
う
な
叡
知
的
性
格

ー
の
空
間
時
間
に
お
け
る
必
然
的
な
働
き
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
性
格
と
の
連
関
に
お
い
て
規
則
的
で
あ
る
よ
う
な
諸
行
為
の
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
ね

列は
、
い
か
に
し
て
道
徳
法
則
を
基
準
と
し
て
行
為
を
評
価
す
る
と
い
う
見
方
の
も
と
に
入
れ
ら
れ
う
る
か
」
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン

ト
の
答
え
は
、
善
あ
る
い
は
悪
な
る
普
遍
的
原
則
を
採
用
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
註
（
2
3
）
の
カ
ン
ト
の
引
用
の
最
後
の

箇所
）
。
す
る
と
こ
の
二
つ
の
問
い
の
相
違
は
、
同
じ
仕
方
で
責
任
を
問
う
カ
ン
ト
自
身
に
も
覆
わ
れ
て
い
た
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
見

る
。

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
〇
一



三〇
二

　第
一
の
場
合
は
、
個
々
の
行
為
は
、
叡
知
的
自
己
の
自
由
な
る
意
志
に
お
い
て
道
徳
法
則
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
叡
知
的

主
体
に

還
元さ
れ
る
。
し
か
し
第
二
の
場
合
は
こ
れ
と
異
な
る
。
「
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
叡
知
的
根
拠
は
、
も
は
や
道
徳
法
則
に
よ
っ

てそ
の
都
度
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
叡
知
的
自
己
の
自
由
意
志
で
は
な
く
、
道
徳
的
性
格
、
す
な
わ
ち
道
徳
的
な
（
も
し
く
は
さ
き
の
引
用

文
で問
題
に
な
っ
て
い
る
例
で
言
え
ぱ
反
道
徳
的
な
）
原
則
の
一
度
き
り
の
採
用
に
よ
っ
て
以
後
の
成
り
行
き
が
い
つ
ま
で
も
変
わ
り
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
ソ

く
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
道
徳
的
経
過
と
し
て
現
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
意
志
の
事
実
的
な
性
質
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
一
度

き
り
の
叡
知
的
行
為
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
降
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
必
然
性
を
も
っ
て
進
行
し
て
ゆ
く
道
徳
的
経
過
の
諸
相
で
あ
り
、

こ
の
経
過
が
す
べ
て
の
行
為
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
「
唯
一
の
自
由
な
る
意
志
決
定
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

こ
う
し
た
新
た
な
自
由
の
問
題
を
、
高
次
の
自
由
の
問
題
と
呼
び
、
第
一
の
問
題
を
準
備
段
階
の
自
由
の
問
題
と
す
る
。

　
　第
二
節
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
に
お
け
る
高
次
の
自
由
の
問
題

　前
の
節
で
、
高
次
の
自
由
の
問
題
は
、
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
行
為
の
自
由
の
問
題
で
は
な
く
、
同
じ
主
体
の
諸
行
為
相
互
の

間
の
「
自
然
的
連
関
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
節
で
は
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』
（
以
後
『
宗
教

論
』
と
記
す
）
の
第
一
篇
に
お
い
て
、
こ
の
高
次
の
自
由
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
明
確
な
形
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
解
決
の
方
向
を
見
て
い

る
か
を
考
察
す
る
。
こ
の
高
次
の
自
由
の
問
題
で
言
わ
れ
る
「
自
然
的
連
関
」
が
、
い
わ
ゆ
る
環
境
が
行
為
主
体
に
及
ぼ
す
影
響
な
ど
で

は
な
い
こ
と
を
、
ま
ず
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
「
自
然
的
連
関
」
と
い
う
表
現
は
、
先
の
註
（
2
3
）
の
引
用
に
見
た
カ
ン
ト
の

文章
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
か
り
に
く
く
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
も
そ
の
こ
と
を
懸
念
し
、
こ
の

意
味を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
『
宗
教
論
』
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
「
も
し
自
然
と
い
う
表
現
に
、
通
常
そ
う
で
あ
る
ご
と
く
自
由
か



ら
出
る
行
為
の
根
拠
と
反
対
の
も
の
を
意
味
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
道
徳
的
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
い
う
述
語
と
ま
っ
た
く
矛

盾
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
よ
う
な
『
自
然
』
と
い
う
表
現
に
こ
こ
で
つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
に
、
今
の
場
合
人
間
の
自

然と
は
、
た
だ
知
覚
し
う
る
す
べ
て
の
行
為
に
先
立
っ
て
い
る
よ
う
な
自
由
の
使
用
一
般
の
主
観
的
根
拠
（
客
観
的
な
道
徳
法
則
の
下
に

おけ
る
）
1
こ
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
ー
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
特
に
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

　
　
ハ
を

ら
な
い
」
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
こ
こ
で
の
自
然
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
表
象
す
る
時
間
空
間
で
の
経
験
に
先
立
つ
も
の
で
あ
り
、
現

象
の

背後
で
か
わ
ら
ず
働
い
て
い
る
よ
う
な
原
状
態
、
し
か
も
そ
れ
自
身
が
自
由
の
行
為
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
も
の
を
さ
し

て

いる
（
だ
か
ら
こ
の
言
葉
は
自
然
と
訳
す
よ
り
、
本
性
あ
る
い
は
自
然
本
性
と
訳
し
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）
。
高
次
の
自
由
の
問

題に
お
け
る
「
自
然
的
連
関
」
と
い
う
表
現
を
よ
く
説
明
し
て
い
る
の
は
、
次
の
文
章
で
あ
る
。
「
個
々
の
行
が
道
徳
的
な
心
が
け
の
成
行

き
の
現
象
形
態
と
し
て
、
そ
れ
に
先
ん
じ
た
行
お
よ
び
そ
れ
に
つ
づ
く
行
と
の
問
の
一
種
の
内
的
な
自
然
的
連
関
の
う
ち
に
あ
る
と
き
、

そ
の
よ
う
な
個
々
の
行
は
い
か
に
し
て
自
由
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
自
然
的
連
関
と
い
う
の
は
、
自
然
の
メ
カ

ニ
ズ
ム

の

原因
性
と
無
関
係
で
は
あ
る
が
、
自
然
必
然
的
な
原
因
性
に
よ
る
規
則
的
な
系
列
と
の
類
比
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
ご
と
き
も

　
　
　
ハ
　
　

の

であ
る
」
。

　こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
高
次
の
自
由
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
困
難
を
も
た
ら
す
。
人
間
の
本
質
が
、
道
徳
法
則
へ
の
畏
敬
と
い
う
、

善
へ
の
根
源
的
素
質
を
備
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
道
徳
法
則
よ
り
も
他
の
動
機
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
悪
は
何
処
か
ら
生
じ
る
か
、

ま
た
個
々
の
悪
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
こ
の
悪
へ
の
傾
向
性
が
一
回
的
な
選
択
に
基
づ
き
、
善
と
悪
と
が
全
く
の
矛
盾
的
対
立
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ふ
り

し
て
い
る
な
ら
、
悪
か
ら
善
へ
の
回
心
は
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
高
次
の
自
由
の
問
題
は
、
批
判
的
観
念
論
の
研
究
方
法
と
実
践
的
道
徳
的
理
性
の
諸
傾
向
と
の
間
の

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
〇
三



三
〇
四

隠
さ
れ
た
深
い
矛
盾
を
暴
き
だ
し
た
と
い
う
。
前
者
の
研
究
方
法
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
主
体
は
感
性
界
と
叡
知
界
に
同
時
に
属
す
る
。
こ

の

感
性
的

世
界
の

只中
で
、
道
徳
法
則
に
よ
り
自
ら
の
意
志
の
自
由
が
確
証
さ
れ
、
こ
の
意
志
に
関
わ
る
諸
現
象
の
連
関
に
お
い
て
、
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

ら
の
「
叡
知
的
性
格
と
い
う
実
在
性
」
が
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
一
切
の
現
象
の
上
に
広
げ
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て

道
徳的
な
る
も
の
と
叡
知
的
な
る
も
の
と
が
併
合
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
道
徳
的
世
界
と
現
象
的
世
界
の
間
に
、
叡
知
的
世
界
と
現
象
的

世界
と
の
間
に
於
け
る
の
と
同
様
な
平
行
関
係
が
あ
る
と
す
る
と
、
も
は
や
道
徳
的
行
為
と
不
道
徳
行
為
の
区
別
も
な
く
な
る
。
す
べ
て

の

行
為は
叡
知
的
原
因
性
に
還
元
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
地
上
の
世
界
に
お
い
て
自
由
な
道
徳
的
行
為
の
た
め
に
努
力
す
る

意味
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
高
次
の
自
由
の
問
題
は
、
現
象
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
の
意
志
の
顛
倒
を
暴
き
だ
し
た
。
我
々
の

日
常
経
験
す
る
悪
は
、
そ
の
根
源
を
、
い
わ
ば
叡
知
界
に
も
つ
こ
と
に
な
る
。
叡
知
界
と
現
象
界
の
関
係
は
、
平
行
関
係
で
は
な
く
、
根

拠と
帰
結
の
関
係
に
類
推
し
て
考
え
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

　こ
の
深
い
矛
盾
を
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
「
叡
知
的
な
も
の
は
認
識
す
る
主
体
の
蓋
然
的
概
念
と
し
て
現

象界
と
は
絶
対
的
な
平
行
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
に
、
他
方
叡
知
的
な
も
の
が
、
行
為
と
し
て
の
叡
知
的
な
も
の
の
時
空
的
把
握
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ミ

て持
つ
関
係
の
表
象
は
根
拠
と
帰
結
と
の
関
係
と
類
比
的
に
造
ら
れ
て
い
る
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ぱ
カ
ン
ト
の
道
徳
的
真
摯
さ

は
、
批
判
的
観
念
論
の
叡
知
界
と
現
象
界
の
平
行
関
係
に
よ
る
道
徳
的
無
関
心
へ
の
危
険
を
見
過
ご
し
に
は
し
え
ず
、
叡
知
界
と
現
象
界

の関
係
を
、
敢
え
て
根
拠
と
帰
結
と
の
関
係
に
類
比
さ
せ
て
、
行
為
と
し
て
の
叡
知
的
な
る
も
の
は
根
拠
と
し
て
、
こ
の
感
覚
的
世
界
へ

の

影
響を
帰
結
す
る
と
考
え
る
よ
う
カ
ン
ト
を
強
い
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
構
想
は
や
が
て
『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
「
目

的

論
的
判断
力
の
批
判
」
に
お
い
て
明
確
な
形
姿
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
自
由
が
実
現
さ
れ
る
世
界
は
、
感
性
界
と
並
列
す
る

叡
知界
で
は
な
く
、
感
性
的
矛
盾
を
抱
え
た
、
こ
の
此
岸
世
界
に
お
い
て
展
望
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
主
体
は
単
に
現
象
界
と



叡
知界
に
同
時
に
立
つ
孤
立
し
た
個
人
で
は
な
く
、
自
然
の
目
的
と
見
な
さ
れ
る
自
由
な
る
、
類
と
し
て
の
道
徳
的
存
在
者
で
あ
る
。
道

徳
的

人
類
の

立場
に
立
っ
た
展
望
は
す
で
に
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
素
描
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
判
断
力
批
判
』
、
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
、

一層
深
め
ら
れ
、
拡
大
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

第
三
章
　
『
判
断
力
批
判
』
お
よ
び
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
「
道
徳
的
世
界
」
の
思
想
の
深
化

　
　第
一
節
　
『
宗
教
論
』
第
三
編
に
お
け
る
道
徳
的
共
同
体

　
人間
を
孤
立
し
た
個
人
と
し
て
取
り
扱
い
、
出
口
を
失
っ
た
感
を
否
め
な
い
『
宗
教
論
』
第
二
編
に
続
く
第
三
編
は
、
個
人
が
類
と
し

て
の

人間
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
普
遍
的
な
見
方
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
編
を
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
高
く
評
価
す
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
第
三
編
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
の
は
、
悪
な
る
自
然
状
態
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
こ
こ
か
ら
人
間
は
脱
け
出
せ
る
か
。
「
と
こ
ろ
で

人間
の
元
来
善
な
る
素
質
の
顛
倒
は
他
の
人
間
と
の
共
同
生
活
の
影
響
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
が

出
て
く
る
が
、
こ
の
言
い
ま
わ
し
に
よ
っ
て
、
以
下
の
考
察
全
体
に
対
し
て
、
全
て
の
個
人
と
一
緒
に
、
同
時
に
人
類
一
般
が
措
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
悪
な
る
自
然
状
態
へ
転
落
し
た
が
た
め
に
一
挙
に
そ
の
孤
立
化
か
ら
脱
出
せ
し
め
ら
れ
た
ご
と
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

道
徳的
改
善
の
可
能
性
に
と
っ
て
も
ま
た
こ
れ
と
同
様
な
こ
と
（
孤
立
化
か
ら
脱
出
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
）
が
起
こ
る
」
。
カ
ン
ト
は
、
人

間
が
自
然
状
態
を
脱
し
て
法
的
関
係
に
入
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
人
間
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
社
会
契
約
論
的
考
え
を

発
展さ
せ
て
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
倫
理
的
な
自
然
状
態
を
脱
し
て
、
倫
理
的
な
共
同
体
の
一
員
と
な
る
こ
と
は
、
人
類
の
人
類
に
対
す

る
義
務
で
あ
る
と
言
う
。
「
換
言
す
れ
ば
、
ど
ん
な
種
類
の
理
性
的
存
在
者
も
理
性
の
理
念
に
お
い
て
、
客
観
的
に
、
あ
る
共
同
体
的
目
的

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
〇
五



三
〇

六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

を
達
成
す
べ
く
、
す
な
わ
ち
、
共
同
体
的
善
と
し
て
の
最
高
善
を
促
進
す
べ
く
使
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的

善は
個
々
の
人
格
の
道
徳
的
完
成
へ
の
努
力
だ
け
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
組
織
を
必
要
と
す
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
全
体
と
い
う
理
念
は
、
す
べ
て
の
道
徳
法
則
と
は
全
く
異
な
っ
た
理
念
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
手
で
自
由
に
処
理
し
う
る

かど
う
か
、
わ
れ
わ
れ
に
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
一
全
体
を
め
ざ
す
理
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ざ
す
べ
き
義
務
は
、
他
の
す
べ
て
の
義
務

と
は
区
別
さ
れ
る
。
「
従
っ
て
、
こ
の
義
務
が
も
う
一
つ
別
の
理
念
、
す
な
わ
ち
あ
る
一
段
と
高
い
道
徳
的
存
在
者
の
理
念
を
前
提
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
存
在
者
の
普
遍
的
な
差
配
に
よ
っ
て
、
個
々
の
人
間
の
そ
れ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
タ

け
と
し
て
は
不
十
分
な
力
が
統
合
さ
れ
て
共
同
の
活
動
と
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
の
こ
の
言
明
を
き
わ

め
て
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
ス
ケ
ッ
チ
に
す
で
に
胚
胎
さ
れ
て
い
た
思
想
が
、
明
瞭
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
し
か
も
神

の

現
実
存在
の
実
践
的
要
求
と
し
て
、
最
も
道
徳
的
に
高
い
形
姿
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
「
こ
の
よ
う
に
神
の
存
在
に
対
す
る
要
求

は
道
徳
的
共
同
体
（
の
完
成
）
に
従
事
す
る
協
同
活
動
と
い
う
も
の
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
必
要
か
ら
説
明
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

こ
の
協
同
活
動
は
、
そ
の
究
極
の
完
成
が
個
々
の
人
聞
の
力
の
及
び
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
（
道
徳
法
則
が
個
人
の
要
求
に
対
し
て
、

常
に
同
時
に
個
人
で
は
完
成
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
こ
み
を
付
け
添
え
る
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
）
も
は
や

道
徳
法
則
の

事
実
に
よ
っ
て
同
時
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
高
の
道
徳
的
存
在
者
（
神
）
の
存
在

の

必
然的
な
想
定
は
ま
さ
し
く
、
道
徳
的
個
人
が
道
徳
的
進
歩
を
道
徳
的
共
同
体
に
お
い
て
可
能
な
も
の
と
し
て
認
識
し
、
そ
し
て
ま
た

こ
の
道
徳
的
共
同
体
の
理
念
が
、
そ
れ
が
必
然
的
に
人
類
全
体
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
共
同
体
的
善
と
し
て
の
最
高
善
の
理
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
り

へと
導
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
招
来
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
宗
教
哲
学
の
根
本
的
な
問
題
は
、
道
徳
法
則
の
自
律
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
く
神
概
念
を
如
何
に
導
入



す
る
か
に
あ
る
と
見
る
が
、
こ
こ
に
見
た
神
概
念
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
答
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
道
徳
法
則
の
自
律
性
が
神
概

念
に
よ
っ
て
損
傷
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
神
の
法
を
遵
守
す
る
の
が
、
神
の
報
償
あ
る
い
は
罰
を
期
待
し
て
為
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
、
道

徳
の
純
粋
性
は
損
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
神
は
、
個
人
が
道
徳
的
共
同
体
へ
参
与
す
る
こ
と
を
促
し
、
支
え
る
役
割

に
絞
ら
れ
て
お
り
、
賞
罰
を
予
期
し
て
の
法
遵
守
で
は
な
い
。
「
共
同
体
的
善
に
従
事
す
る
協
同
活
動
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
個
人
に
対
す
る

義務
と
し
て
表
象
さ
れ
る
場
合
に
は
、
最
高
善
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
個
々
人
の
人
間
の
こ
の
協
同
活
動
を
十
分
補
足
す
る
道

徳的
最
高
存
在
者
の
理
念
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
認
め
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
特
色
は
、
最
高
善
1
こ

れ
が
人
類
の

共同
体
的
道
徳
的
活
動
か
ら
結
果
し
て
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
ー
の
達
成
に
従
事
す
る
個
々
の
人
間
の

協同
活
動
を
道
徳
的
義
務
と
し
て
維
持
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
道
徳
的
な
神
の
実
践
的
想
定
が
な
さ
れ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
求
め
る
宗
教
的
生
、
真
の
信
仰
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
こ
こ
に
よ
く
示
さ

れ
て

い
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
そ
の
後
の
歩
み
は
、
こ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
　
　
　
　
國

　
シ

ュヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
諸
理
念
は
、
道
徳
的
存
在
者
の
共
同
体
に
関
係
し
て
お
り
、
ま
た
明
瞭
に

認識
さ
れ
た
高
次
の
自
由
の
問
題
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
。
根
本
悪
は
、
事
実
と
し
て
、
孤
立
し
た
個
人
に
お
い
て
で
は
な
く
、
人
々

と
の
間
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
由
の
根
本
問
題
の
上
に
、
完
全
な
道
徳
的
人
格
と
い
う
理
念
、
完
全
な
道
徳
的
共
同

体
と
い
う
理
念
、
道
徳
的
立
法
者
と
し
て
の
最
高
の
道
徳
的
人
格
（
神
）
と
い
う
三
つ
の
理
念
が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
道

徳的
人
格
は
道
徳
的
共
同
体
の
中
で
し
か
実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
と
第
二
の
理
念
は
、
一
全
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
神
の
理
念
も
「
道
徳
的
共
同
体
」
を
可
能
に
す
る
補
助
概
念
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
『
宗
教
論
』
は
一
つ
の
問
い
に
還
元

さ
れ
る
と
い
う
。
「
実
際
『
宗
教
論
』
は
一
つ
の
理
念
を
知
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
1
高
次
の
問
題
の
立
て
方
に
お
け
る
自
由

　
　
自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
〇
七
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八

の

理念
が
そ
れ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
全
体
は
こ
う
し
た
完
全
な
形
態
に
お
い
て
は
一
つ
の
問
い
に
よ
っ
て
方
向
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
に
し
て
道
徳
的
被
造
物
と
し
て
の
人
間
の
道
徳
的
人
格
性
が
、
そ
の
本
質
お
よ
び
そ
の
完
成
か
ら
見
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

こ
の
世
界
（
現
世
）
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
が
そ
れ
で
あ
る
」
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
と
っ
て
道
徳
的
共
同
体
の
問
題

そ
れ
自
身
、
高
次
の
自
由
の
問
題
の
具
体
化
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
人
間
は
、
社
会
の
う
ち
に
あ
る
自
由
な
個
人
と
し
て
生
き
る

在り
方
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　第
二
節
　
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
被
造
物
の
目
的
と
し
て
の
人
間

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
は
『
宗
教
論
』
で
頂
点
に
達
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
途
上
に
あ
っ
た
と
見
る
『
判
断
力

批判
』
を
敢
え
て
論
述
の
最
後
に
据
え
た
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
の
目
的
論
的
考
察
に
お
い
て
、
人
間
の
実
践
的
自
由
の

領
域を
、
単
に
現
象
世
界
の
一
部
と
し
て
で
な
く
、
全
自
然
の
中
で
独
自
に
区
画
し
う
る
正
当
な
根
拠
の
あ
る
領
域
と
見
る
こ
と
が
で
き

た

から
で
あ
る
。
批
判
的
観
念
論
の
概
念
装
置
に
お
い
て
人
間
の
自
由
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
行
為
の
「
自
然
（
本
性
）
的
連

関
」
の
問
題
に
お
い
て
破
綻
し
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
こ
れ
に
代
わ
る
認
識
論
的
概
念
装
置
を
求
め
る
カ
ン
ト
の
試
み
と
し
て
、
目

的
論
的
判
断
力
の
考
察
を
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
論
的
考
察
に
お
い
て
現
象
界
の
全
体
は
、
人
間
の
行
動
か
ら
類
推
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

無限
の
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
勿
論
反
省
的
判
断
力
に
と
っ
て
で
は
あ
る
が
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
こ
こ
に
人
間
的

自
由
の
カ
ン
ト
に
よ
る
、
い
わ
ば
認
識
論
的
根
拠
づ
け
を
見
出
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
第
二
部
「
目
的
論
的
判
断
力
の
批
判
」
の
付
録
「
目
的
論
的
判
断
力
の
方
法
論
」
で
、
自
然
の
最
後
の

目
的
、
造
化
そ
の
も
の
の
究
極
目
的
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
造
化
の
究
極
目
的
を
人
間
と
し
て
措
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の



仕方
は
、
人
間
を
自
然
の
連
続
的
頂
点
と
み
る
単
な
る
人
間
中
心
主
義
で
は
な
い
。
彼
は
人
間
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
自
然
へ
の
全
面
的

依
存よ
り
抜
け
出
て
、
目
的
に
向
け
て
生
き
る
自
由
な
る
存
在
者
を
見
出
す
。
自
然
の
い
わ
ば
外
に
出
た
存
在
者
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
、

世界
に
お
け
る
存
在
者
の
う
ち
、
そ
の
因
果
性
が
目
的
論
的
で
あ
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
目
的
へ
向
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
で
あ
っ

て
、
し
か
も
同
時
に
そ
れ
に
従
っ
て
そ
の
存
在
者
み
ず
か
ら
目
的
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
法
則
が
無
制
約
的
で
あ
り
、
自

然
制約
に
依
存
せ
ず
、
し
か
も
そ
れ
自
体
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
彼
ら
自
身
表
象
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
た
、
唯
一
つ
の
種
類
の

存
在者
が
あ
る
。
こ
の
種
類
の
存
在
者
と
は
人
間
で
あ
る
、
た
だ
し
そ
れ
は
可
想
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
人
間

は自
然
存
在
者
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
も
そ
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
あ
る
超
感
性
的
な
能
力
（
自
由
）
が
、
ま
た
そ
れ
ば
か
り
か
そ
の
能

力
が
最
高
目
的
と
し
て
自
己
に
立
て
う
る
客
体
（
世
界
に
お
け
る
最
高
善
）
と
と
も
に
、
因
果
性
の
法
則
も
が
、
こ
の
存
在
者
に
固
有
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け

側
面
から
認
識
さ
れ
う
る
唯
一
の
存
在
者
な
の
で
あ
る
」
。
カ
ン
ト
の
出
発
点
は
目
的
を
も
っ
て
生
き
る
存
在
者
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
目

的を
規
定
す
る
根
拠
を
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
人
間
は
、
自
然
的
制
約
の
も
と
に

あ
る
存
在
者
、
つ
ま
り
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
に
他
の
存
在
者
と
共
に
あ
る
自
然
存
在
者
と
し
て
で
な
く
、
道
徳
法
則
を
意
識
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

こ
と
に
お
い
て
、
自
然
と
は
非
連
続
の
、
自
由
の
領
域
の
下
に
あ
る
存
在
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
洞
察
そ
の
も
の
が
、
客
体
を
規

定
する
規
定
的
判
断
力
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
主
体
を
規
制
す
る
反
省
的
判
断
力
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
シ

ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
人
間
を
世
界
の
究
極
目
的
と
す
る
場
合
、
そ
の
目
的
は
、
人
間
の
幸
福
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に

指摘
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
こ
れ
に
関
し
て
引
用
す
る
カ
ン
ト
の
文
章
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
後
の

思
想
に
と
っ
て
も
重
要
な
、
文
化
概
念
を
含
ん
だ
含
蓄
あ
る
も
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
の
最
終
目
的
を
少
な
く
と
も
人
間
の

内
の
ど
こ
に
置
く
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
が
み
ず
か
ら
究
極
目
的
た
る
た
め
に
な
さ
な
け
れ

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
〇
九
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ば
なら
ぬ
こ
と
に
対
し
て
、
人
間
を
準
備
す
る
た
め
に
自
然
が
果
た
し
う
る
事
柄
を
探
し
出
し
、
こ
れ
を
他
の
す
べ
て
の
目
的
、
す
な
わ

ち
そ
の
可
能
性
が
た
だ
自
然
か
ら
の
み
期
待
さ
れ
う
る
諸
条
件
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
す
べ
て
の
目
的
（
幸
福
　
論
者
註
）
か
ら
分
離

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
す
べ
て
の
目
的
の
内
で
た
だ
形
式
的
、
主
観
的
制
約
の
み

が残
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
総
じ
て
自
己
自
身
に
諸
目
的
を
立
て
（
し
か
も
彼
が
目
的
を
規
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
自
然
か
ら
全
く

離
れて
）
彼
の
自
由
な
目
的
の
格
率
一
般
に
適
合
す
る
よ
う
に
自
然
を
手
段
と
し
て
使
用
す
る
堪
能
性
と
い
う
制
約
の
み
が
残
る
。
こ
れ

こ
そ
自
然
が
そ
の
外
部
に
存
す
る
究
極
目
的
に
関
し
て
果
た
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
自
然
の
最
終
目
的
と
み
な
さ
れ
う
る

も
の
で
あ
る
。
理
性
的
存
在
者
が
み
ず
か
ら
選
択
し
た
目
的
一
般
に
対
す
る
堪
能
性
を
産
み
出
す
（
従
っ
て
理
性
的
存
在
者
の
自
由
に
お

い
て
）
こ
と
が
文
化
（
す
な
わ
ち
陶
冶
）
で
あ
る
。
従
っ
て
文
化
の
み
が
人
類
に
関
し
て
わ
れ
わ
れ
が
自
然
に
帰
す
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ソ

の

最
終目
的
で
有
り
得
る
の
で
あ
る
（
地
上
に
お
け
る
福
が
そ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
）
」
。
こ
こ
で
は
先
ず
、
人
間
自
身
が
自
然
の
究
極

目
的
た
る
た
め
に
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
（
自
由
な
る
道
徳
的
行
為
）
、
自
然
が
な
し
う
る
の
は
そ
の
準
備
の
役
割
に
す
ぎ
な
い

と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
自
然
の
究
極
目
的
と
い
う
表
現
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
然
が
人
間
に
備
え
た

究
極目
的
で
こ
と
は
終
わ
り
、
完
成
す
る
の
で
な
い
。
自
然
が
備
え
て
く
れ
た
準
備
作
業
と
し
て
の
堪
能
性
に
養
い
育
て
ら
れ
て
、
ま
さ

に自
然
を
超
え
た
領
域
で
、
初
め
て
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
本
来
の
究
極
目
的
、
自
由
な
る
生
が
ス
タ
ー
ト
す
る
の
で
あ
る
。

　自
然
目
的
論
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
カ
ン
ト
の
道
徳
神
学
、
す
な
わ
ち
「
自
然
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
道
徳
的
目
的
か
ら
か
の
至
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

原
因と
そ
れ
の
諸
属
性
を
推
論
す
る
試
み
」
は
あ
る
。
こ
こ
で
の
人
間
の
最
高
目
的
は
、
道
徳
的
共
同
体
で
あ
る
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー

は
言
う
。
「
み
ず
か
ら
を
世
界
に
お
け
る
自
己
目
的
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
な
存
在
者
が
『
最
高
目
的
』
と
し
て
み
ず
か
ら
に
掲
げ
る
こ
と

の

でき
る
最
高
目
的
も
ま
た
、
（
道
徳
神
学
へ
と
）
移
行
し
て
ゆ
く
時
に
は
、
同
様
に
し
て
規
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
最
高
目
的
は
今
や



世界
に
お
け
る
最
高
善
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
最
高
善
の
概
念
は
先
行
し
た
こ
と
が
ら
と
の
連
関
か
ら
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
。

すな
わ
ち
、
そ
れ
は
『
人
間
と
い
う
（
種
）
類
』
に
関
係
し
、
こ
の
存
在
者
の
共
同
体
と
連
関
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
最

高
善
は
倫
理
化
さ
れ
た
文
化
で
あ
り
、
地
上
に
お
け
る
完
成
さ
れ
た
道
徳
的
共
同
体
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
こ
の
概
念

を
こ
れ
以
外
の
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と
は
こ
と
ご
と
く
、
目
的
論
と
道
徳
神
学
と
の
結
び
つ
き
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

道
徳的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
創
造
の
究
極
目
的
に
し
て
同
時
に
自
己
目
的
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
の
地
盤
は
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
ハ
が
　

にな
る
の
で
あ
る
」
。

　
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
カ
ン
ト
論
文
の
主
題
は
自
由
の
問
題
の
深
化
で
あ
る
。
出
発
点
は
先
験
的
自
由
と
実
践
的
自
由
の
結
合
の
問
題

であ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
解
決
は
、
道
徳
的
世
界
の
真
の
根
拠
づ
け
に
あ
り
、
そ
の
試
み
は
『
判
断
力
批
判
』
ま
で
待
た
れ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ

イ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
こ
の
書
に
お
い
て
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
自
然
の
支
え
と
準
備
に
よ
っ

て
、
人
間
は
文
化
に
お
い
て
「
堪
能
性
」
を
獲
得
し
、
自
然
か
ら
独
立
し
た
自
由
な
る
存
在
者
と
し
て
道
徳
的
に
生
き
得
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
自
由
な
る
道
徳
的
生
こ
そ
、
自
然
を
統
一
と
し
て
見
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
反
省
的
判
断
力
に
と
っ
て
は
、
創
造
の
究
極
目
的
で
あ

る
と
カ
ン
ト
は
見
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
に
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
必
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
自
然
と
、
自
然
に
支
え
ら
れ
、
備
え

ら
れ
て
自
然
を
超
え
た
人
聞
存
在
と
の
重
層
構
造
を
見
て
い
る
。
「
現
象
界
全
体
は
人
間
の
行
動
か
ら
類
推
し
て
無
限
の
段
階
に
お
い
て
表

象さ
れ
、
か
く
し
て
先
験
的
自
由
の
理
念
か
ら
要
求
さ
れ
た
現
象
の
総
体
は
、
実
践
的
－
道
徳
的
自
由
の
理
念
か
ら
要
求
さ
れ
た
人
間
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

為
の

領
域
の区
別
と
調
停
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
人
間
は
、
自
由
な
る
行
為
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
分
離
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
こ
の
行
為
か
ら

類推
さ
れ
た
無
限
の
段
階
の
う
ち
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
現
象
界
全
体
と
調
停
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
う
し
て
切
り
拓
か
れ
た
眺
望
に
お
い

て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
『
文
化
と
倫
理
』
の
「
新
し
い
道
」
へ
の
道
標
を
や
が
て
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
一
】



三
一
二

　自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
と
し
て
の
人
間
に
開
示
さ
れ
た
現
象
界
全
体
の
神
秘
は
、
こ
う
し
て
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
洞

察
へ
と
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
を
や
が
て
導
い
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
博
士
論
文
は
、
「
生
へ
の
畏
敬
」
が
ま
さ
し
く
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま

よ
り
自
由
に
さ
れ
た
人
間
の
み
に
許
さ
れ
た
、
現
象
界
全
体
の
「
生
」
の
神
秘
へ
の
眼
差
し
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
省
み
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
こ
の
博
士
論
文
を
簡
潔
的
確
に
記
述
し
て
お
り
、
世
界
観
へ
の
シ
ュ

（1
）
　
鋭
ω
o
げ
≦
Φ
冒
o
が
内
巳
窪
同
ロ
ロ
価
国
昏
凶
ぎ
言
麟
昌
o
ゴ
Φ
昌
H
㊤
㊤
ρ
ω
゜
　
　
　
　
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
「
断
念
」
の
理
由
を
カ
ン
ト
論
文
に
探
ろ
う
と
す

　
　
b
。
O
H
°
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
と
っ
て
、
す
で
に
進
行
し
て
い
た
「
文
　
　
　
　
る
点
で
筆
者
と
関
心
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
し
か
し
道
徳
法
則
の
事

　
　
化
の
没
落
」
は
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
露
わ
に
さ
れ
た
が
、
我
々
　
　
　
　
実
と
批
判
的
観
念
論
の
諸
前
提
と
の
間
に
解
決
不
可
能
な
矛
盾
が
存

　
　
日
本
人
は
、
福
島
原
発
事
故
に
お
い
て
同
じ
よ
う
な
事
態
へ
の
警
告
　
　
　
　
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
認
識
に
よ
る
道
徳
的
原
理
の
根
拠
づ

　
　
を
聞
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
が
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
思
想
の
我
々
　
　
　
　
け
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
同
定
（
九

　　
に
と
っ
て
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頁
）
は
す
こ
し
性
急
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
世
界
認
識
か
ら
道

（2
）
　
切
．
℃
o
ω
o
鼻
℃
Φ
ロ
ω
0
Φ
ω
い
b
。
O
討
b
d
μ
8
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
的
原
理
が
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
が
現
象
と

（3
）
　
こ
れ
ま
で
日
本
で
出
版
さ
れ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
　
　
　
　
し
て
し
か
認
識
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
批
判
的
観
念
論
自
身

　
　
論
究
の
う
ち
、
小
牧
治
・
泉
谷
周
三
郎
共
著
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
』
　
　
　
　
の
基
本
的
前
提
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
道
徳
法
則
の
事
実

　　
（
清
水
書
院
、
一
九
六
七
年
）
、
森
田
雄
三
郎
著
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
』
　
　
　
　
と
批
判
的
観
念
論
の
諸
前
提
の
間
に
解
決
不
可
能
な
矛
盾
が
存
在
す

　　
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
三
年
）
は
、
カ
ン
ト
に
関
し
て
は
　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
叡
知
的
世
界
と
感
性
的

　　
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
笠
井
恵
二
著
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
　
そ
　
　
　
　
世
界
を
絶
対
的
平
行
関
係
と
み
る
批
判
的
観
念
論
の
立
場
と
、
叡
知

　　
の
生
涯
と
思
想
』
（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
は
、
カ
ン
ト
の
宗
　
　
　
　
的
世
界
と
感
性
的
世
界
と
の
関
係
を
根
拠
と
帰
結
と
の
関
係
に
類
比

　
　
教
哲
学
の
二
つ
の
並
行
し
た
流
れ
に
つ
い
て
紹
介
は
あ
る
が
、
二
つ
　
　
　
　
的
に
考
え
ざ
る
を
え
な
い
実
践
的
道
徳
的
理
性
の
諸
傾
向
と
の
間
に

　　
の
思
想
の
内
容
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
　
　
　
　
　
は
、
解
決
し
難
い
矛
盾
対
立
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
氷

　
　
芦
名
定
道
「
シ
ュ
ワ
イ
ツ
ァ
ー
と
現
代
神
学
の
生
命
観
」
（
『
シ
ュ
ワ
　
　
　
　
見
潔
『
カ
ン
ト
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
』
（
近
代
文
芸
社
、
一
九
九
六
年
）

　　
イ
ツ
ァ
ー
研
究
』
第
二
二
号
、
一
九
九
四
年
、
五
ー
二
六
頁
）
は
、
　
　
　
　
　
は
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
こ
の
書
に
つ
い
て
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の



立
場を
軽
視
し
た
偏
り
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
（
四
八
ー
五
　
　
　
　
判
的
観
念
論
と
道
徳
法
則
の
要
求
と
の
間
の
深
い
二
元
論
的
な
溝
を

二頁
）
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
　
　
　
　
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
見
出
し
た
と
短
く
論
究
し
て
い
る
）
。

全
体
の

詳細
な
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
斎
藤
義
｝
、
上
田
閑
照
　
　
　
　
　
≦
Φ
ヨ
興
　
国
o
拝
　
≧
げ
①
冥
　
ω
。
ゴ
≦
Φ
博
冒
Φ
が
　
芝
Φ
器
昌
　
ロ
ロ
α

両
氏
によ
る
訳
書
（
註
（
5
）
参
照
）
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
は
じ
め
　
　
　
　
切
Φ
匹
Φ
暮
§
α
q
”
国
四
喜
震
α
q
δ
①
O
°
（
三
九
－
四
二
頁
に
「
カ
ン
ト
」
と

に
丁
寧
な
内
容
紹
介
が
あ
る
が
、
全
体
を
統
一
し
て
論
ず
る
ま
で
に
　
　
　
　
題
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
批
判
的
宗
教
哲
学
と
倫
理
的
宗
教
哲
学

は
至
っ
て
い
な
い
。
金
子
昭
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
　
そ
の
倫
理
的
　
　
　
　
が
対
立
的
に
併
存
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
調
停
し
た
か
っ
た

神
秘
主義
の
構
造
と
展
開
』
（
白
馬
社
、
一
九
九
五
年
）
は
論
者
の
知
　
　
　
　
が
、
道
徳
法
則
の
理
解
の
深
ま
り
と
と
も
に
、
こ
れ
が
不
可
能
に
な
っ

る
限
り
、
本
邦
で
は
じ
め
て
、
カ
ン
ト
論
文
に
つ
い
て
本
格
的
に
論
　
　
　
　
た
と
簡
潔
に
記
述
し
て
い
る
）
。

じ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
第
二
章
第
二
節
で
「
著
作
活
動
の
　
　
　
　
　
国
Φ
昌
Ω
輿
貫
臼
げ
Φ
勺
ぼ
δ
ω
o
b
ξ
o
h
諺
一
げ
①
ヰ
G
o
警
≦
①
同
冒
Φ
お

出
発
点
と
し
て
の
カ
ン
ト
研
究
」
と
題
し
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
　
　
　
　
U
o
ロ
α
o
ロ
H
8
吟
（
カ
ン
ト
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ふ
れ
て
い
る
が
、
博
士

の
こ
の
難
解
な
論
文
を
詳
細
に
整
理
し
て
お
り
、
優
れ
た
理
解
力
が
　
　
　
　
論
文
を
読
ん
だ
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
）
。

窺わ
れ
る
。
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
荒
削
り
に
含
ま
れ
た
、
道
徳
的
世
界
を
　
　
　
　
　
ζ
母
け
ぎ
6
D
貯
①
α
q
ρ
ω
o
げ
≦
⑦
団
言
Φ
窃
閃
巴
o
q
δ
昌
§
α
℃
ぼ
ざ
ω
o
唱
ぼ
ρ

道
徳
的
人類
と
み
る
カ
ン
ト
の
思
想
の
展
開
を
適
切
に
描
き
だ
し
て
　
　
　
　
↓
口
σ
ぎ
σ
q
Φ
昌
H
㊤
①
9
（
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
宗
教
と
哲
学
』
と
い
う

い
る
。
た
だ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
論
の
中
心
で
あ
る
自
由
論
に
関
　
　
　
　
題
名
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
は
殆
ど
ふ
れ
て
い
な
い
）
。

し
て
、
高
次
の
自
由
の
問
題
の
中
核
を
な
す
「
自
然
的
連
関
」
の
理
　
　
　
　
　
国
Φ
巨
暮
O
『
o
o
ρ
≧
げ
Φ
訴
ω
o
ゴ
≦
①
圃
言
興
O
a
ω
器
琶
瓦
O
H
Φ
ロ
N
Φ
口
」

解
に
は
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
の
該
当
す
る
註
　
　
　
　
ζ
骨
o
げ
Φ
口
目
零
蔭
゜
（
六
〇
六
－
六
三
六
頁
に
一
章
を
設
け
て
、
こ
の

で
指
摘
す
る
。
し
か
し
氏
は
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
思
想
の
展
開
　
　
　
　
博
士
論
文
の
主
題
が
自
由
論
の
深
化
で
あ
る
こ
と
を
中
心
に
詳
細
な

を
、
四
〇
〇
頁
を
超
え
る
大
著
に
お
い
て
論
じ
、
そ
の
中
で
カ
ン
ト
　
　
　
　
論
述
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
ま
で
に
為
さ
れ
た
批
判
も
紹
介
し
、

研究
を
位
置
づ
け
て
お
り
、
敬
服
に
値
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
極
め
て
優
れ
た
論
究
で
あ
る
。
た
だ
道
徳
的
世
界
に
つ
い
て
の
『
判

　
欧
文
文献
と
し
て
参
照
で
き
た
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
断
力
批
判
』
で
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
の
は
、
惜
し
ま

　
O
Φ
O
「
o
q
Φ
ω
Φ
卯
く
Φ
お
≧
び
①
昏
ω
O
げ
零
Φ
津
N
興
巴
ω
冨
Φ
口
ω
O
げ
ロ
ロ
α
P
一
ω
　
　
　
　
れ
る
）
。

U
Φ
ロ
吋
①
き
0
9
け
ぎ
ぴ
q
g
H
O
㎝
P
（
二
二
ー
三
七
頁
に
「
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
　
　
　
　
　
匿
費
＄
ω
ω
8
ぎ
Φ
が
∪
9
ω
い
①
げ
Φ
P
琶
ω
霞
ま
o
び
ω
8
°
印
O
暮
ー

ブ

ルグ
大
学
時
代
の
活
動
」
と
題
し
て
カ
ン
ト
論
文
に
つ
い
て
、
批
　
　
　
　
≧
げ
Φ
辞
ω
o
げ
≦
Φ
圃
言
興
ω
国
峠
凶
貯
ぎ
じ
。
ド
冒
げ
昏
ロ
巳
①
拝
牢
Φ
ま
ロ
同
α
q

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
1
（
片
柳
）
　
三
一
三



三
一
四

冒
卑
o
凶
ω
α
q
雲
b
。
0
8
°
（
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
思
想
を
広
く
哲
学
史
の
　
　
　
　
は
、
な
お
検
討
す
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

文脈
で
捉
え
、
し
か
も
現
代
の
国
゜
H
o
量
ω
に
至
る
ま
で
の
思
想
を
視
　
　
　
（
4
）
　
堅
牢
精
緻
な
ド
イ
ツ
歴
史
学
が
思
想
研
究
分
野
に
お
い
て
及
ぼ
し

野
に

入
れ
た力
作
で
あ
る
が
文
献
と
し
て
は
『
文
化
と
倫
理
』
の
み
　
　
　
　
た
影
響
の
最
も
輝
か
し
い
成
果
は
、
思
想
の
生
成
史
的
研
究
の
導
入

に
よ
っ
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
あ
る
。
そ
れ
ま
で
完
成
し
た
一
貫
的
体
系
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た

　
H
ω
α
q
霞
q
O
匡
ρ
H
日
肩
o
≦
ω
口
け
δ
ロ
魯
傷
臼
国
げ
臨
霞
o
洋
く
o
H
曽
一
δ
ヨ
　
　
　
　
過
去
の
偉
大
な
思
想
を
、
生
成
の
相
の
下
で
考
察
し
、
そ
の
全
体
的

い
①
げ
窪
島
α
q
Φ
ロ
ー
≧
び
Φ
嵩
ω
o
げ
≦
Φ
回
言
霞
ω
寓
ω
昏
①
叶
畔
α
勲
寓
凶
ω
ω
凶
o
P
　
　
　
　
統
一
よ
り
も
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
相
違
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

O
α
窪
昌
α
q
Φ
口
N
O
O
。
。
．
（
三
六
ー
四
〇
頁
に
「
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
で
の
学
　
　
　
　
た
。
代
表
的
な
も
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
始
ま
る
「
若
き
へ
ー
ゲ
ル
」

業
時代
」
と
の
一
節
を
設
け
、
哲
学
教
授
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
、
ヴ
ィ
ン
　
　
　
　
研
究
や
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
引
き
金
を
ひ
い
た
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

デ
ル

バ
ン
ト
に
触
れ
な
が
ら
、
博
士
論
文
に
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
　
　
　
　
の
回
心
」
研
究
な
ど
で
あ
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
カ
ン
ト
研
究

の
は
驚
き
で
あ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
忠
実
に
そ
の
生
成
史
的
研
究
の
手
法
に
即
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著

　↓
ゴ
o
ヨ
器
零
Φ
o
犀
o
巨
碧
P
≧
げ
①
辞
ω
o
げ
妻
⑦
冒
臼
ω
、
、
国
育
甘
『
o
洋
　
　
　
　
作
テ
キ
ス
ト
の
微
妙
な
ず
れ
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
生
成
発
展
の
跡

く
o
「
匹
①
ヨ
い
Φ
び
①
筏
、
”
累
Φ
鼻
貯
o
冨
亭
く
ピ
旨
』
O
同
“
。
’
（
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
　
　
　
　
を
詳
細
緻
密
に
辿
っ
て
い
る
。

ツ
ァ
ー
と
同
時
代
の
神
学
的
状
況
の
中
で
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
思
想
　
　
　
（
5
）
諺
゜
ω
o
げ
≦
Φ
博
言
Φ
」
U
凶
①
幻
Φ
轟
凶
o
ロ
超
巨
o
ω
8
三
Φ
国
曽
昌
け
．
ω
＜
o
⇒

の

意味
を
探
っ
た
堅
実
な
研
究
で
あ
る
が
、
博
士
論
文
に
は
触
れ
て
　
　
　
　
α
興
寄
莚
犀
匹
興
話
冒
o
昌
く
霞
昌
虞
葺
ぼ
ω
N
霞
”
Φ
凝
δ
巳
目
Φ
「
び
巴
σ

いな
い
。
締
め
く
く
り
の
創
造
の
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
　
　
　
　
α
霞
O
お
自
曾
匹
興
匡
8
ω
Φ
ロ
＜
Φ
ヨ
ロ
昌
鉾
聞
お
ま
霞
σ
q
凶
゜
切
H
。
。
㊤
O
鰯
ω
゜

と
こ
ろ
で
も
博
士
論
文
で
の
「
被
造
物
の
目
的
と
し
て
の
人
間
に
つ
　
　
　
　
゜
。
．
（
以
後
園
丙
と
略
）
。
邦
訳
『
カ
ン
ト
の
宗
教
哲
学
』
（
斎
藤
義
一
、

い
て

の

考察
」
に
は
言
及
が
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
田
閑
照
訳
）
、
白
水
社
『
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
著
作
集
』
1
5
（
上
）

　国
゜
○
村
o
o
°
・
を
継
い
で
カ
ン
ト
論
文
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
と
　
　
　
　
巻
、
一
九
五
九
年
、
三
六
頁
。
拙
論
の
引
用
は
、
こ
の
優
れ
た
訳
書

金
子
昭
氏
が報
じ
る
○
雰
o
o
o
灼
Φ
餌
」
諺
臣
①
冨
ω
o
げ
≦
〇
一
言
興
ω
国
密
剛
ド
　
　
　
　
を
用
い
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
（
た
だ
し
訳
者
の
意
に
添
わ
な
い
が
、

夢
お
O
毎
昌
自
巳
魯
ぎ
ω
o
ぎ
Φ
ヨ
∪
Φ
ロ
〆
Φ
口
§
Ω
い
Φ
げ
①
P
国
”
日
σ
ロ
同
σ
q
　
　
　
　
出
版
社
か
ら
の
要
請
で
用
い
た
と
い
う
「
英
知
界
」
は
も
と
の
「
叡

H
零
゜
。
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
手
に
し
え
た
研
究
を
振
　
　
　
　
知
界
」
と
し
た
）
。

り
返
っ
て
み
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
と
、
そ
の
後
の
　
　
　
（
6
）
　
諺
゜
ω
o
げ
妻
Φ
冒
Φ
が
罠
匿
o
D
』
㎝
゜
邦
訳
、
上
六
四
頁
。

彼
の
思
想
（
殊
に
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
思
想
）
と
の
連
関
に
関
し
て
　
　
（
7
）
H
°
国
鋤
鼻
囚
葺
貯
α
臼
H
Φ
ぎ
Φ
昌
く
臼
建
蜂
（
幻
8
冨
ヨ
諺
⊆
ω
閃
㊤
σ
①
）
℃



　　
o
o
°
。
。
①
。
。
°
『
著
作
集
』
岩
波
書
店
、
第
一
五
巻
、
六
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
必
要
が
あ
り
（
『
実
践
理
性
批
判
』
の
、
来
世
に
お
け
る
無
限

（8
）
　
P
勲
ρ
ω
’
醤
⑩
。
『
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
六
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
道
徳
的
進
歩
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
）
、
こ
の
な
お
未
熟

（9
）
　
P
P
O
‘
o
o
°
お
下
。
。
°
『
著
作
集
』
第
一
五
巻
、
六
六
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
な
第
二
の
系
列
に
比
較
し
た
場
合
、
第
一
の
系
列
の
道
徳
的
内
容
は

（1
0
）
諺
゜
6
0
0
げ
≦
Φ
欝
Φ
」
国
困
ω
層
謹
。
邦
訳
、
上
七
八
－
七
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
は
る
か
に
深
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
第
一
が
第
二

（1
1
）
　
H
国
四
鼻
零
団
け
罠
q
Φ
ほ
o
ぎ
⑦
ロ
＜
o
ヨ
轟
（
閑
o
o
冨
日
諺
島
o
q
鋤
げ
Φ
）
闇
　
　
　
　
に
比
べ
、
道
徳
内
容
が
優
れ
て
い
る
と
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
で
は

　　
ω
゜
8
。
。
°
『
著
作
集
』
一
五
巻
、
六
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
。
確
か
に
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
第
一
の
系
列
を
高
く
評
価
し

（1
2
）
諺
゜
ω
o
ゴ
≦
①
回
欝
Φ
が
国
国
‘
ω
。
°
。
O
°
邦
訳
、
上
七
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
を
こ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
直
接
導
き
出
す

（1
3
）
　
鋭
ω
o
薯
Φ
欝
Φ
斜
國
円
‘
ω
゜
ω
①
゜
邦
訳
、
上
八
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
テ
キ
ス
ト
に
暴
力
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
4
）
諺
。
ω
9
宅
Φ
団
冒
Φ
斜
図
囚
゜
b
°
°
。
『
．
邦
訳
、
上
八
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
艶
ω
9
≦
Φ
固
言
0
5
切
丙
゜
b
』
b
。
－
°
。
°
邦
訳
、
上
一
四
七
頁
。

（1
5
）
　
鋭
ω
魯
≦
①
凶
言
①
斜
切
国
゜
唱
ω
」
O
°
邦
訳
、
上
八
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
H
°
国
m
鼻
寄
筐
犀
ロ
霞
胃
四
写
凶
ω
島
Φ
口
く
Φ
語
⊆
郵
（
図
8
冨
ヨ

（
1
6
）
　
H
°
囚
p
。
9
寄
茂
評
畠
Φ
『
同
Φ
貯
窪
＜
Φ
ヨ
賃
蜂
（
国
Φ
o
ご
日
跨
⊆
ω
ぴ
q
筈
Φ
）
馳
　
　
　
　
諺
⊆
ω
o
q
暮
Φ
）
り
ω
゜
H
b
。
S
『
著
作
集
』
一
五
巻
、
一
五
七
頁
。

　　
ω
゜
①
H
ω
゜
『
著
作
集
』
一
五
巻
、
八
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
鋭
ω
o
げ
≦
①
凶
言
Φ
お
罠
‘
ω
゜
。
。
ω
－
°
。
野
邦
訳
、
上
＝
ハ
五
頁
。

（1
7
）
　
〉
°
ω
9
≦
凪
9
Φ
が
国
国
‘
ψ
恥
b
。
°
邦
訳
、
上
九
二
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
　
H
°
国
碧
計
臣
店
評
山
頸
ロ
冨
算
凶
ω
o
ゴ
Φ
昌
く
Φ
ヨ
巨
津
（
幻
8
冨
日

（1
8
）
艶
ω
o
げ
≦
Φ
同
言
Φ
斜
罠
‘
ω
』
b
。
°
邦
訳
、
上
一
〇
八
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
諺
ロ
ω
o
q
9
げ
Φ
）
脚
ω
゜
旨
H
°
『
著
作
集
』
一
五
巻
、
一
六
九
頁
。
＜
o
q
ド
罠
゜
”

（1
9
）
　
カ
ン
ト
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
、
第
二
編
第
二
章
第
二
節
「
純
　
　
　
　
ω
9
°
。
①
。

　
　
粋
実
践
理
性
の

要請
と
し
て
の
魂
の
不
死
に
つ
い
て
」
参
照
。
な
お
　
　
（
2
4
）
諺
゜
ω
。
ゴ
≦
Φ
凶
言
o
J
幻
内
こ
o
o
°
°
。
°
。
°
邦
訳
、
上
一
七
二
頁
。

　
　
金
子
氏は
そ
の
著
六
五
頁
で
、
二
つ
の
思
想
系
列
に
関
し
て
、
シ
ュ
　
　
（
2
5
）
諺
゜
ω
o
ゲ
≦
Φ
凶
甘
Φ
斜
罠
‘
ω
゜
㊤
ω
゜
邦
訳
、
上
一
八
〇
頁
。

　
　
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
、
「
第
一
の
系
列
の
道
徳
内
容
の
ほ
う
が
は
る
か
に
　
　
　
（
2
6
）
　
こ
の
高
次
の
自
由
の
問
題
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
ア
ウ

　
　深
い
、
と
述
べ
て
い
る
」
と
言
っ
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
テ
キ
　
　
　
　
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
原
罪
の
問
題
と
も
関
わ
り
深
刻
に
論
じ
ら
れ
て

　　
ス
ト
（
訳
書
、
上
一
一
〇
頁
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
シ
ュ
ヴ
ァ
　
　
　
　
き
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
カ
ン
ト
の
思
想
の

　
　イ
ツ
ァ
ー
が
指
摘
し
た
の
は
、
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
お
い
て
は
、
第
二
の
　
　
　
　
連
関
に
関
し
て
は
次
の
書
参
照
。
Z
°
国
m
o
げ
臼
（
国
瞬
）
輔
U
δ
O
爵
山
Φ
昌
・

　
　思
想系
列
が
彼
岸
に
お
い
て
の
報
償
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
お
り
、
　
　
　
　
　
δ
貯
o
巴
ω
．
㎡
巴
8
ヨ
o
詳
巴
Φ
．
、
ユ
臼
く
臼
P
ロ
ロ
津
－
累
卑
虞
が
男
お
匪
o
律

　
　
道
徳
的
に
未
展
開
で
あ
る
、
つ
ま
り
第
二
の
系
列
に
お
い
て
も
深
め
　
　
　
　
ロ
ロ
α
O
コ
巴
①
ぎ
ω
冨
目
ニ
ロ
o
q
ω
h
Φ
一
α
＜
o
づ
諺
口
碧
ω
ぼ
目
ω
巨
匹
囚
磐
計

自
然
の
秘
義
と
し
て
の
自
由
な
る
存
在
者
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
博
士
論
文
に
お
け
る
カ
ン
ト
解
釈
ー
（
片
柳
）
　
三
一
五



三
一
六

　
　
冨
ロ
ロ
。
ゴ
魯
b
。
O
H
卜
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
　
9
。
．
P
ρ
℃
o
o
°
目
O
㊤
幽
O
P
邦
訳
、
下
六
五
頁
。
不
死
性
の
問
題
を
無

（2
7
）
　
H
囚
騨
艮
”
U
δ
閃
Φ
目
o
q
回
8
凶
琶
Φ
目
げ
巴
び
O
霞
O
目
Φ
口
N
Φ
ロ
α
曾
三
〇
ω
－
　
　
　
　
視
し
、
こ
の
地
上
へ
の
生
に
集
中
す
る
、
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ヴ
ァ
イ

　
　
ω
睾
く
Φ
ヨ
ロ
巳
什
（
閃
8
冨
日
ぎ
ω
o
q
筈
Φ
）
葡
ω
゜
H
O
°
『
著
作
集
』
一
九
六
　
　
　
　
ツ
ァ
ー
の
態
度
に
口
゜
0
8
0
ω
は
後
の
不
可
知
論
者
と
し
て
の
シ
ュ

　
　
頁
。
な
お
こ
の
高
次
の
自
由
の
問
題
に
関
し
て
金
子
氏
は
次
の
よ
う
　
　
　
　
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
を
予
告
す
る
も
の
を
見
て
い
る
の
は
頷
け
る
。
国
゜

　　
に
述
べ
る
。
「
そ
れ
ら
の
行
為
相
互
の
関
係
に
お
い
て
は
現
象
世
界
の
　
　
　
　
O
昌
o
ω
前
掲
書
、
六
三
三
頁
参
照
。

　
　
自
然
連
関
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
問
題
に
な
　
　
（
3
8
）
　
P
o
°
ρ
ψ
゜
。
P
邦
訳
、
上
八
〇
頁
。

　　
る
」
（
金
子
、
前
掲
書
、
六
七
頁
）
。
し
か
し
高
次
の
自
由
の
問
題
と
　
　
　
（
3
9
）
　
H
°
図
き
叶
℃
寄
達
評
α
臼
q
ユ
Φ
幽
δ
評
村
餌
ヰ
（
図
Φ
o
冨
日
諺
口
ω
o
q
㊤
げ
Φ
）
矯
ψ

　　
し
て
の
「
自
然
的
連
関
」
は
、
「
現
象
世
界
の
自
然
連
関
」
で
は
な
い
。
　
　
　
　
ω
㊤
゜
。
°
『
著
作
集
』
一
六
巻
、
二
三
六
頁
。

　　
「
現
象
界
に
お
け
る
行
為
の
因
果
関
係
と
い
う
連
関
と
は
異
な
っ
た
　
　
（
4
0
）
　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
『
判
断
力
批
判
』
七
七
節
「
自
然
目
的
の

　
　
連
関
」
（
訳
書
、
上
一
六
三
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
は
金
子
氏
の
誤
解
と
　
　
　
　
概
念
を
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
可
能
に
す
る
人
間
悟
性
の
特
質
に
つ
い

　
　
思
わ
れ
る
。
国
゜
0
8
0
ω
の
前
掲
書
ω
゜
O
H
H
律
の
詳
細
な
論
述
参
照
。
　
　
　
　
て
」
を
中
心
と
し
て
徹
底
し
た
考
察
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

（2
8
）
艶
ω
魯
≦
①
固
言
o
斜
罠
‘
ω
゜
詰
O
°
邦
訳
、
上
二
三
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
次
の
機
会
を
待
つ
。
石
浜
弘
道
『
カ
ン
ト
宗
教
思
想
の
研
究
－
神

（2
9
）
　
悪
は
何
処
か
ら
、
と
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
深
く
悩
ま
せ
、
カ
　
　
　
　
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア
』
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
六
七
ー
九
五
頁
参
照
。

　　
ン
ト
に
も
劣
ら
ぬ
自
由
に
関
す
る
深
い
洞
察
に
導
い
た
問
い
で
あ
っ
　
　
　
（
4
1
）
　
P
P
O
‘
ω
゜
ω
O
H
°
『
著
作
集
』
一
六
巻
、
一
一
三
二
頁
。

　　
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
自
由
意
志
論
』
一
巻
二
章
四
節
及
び
二
　
　
　
（
4
2
）
　
P
P
O
°
℃
ω
゜
お
O
°
『
著
作
集
』
一
六
巻
、
二
三
八
頁
。

　
　
巻
二
〇
章
五
四
節
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
鋭
ω
o
げ
≦
Φ
凶
言
Φ
斜
突
‘
ω
』
O
⊂
・
°
邦
訳
、
下
二
三
八
頁
。

（3
0
）
諺
゜
ω
o
薯
①
凶
言
o
び
罠
‘
ω
゜
H
罐
゜
邦
訳
、
上
二
九
八
頁
参
照
。
　
　
　
　
（
4
4
）
　
P
P
9
ω
゜
°
。
P
邦
訳
、
上
八
〇
頁
。

（3
1
）
　
p
』
．
9
ω
゜
ω
H
¢
°
邦
訳
、
下
二
八
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
勿
論
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
思
想
の
根
底
に
は
、
人
間
の
生
へ
の
み

（3
2
）
　
蝉
』
°
ρ
”
o
o
°
H
°
。
①
゜
邦
訳
、
下
四
三
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
心
を
向
け
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
倫
理
思
想
へ
の
批
判
が
含
ま
れ
て

（3
3
）
H
°
国
餌
鼻
切
O
°
”
Q
。
°
H
O
H
°
『
著
作
集
』
一
六
巻
、
四
四
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
い
る
が
、
「
生
へ
の
畏
敬
」
の
洞
察
が
、
思
惟
す
る
人
間
に
の
み
許
さ

（3
4
）
P
P
9
ω
」
O
b
。
°
『
著
作
集
h
一
六
巻
、
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
て
あ
る
こ
と
は
畏
怖
の
う
ち
に
受
け
と
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ

（
3
5
）
諺
゜
ω
。
ぎ
Φ
凶
言
Φ
び
罠
゜
”
ω
゜
ト
。
。
刈
゜
邦
訳
、
下
四
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。

（
3
6
）
　
四
゜
P
O
己
ω
゜
H
o
o
『
l
o
◎
°
邦
訳
、
四
六
頁
。


