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カ
ン
ト
道
徳
哲
…
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の
形
式
性

　
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
學
が
形
式
的
で
あ
の
嚴
格
圭
義
的
で
あ
る
と
い
ふ
非
難
は
古
く
か
ら
爲
さ
れ
て
來
た
。
カ
ン
ト
が
純
粋
實
践
理
性
の

動
機
に
就
い
て
、
軍
に
蓮
徳
的
法
則
が
直
接
に
意
志
を
規
定
す
る
場
合
に
重
て
の
み
道
徳
性
を
認
め
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
感
心
的
傾
向
性
が

格
率
に
於
て
そ
の
行
爲
の
動
機
と
な
る
こ
と
は
、
必
然
的
に
そ
の
行
爲
を
自
愛
及
び
自
負
の
原
理
に
從
ふ
も
の
た
ら
し
め
、
從
っ
て
そ
こ

に
適
法
性
（
い
Φ
ぴ
q
P
一
一
け
鰍
酔
）
は
生
じ
得
て
も
、
甦
徳
性
（
鼠
。
三
洋
簿
）
を
生
す
る
こ
と
は
出
來
ね
も
の
で
あ
る
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
、
人

に
封
ず
る
愛
情
、
も
し
く
は
同
情
的
好
意
か
ら
善
を
歯
す
こ
と
す
ら
、
そ
れ
左
格
寧
と
し
て
道
徳
的
行
爲
左
爲
す
に
は
不
充
分
で
あ
る
と

い
ふ
考
方
に
導
き
（
渓
曳
く
・
ψ
㏄
b
二
〕
、
唯
、
義
務
か
ら
す
る
不
承
不
承
の
張
劇
的
行
学
の
み
が
濫
徳
的
で
あ
る
と
雷
ふ
に
至
ら
し
め
、
そ
れ

が
シ
ラ
ー
の
認
刺
詩
に
依
っ
て
代
表
さ
れ
る
が
如
き
非
難
を
招
い
て
み
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
威
程
カ
ン
ト
は
、
前
述

の
如
く
、
欲
求
の
封
象
た
る
質
質
に
は
依
存
せ
す
、
唯
そ
の
普
遍
的
な
る
立
法
形
式
の
み
が
蓮
徳
性
の
原
理
を
規
定
し
得
る
こ
と
を
認
め

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙
に
關
す
る
限
り
、
カ
ン
ト
の
道
徳
暫
學
が
形
式
的
で
あ
w
’
9
と
い
ふ
非
難
は
決
し
て
親
無
し
と
は
言
ひ
得
な
い
。

事
費
古
く
か
ら
の
カ
ン
ト
の
道
徳
暫
學
に
蟹
ナ
る
非
難
の
多
く
ぽ
こ
つ
黙
に
集
中
’
二
為
て
る
る
○
で
お
っ
て
、
或
貸
億
這
徳
的
豆
鹿
の
門

葉…

ｫ
左
軍
に
論
理
的
慧
味
に
限
定
し
て
、
論
理
的
に
面
汚
∴
」
る
と
こ
ろ
の
無
い
問
一
性
の
意
味
に
益
し
、
或
び
は
叉
紡
…
揖
蓬
的
法
則
が
圭
親

的
原
理
た
る
格
卒
に
一
致
す
る
と
い
ふ
所
か
ら
、
這
徳
的
法
則
も
圭
親
的
原
理
の
一
般
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
解
樺
に
至
る
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迄
、
何
れ
も
カ
ン
｝
の
道
徳
的
法
則
の
普
遍
的
形
式
の
意
味
に
博
す
る
解
繹
の
相
異
に
由
來
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
が
カ
ン
｝
の
遁

徳
暫
學
の
理
解
に
於
て
、
こ
の
形
式
性
の
問
題
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
っ
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
カ
ン
ト
と
同
時
代
の
人
で
、
こ
の
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
學
の
形
式
盤
を
、
そ
の
嚴
格
主
語
と
結
び
つ
け
て
解
羅
し
、
非
難
を
向
け
た
人
に

ガ
ル
ヴ
ェ
（
（
U
｝
日
取
臆
ω
酔
凶
》
謬
　
（
W
欝
『
く
Φ
”
　
陪
“
鵠
蕊
－
同
“
¢
G
◎
）
が
あ
る
。
彼
は
一
七
九
二
年
の
『
道
徳
及
び
誓
願
か
ら
生
す
る
豊
島
な
る
諸
封
象
の
研
究
。
訟

と
い
ふ
論
文
に
於
て
、
カ
ン
ト
の
既
刊
の
道
徳
総
藻
に
請
す
る
諸
著
作
に
つ
い
て
非
難
を
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
に
慮
へ
て
、
カ
ン
ト
が
一

七
九
三
年
に
自
己
の
道
徳
哲
學
に
於
け
る
翼
意
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
『
理
論
に
於
て
は
正
し
く
て
も
、
費
際
に
は
役
に
立
た
ぬ
と
い
ふ

俗
見
に
就
い
て
。
』
（
d
げ
興
像
塞
O
o
ヨ
①
ぎ
ω
冥
8
ゴ
博
O
謎
言
護
ぎ
鳥
鶏
↓
冨
。
ユ
Φ
臨
。
簿
蒔
ω
0
5
貯
蓼
川
露
岩
ド
吋
圃
。
簿
暁
瑞
象
①
零
戸
隠
の
）
と

い
ふ
論
丈
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
こ
の
論
丈
の
第
一
部
に
於
て
ガ
ル
ヴ
ェ
の
非
難
に
慮
へ
、
更
に
そ
の
第
二
部
・
第
三
部
に
於
て
は
、
夫

々
、
ホ
ッ
プ
〆
ス
（
6
げ
O
日
餌
ω
劉
O
げ
σ
Φ
o
o
鴇
日
α
Q
Q
Q
Q
…
H
①
刈
Φ
）
・
メ
ン
♂
プ
ル
ス
。
ソ
ー
ン
（
鼠
○
ω
①
ω
　
鼠
O
旨
島
⑦
一
ω
ω
O
ず
二
毛
　
H
“
b
う
Φ
1
一
刈
G
o
①
）
航
乞
念
頭
に
お
・
き
つ
X
、

道
徳
に
關
醸
し
て
法
哲
學
及
び
歴
輿
暫
學
に
關
す
る
彼
の
見
解
左
蓮
べ
て
る
る
。
そ
の
意
囲
は
一
貫
し
て
、
嚴
格
主
義
と
誤
解
さ
れ
、
更

に
心
際
に
卜
し
て
役
に
立
た
ぬ
と
非
難
さ
れ
る
彼
の
道
徳
誓
學
の
形
式
性
を
、
法
則
の
費
質
的
な
面
を
張
返
し
つ
」
、
決
し
て
自
已
の
三

徳
哲
學
が
女
直
に
無
し
て
役
に
立
た
ぬ
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
の
論
丈
に
於

け
る
カ
ン
ト
の
所
論
を
、
そ
の
道
徳
哲
學
に
關
し
て
の
圭
要
講
著
作
に
於
け
る
所
論
と
、
如
何
に
翻
聯
さ
せ
て
考
へ
、
又
後
者
に
依
っ
て
、

如
何
に
裏
付
け
て
展
開
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
。
以
下
私
の
述
べ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
は
黛
上
蓮
の
論
丈
に
於
て
カ
ン
ト
自
身
に

依
っ
て
指
示
さ
れ
た
道
徳
哲
學
の
方
向
を
、
そ
の
圭
要
諸
面
作
に
於
て
如
何
に
讃
取
る
べ
き
か
、
と
い
ふ
カ
ン
塾
鷺
流
上
の
一
試
論
一
7
卜
癒

ぎ
な
い
。

　
花
蓮
の
論
文
に
於
て
、
カ
ン
ト
は
先
づ
幸
輻
の
問
題
に
就
い
て
の
ガ
ル
ヴ
ェ
の
非
難
に
塵
…
ハ
、
る
こ
と
か
ら
始
わ
る
。
ガ
ル
ヴ
ェ
に
依
れ

ば
、
闘
．
カ
ン
峯
は
、
幸
…
輪
に
臆
し
て
何
等
の
顧
慮
を
佛
・
距
こ
と
な
く
、
道
徳
約
法
躍
を
浬
守
す
る
こ
と
が
人
間
に
封
ず
る
・
膿
一
の
究
極
詩
的

で
あ
の
、
從
っ
て
そ
の
溢
守
が
創
造
者
の
唯
一
の
属
的
と
見
徹
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。
』
（
嚇
ず
㊦
O
一
．
’
　
男
桟
⑫
客
。
　
ω
。
　
鱒
刈
り
●
）
キ
三
薪
ふ
の

　
　
　
カ
ン
ト
甦
徳
誓
畢
に
騰
す
る
一
考
療
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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折
嵩
黒
轡
翼
鴛
　
　
納
横
鰯
胃
一
轟
十
一
二
瞭
髄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
点
ハ

で
あ
る
が
、
カ
ン
｝
は
之
に
慮
へ
て
、
『
私
の
論
に
從
へ
ば
、
入
間
の
道
徳
性
自
膿
で
も
、
幸
輻
自
騰
で
も
な
く
、
卜
者
の
一
致
と
綜
合

に
於
て
成
立
す
る
、
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
的
善
の
み
が
創
造
管
の
唯
一
の
目
的
で
あ
る
。
』
（
剛
聖
典
）
の
で
あ
っ
て
、
璽
に
『
私
は

こ
の
こ
と
に
際
し
て
、
義
務
の
運
営
が
問
題
と
な
る
場
合
、
人
間
に
封
し
て
、
織
豊
と
い
ふ
自
然
葛
的
を
放
聴
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
ふ

や
う
な
無
理
な
要
求
が
爲
さ
れ
ぬ
や
う
に
注
意
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
事
は
如
何
な
る
有
限
的
存
在
者
一
般

も
繁
し
得
な
い
の
と
同
じ
く
、
人
闇
も
聾
し
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
寧
ろ
入
聞
は
、
義
務
の
命
令
が
あ
ら
は
れ
た
場
合
は
、
こ
の
や
う
な

顧
慮
を
度
外
親
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
』
（
6
げ
①
O
畦
・
　
勺
畦
騨
×
．
　
ω
．
　
b
o
刈
Q
Q
・
）
と
蓮
べ
て
る
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
カ
ン
ト
に
於

て
道
徳
的
行
爲
の
動
機
と
し
て
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
自
然
目
的
と
し
て
の
人
闇
の
質
質
的
な
幸
爾
が
、
曹
遍
的
法
則
の
形

式
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
濫
徳
性
と
、
少
く
と
も
合
掌
か
ら
否
定
し
遵
ふ
も
の
と
し
て
相
煮
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
法
則
の
謝

象
た
る
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
連
覇
は
、
何
等
か
の
形
に
於
て
、
格
輩
に
於
て
意
志
の
規
定
根
擦
た
の
得
ぬ
實
質
的
な
人
血
の
幸
爾

を
も
容
認
し
、
寧
ろ
之
左
苞
含
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
既
に
賢
践
理
性
息
女
に
於
て
、
『
然
し
乍
ら
、

こ
の
幸
縞
の
原
理
左
道
徳
性
か
ら
顧
別
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
か
ら
と
て
直
ち
に
繭
者
の
如
上
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
純
粋

費
践
理
性
は
、
人
が
幸
畷
へ
の
要
求
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
欲
す
る
の
で
は
な
く
、
唯
、
職
務
が
聞
題
と
な
る
や

否
や
、
訟
干
輻
に
顧
慮
を
致
す
べ
き
で
な
い
と
豫
ふ
丈
で
あ
る
。
』
（
国
℃
＜
・
ω
幽
Φ
ω
■
）
と
蓮
べ
て
を
り
、
叉
｛
示
敏
論
に
鋳
て
も
、
そ
れ
自
身
に

於
い
て
槻
ら
れ
た
る
自
然
的
傾
向
性
は
寧
ろ
善
で
あ
の
、
そ
れ
を
根
絶
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
無
釜
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
寧
ろ
有
害
で
あ

る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
る
る
。
（
閃
。
ピ
ψ
旬
。
。
）
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
、
　
こ
の
論
丈
に
於
て
も
、
『
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
的
善
』
を
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

義
し
て
、
『
世
界
企
禮
に
於
い
て
、
最
も
純
粋
な
る
道
徳
性
と
も
亦
結
澄
せ
る
、
道
徳
性
に
適
つ
た
普
逓
的
な
る
幸
輻
』
で
あ
る
と
な
し
、

義
務
の
概
念
と
は
そ
れ
に
向
っ
て
全
力
を
墨
げ
て
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
『
そ
の
も
の
は
、
威
程
一
方
の
側
か
ら
は
嵐
來
て
も
、

爾
側
か
ら
綜
合
し
て
考
へ
る
こ
と
は
我
々
の
力
で
は
出
來
な
い
が
故
に
、
理
性
を
し
て
道
徳
的
支
配
者
及
び
賢
践
的
意
園
に
於
け
る
未
來

の
生
命
に
封
ず
る
信
仰
を
彊
ひ
る
の
で
あ
る
。
』
（
6
置
Φ
O
吋
◎
℃
貝
㊤
瀦
。
ω
・
b
の
刈
り
，
）
と
膏
一
口
っ
て
み
る
。
抑
、
賢
践
灘
性
批
鋼
の
黒
垂
論
に
於
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轡
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こ
の
『
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
的
善
』
と
は
、
人
格
に
於
け
る
徳
と
幸
縞
の
調
和
的
な
一
致
に
於
て
成
立
す
べ
き
蓮
徳
的
意
志
の
封

象
で
あ
り
、
『
唯
、
我
々
人
聞
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
導
燈
の
側
か
ら
求
め
る
こ
と
ぽ
、
絶
封
的
に
誤
謬
で
あ
り
、
又
有
徳
訴
願
箭
が
必
然

的
に
幸
輻
辻
生
す
る
と
い
あ
壌
こ
の
命
題
は
、
絶
婦
警
に
譲
謬
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
唯
そ
れ
が
感
性
界
に
於
け
る
原
熱
性
の
彫
式
と
し

て
考
察
さ
れ
る
眠
h
、
即
ち
、
私
が
感
逢
界
に
於
け
る
現
存
在
を
環
性
約
存
在
碧
○
晦
一
の
實
存
の
方
法
で
あ
る
と
以
還
ナ
る
場
含
に
の

み
、
從
っ
て
、
陛
俘
的
に
の
み
誤
謬
∵
　
（
お
）
ζ
ψ
犀
・
じ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
二
律
背
反
は
、
同
一
の
影
野
潜
を
、
　
一
方
で
は
現

象
と
し
て
、
常
に
自
然
機
構
に
適
つ
た
感
性
界
に
於
け
る
原
因
性
を
有
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
熊
本
禮
と
し
て
の
客
気
性
を
有
す
る

も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
依
っ
て
の
み
解
決
せ
ら
れ
得
る
と
考
へ
る
カ
ン
㌃
に
撃
て
は
、
當
然
コ
圓
に
於
て
、
そ
の
本
忍
駒
原
因
性

の
勤
象
と
し
て
の
爾
徳
の
一
致
が
想
定
さ
れ
て
を
の
、
唯
、
有
限
的
な
る
我
々
人
触
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
感
性
界
に
於
て
求
め
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
り
、
道
徳
的
法
則
は
、
管
毛
の
格
摩
に
謝
し
て
、
そ
の
普
遍
性
の
形
式
を
指
示
す
る
に
遇
ぎ
な
い
。
從
っ
て
、
こ
の
普
遜

性
の
形
式
な
る
も
の
は
、
我
々
人
聞
に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
我
々
の
道
徳
的
野
点
は
、
飽
く
迄
そ
れ
に
基
づ
い
て
導
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
他
面
我
々
は
、
既
に
引
用
し
た
カ
ン
｝
の
叙
述
か
ら
、
我
々
に
は
そ
の
曹
遜
性
の
形
式
以
外
の
何
者
を

も
知
る
こ
と
を
得
ぬ
道
徳
的
法
則
も
、
そ
の
本
彊
的
な
…
封
象
と
し
て
は
、
最
高
薯
な
る
極
め
て
豊
穣
な
概
念
を
有
ち
、
ひ
い
て
は
費
践
理

性
の
要
請
に
依
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
淋
の
存
在
、
及
び
讐
魂
の
不
死
と
い
ふ
道
徳
的
信
仰
の
獣
験
を
も
、
今
こ
」
で
論
ず
る
こ
と
は
出
來

ぬ
が
、
少
く
と
も
勲
等
か
の
方
法
に
依
っ
て
そ
の
立
法
の
封
象
と
な
し
得
る
丈
の
費
質
を
有
っ
て
み
る
こ
と
が
推
測
出
歯
る
の
で
あ
り
、

一
方
で
は
、
カ
ン
㍗
と
共
に
道
徳
的
法
則
の
形
式
性
を
、
超
え
る
こ
と
の
出
差
ぬ
限
界
と
し
て
続
落
し
つ
』
も
、
他
方
、
そ
の
内
容
を
、

何
等
か
の
方
法
に
依
っ
て
、
探
求
し
根
津
づ
け
る
こ
と
は
、
話
説
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
又
そ
の
こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
學
の
形

式
性
左
正
常
に
理
解
す
る
所
以
と
も
な
り
得
る
と
思
ふ
。

　
然
し
、
上
に
蓮
べ
た
純
粋
理
性
概
念
と
し
て
の
道
徳
的
法
則
が
、
そ
の
封
象
と
し
て
輻
徳
の
一
致
し
だ
最
高
善
を
立
て
る
と
い
ふ
こ
と

は
、
當
然
の
こ
と
乍
ら
、
道
徳
的
行
爲
に
於
け
る
意
志
の
規
定
根
糠
た
る
格
率
に
於
て
、
そ
の
普
編
…
性
の
形
式
以
外
の
何
物
か
が
動
機
と

　
　
　
カ
ン
ト
雛
徳
暫
墨
に
闘
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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誓
雛
研
究
　
蕗
隙
百
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

し
て
付
加
は
る
こ
乏
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
夢
解
の
動
機
と
し
て
は
、
飽
迄
も
そ
の
普
遽
的
法
則
の
み
で
充
分
で
あ
っ
て
、
カ
ン
｝
は

『
最
高
の
而
も
我
々
の
協
力
に
依
る
世
界
に
於
け
る
可
能
的
善
を
、
す
べ
て
の
事
物
の
究
極
冒
的
と
し
ズ
想
定
す
る
必
要
は
、
道
徳
的
動

機
を
歓
除
し
て
み
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
生
す
る
必
要
で
は
な
く
、
そ
こ
に
於
て
の
み
、
封
象
が
之
等
の
諸
動
機
に
も
適
合
し
て
、
目
的
自

切
（
帥
ち
道
徳
的
究
極
目
的
）
と
し
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
得
る
や
う
な
外
的
諸
砂
煙
に
於
け
る
必
要
で
あ
る
。
』
（
日
ゲ
Φ
o
磐
℃
引
解
ψ
b
。
お
・

》
昌
ヨ
。
甚
蛋
昌
ぴ
q
）
と
言
っ
て
み
る
。
つ
ま
り
我
々
の
意
志
を
外
的
關
係
に
於
て
規
定
す
る
爲
に
は
、
何
等
か
の
意
志
の
封
象
が
必
要
で
あ
り
、

そ
れ
は
道
徳
的
意
志
の
場
合
、
彊
ひ
て
求
め
る
な
ら
ば
、
紅
蓮
の
最
高
善
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
高
善
は
純
粋
理
性
概
念
の
箪

な
る
理
想
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
動
機
と
し
て
凝
議
か
の
賢
質
を
付
加
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
唯
我
々
の
種
々
な
る
意
志
の
封

象
を
そ
の
外
的
　
暴
評
に
於
て
概
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
で
そ
れ
自
身
目
的
自
盤
と
し
て
存
立
し
得
る
や
う
な
封
禅
は
、
道
徳
的
法
則
の
封
象
と

し
て
の
善
の
理
念
の
み
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
更
に
そ
の
善
の
理
念
は
、
我
々
が
世
界
に
於
け
る
諸
票
物
と
道
徳
的
關
係
に
立
つ
時
、

そ
の
国
的
の
系
列
の
究
極
目
的
と
し
て
の
最
高
善
と
い
ふ
立
場
に
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
封
象
と
す
る
我
々
の
意
志
は
、
翠
に
形
式

的
法
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
超
え
て
、
撰
張
的
な
非
恩
顧
的
意
志
と
し
て
働
く
の
で
あ
診
、
之
は
我
々
の
格
率
が
形
式
的
に
指
示
さ
れ
る

普
遍
的
法
則
と
一
致
す
る
時
、
同
時
に
こ
の
や
う
な
外
的
關
係
が
域
捷
し
て
る
る
と
考
へ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
開
、
こ
れ
は
特
殊

な
種
類
に
帯
す
る
意
志
規
定
で
あ
る
。
即
ち
す
べ
て
の
目
的
の
全
盤
の
理
念
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
含
我
汝
が
激
界
に
於
け
る
票

物
と
或
種
の
道
徳
的
驕
係
に
立
つ
な
ら
ば
、
我
儘
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
道
徳
的
法
則
に
從
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
そ
の
根
祇
に
お

か
れ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に
こ
の
や
う
な
細
思
（
道
徳
的
最
高
目
酌
に
適
つ
た
世
界
）
が
費
存
す
る
こ
と
を
實
現
す
る
爲
に
、

全
力
を
潜
く
ナ
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
義
務
が
付
加
は
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
』
（
一
び
一
飢
．
　
ω
。
　
ω
Q
Q
O
●
）
と
言
っ
て
み
る
。
即
ち
、
道
徳
の
問
題
左
、

カ
ン
ト
は
箪
に
そ
の
内
的
な
個
人
的
逡
徳
性
の
問
題
と
し
て
把
へ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
世
界
に
於
け
る
現
實
．
の
外
的
關
係
に
於

て
と
ら
へ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
縄
入
的
な
面
革
酬
品
性
の
…
場
A
口
に
於
、
て
ぽ
、
我
々
の
意
★
心
は
道
徳
的
法
…
期
の
並
H
満
遡
的
形
式
を
格
率
に
於
け
る

規
定
的
重
器
と
す
る
に
過
ぎ
ぬ
が
、
更
に
そ
の
道
徳
的
意
志
が
外
的
關
係
に
顧
て
、
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
無
事
を
そ
の
理
念
的
勤
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象
と
す
る
場
合
に
於
て
は
、
金
利
已
的
意
志
と
し
て
糠
界
の
他
の
諸
事
物
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ぽ
淋
毒
意
志
と
も
類

比
的
に
幡
羅
へ
得
る
師
岡
…
人
的
氷
海
出
恩
回
心
と
し
て
鰍
曳
き
、
サ
で
の
や
う
な
外
的
四
關
…
係
に
於
て
は
、
門
下
山
筒
難
問
を
究
糎
…
輿
的
と
す
、
る
種
々
転
顧
る
目
的
の

系
列
が
考
へ
得
る
無
界
を
現
賛
に
可
能
な
ら
し
め
、
そ
こ
で
は
、
個
人
の
道
徳
的
行
爲
の
動
機
た
る
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
費
質
的
な
幸
編
を

目
的
と
す
る
意
志
も
、
最
高
善
を
指
向
す
る
世
界
に
於
け
る
【
つ
の
闘
的
々
意
志
と
し
て
、
或
意
味
で
の
客
繍
観
的
存
在
を
許
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
Q
そ
し
て
こ
の
場
含
最
高
警
は
、
個
人
の
内
的
原
理
に
熱
し
て
は
、
容
心
的
に
は
そ
の
道
徳
的
法
則
を
通
し
て
の
意
志
の
規
定
的

根
糠
と
し
て
働
き
、
又
主
観
的
に
は
道
徳
的
心
術
に
於
け
る
奪
敬
の
封
象
で
あ
の
、
璽
に
世
界
全
幾
に
封
し
て
は
す
べ
て
の
事
物
の
究
極

鼠
的
と
し
て
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
繹
で
あ
っ
て
、
而
も
そ
の
關
係
は
同
時
的
で
あ
り
、
こ
㌧
に
於
て
我
汝
は
、
カ
ン
ト
に
於
け

る
道
徳
的
意
志
が
、
箪
に
個
人
的
五
徳
の
原
理
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
に
止
ま
ら
す
、
或
意
味
で
の
瓶
會
的
原
理
と
し
て
掘
握
さ
れ
て
る
る

と
い
ふ
こ
と
を
推
測
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
ガ
ル
ヴ
ェ
に
依
っ
て
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
一
方
面
に
帯
親
さ
れ
て
る
る
と
非
難
さ
れ

る
応
諾
の
問
題
は
、
カ
ン
ト
自
身
決
し
て
道
徳
性
と
封
立
的
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
法
則
と
同
時
に
威
立
し
、
道

徳
の
融
叢
雨
在
り
方
を
示
す
と
考
へ
ら
れ
る
蘭
的
論
約
雛
系
に
於
て
は
、
ガ
ル
ヴ
ェ
が
書
ふ
の
と
は
叉
別
な
意
味
で
の
客
前
的
存
在
を
認

め
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
詳
し
く
は
後
蓮
の
分
析
と
根
櫨
づ
け
を
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
我
涛
は
こ
の
場
合
既
に
カ
ン
ト
が
滋
徳
的

法
則
の
普
通
的
形
式
の
他
に
、
何
等
か
の
意
昧
に
於
け
る
そ
の
置
数
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
示
し
て
み
る
こ
と
を
撚
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
言
ふ
迄
も
な
く
、
こ
の
善
意
志
が
最
高
善
な
る
封
象
を
燃
し
て
、
何
等
か
の
實
質
的
な
世
界
に
働
き
か
け
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ

の
言
質
が
動
機
と
し
て
道
徳
的
原
理
の
内
に
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
清
く
そ
の
や
う
な
最
高
善
が
目
的
と
し
て
立
て
ら

れ
る
と
い
ふ
こ
と
・
は
、
い
は
ゴ
本
盗
的
原
因
性
の
封
象
と
し
て
、
即
ち
理
念
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
Σ
に
カ
ソ
｝
が

周
一
の
煮
転
潜
を
、
一
方
で
は
現
象
と
し
て
、
・
又
他
方
で
は
泡
盛
と
し
て
考
へ
る
と
い
ふ
二
律
背
反
の
解
決
の
重
要
性
が
存
す
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
経
験
的
立
場
に
於
て
混
同
す
る
ガ
ル
ヴ
ェ
は
、
業
平
の
聞
題
が
若
君
の
動
機
に
於
て
見
失
は
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
力
論

し
、
而
も
行
爲
に
際
し
て
・
は
、
そ
の
動
機
が
義
務
の
意
識
よ
り
も
先
行
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
次
の
や
う
に
㎜
冨
ふ
。
尉
．
私
は
、
道
徳

　
　
　
カ
ン
ト
道
二
四
難
に
翻
す
至
考
察
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
扇
九
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誓
融
耀
究
‘
熔
閥
百
避
か
置
號
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
跨
○

的
義
務
を
短
く
ナ
こ
と
が
善
の
題
厨
の
下
に
面
す
る
か
否
か
を
間
ふ
前
に
、
一
般
的
に
先
づ
何
物
か
が
蕃
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
餓
ら
ね

げ
憩
仙
ら
ね
。
入
は
、
ム
、
の
行
鋤
…
が
瞬
け
ら
れ
る
べ
郡
ざ
鵠
標
を
謹
め
定
め
一
得
る
晶
瀦
ゲ
一
、
彼
を
行
…
動
へ
と
移
†
瓦
ヤ
う
艦
鵡
鋤
…
機
を
有
た
ね
ば
へ
仙
ら

ぬ
。
』
（
滋
窓
。
欝
℃
3
×
・
ω
・
昏
。
Q
。
同
紳
）
こ
れ
は
ヵ
ソ
ト
の
い
ふ
霧
遍
約
法
鋼
が
、
道
徳
釣
行
管
の
動
擾
と
し
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
非
難

十
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
｝
ぱ
之
に
礁
…
へ
て
、
『
然
り
、
モ
の
こ
と
ば
正
し
く
私
が
到
達
せ
ん
と
求
め
て
み
る
も
の
で
あ
る
。
　
人
が
、

彼
に
目
標
（
目
的
）
が
定
め
ら
れ
る
に
先
立
っ
て
有
っ
こ
と
の
出
面
る
動
機
と
は
、
依
然
と
し
て
、
明
ら
か
に
法
則
が
及
ぼ
す
（
人
が
如

何
な
る
臼
的
を
有
ち
、
叉
そ
の
燈
求
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
規
定
さ
れ
す
に
）
尊
敬
を
通
じ
て
の
法
則
以
外
の
も
の
で

は
あ
り
得
な
い
か
ら
C
』
徐
瓢
P
＞
三
⇒
Φ
二
子
謎
瞬
）
と
い
ふ
。
　
ガ
ル
ヴ
轟
の
立
場
は
、
　
い
ぼ
f
善
の
認
識
と
行
爲
と
を
匿
濁
す
る
立
場
で
あ

・
り
、
カ
ン
ト
の
筈
癌
的
法
則
の
形
式
の
問
題
を
善
の
認
識
と
解
し
、
そ
の
規
定
に
依
っ
て
は
瓦
燈
的
な
る
廊
廟
の
動
的
な
働
き
の
欲
け
る

こ
と
を
非
難
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
が
、
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
論
議
ぽ
『
善
と
い
ふ
詞
の
曖
瞭
さ
に
就
い
て

の
戯
れ
G
』
以
外
の
釘
物
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
法
則
の
形
式
と
い
ふ
の
ぽ
、
我
順
の
格
率
に
乏
し
て
そ
の
新
出
性
の
形
式
の
み

し
か
示
し
得
ね
叡
智
的
な
性
格
の
故
に
、
行
爲
の
圭
欝
に
回
し
て
は
、
直
ち
に
圭
親
的
な
．
尊
敬
の
感
情
を
賄
心
起
し
、
そ
の
故
に
寧
ろ
絶
封

的
に
能
動
的
な
る
表
徳
的
行
爲
の
動
機
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
ぽ
か
ル
ヴ
ェ
の
問
題
と
す
る
幸
輻
の
動
機
の
…
問
題
に
就
い

て
は
、
『
先
づ
差
逼
り
、
　
私
が
そ
の
義
務
に
反
し
て
行
証
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
確
・
實
、
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
後
程
そ
れ
が
私
の
道
徳

的
に
（
自
然
陶
に
で
は
な
く
）
善
き
状
態
と
一
致
し
得
る
限
り
、
幸
輻
を
追
求
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
』
（
↓
》
o
o
弊

等
銘
・
ω
』
。
。
Q
。
・
）
と
言
っ
て
み
る
ρ

　
更
に
ガ
ル
ヴ
ェ
は
、
カ
ン
ト
の
如
く
幸
爾
へ
の
欲
求
と
襲
務
へ
の
繁
華
を
随
別
す
る
こ
と
ぽ
、
経
験
的
意
識
に
於
て
は
不
可
能
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
『
私
と
し
て
は
、
　
こ
の
理
念
の
類
別
が
頭
の
中
で
は
充
分
絶
滅
さ
れ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
こ
の
願
望
と
努
力
の
歴

別
ぽ
心
惰
の
中
で
ぽ
見
翻
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
加
之
、
如
釘
に
し
て
そ
の
幸
幡
に
癒
す
る
要
求
が
純
粋
に
切
離
さ
れ
て
、
そ
れ
故
義
務
が
全

く
非
利
己
的
に
費
行
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
誰
か
に
意
識
さ
れ
得
る
と
い
ふ
こ
と
が
理
解
出
旅
ぬ
の
で
あ
る
。
』
（
8
げ
①
O
歯
噛
　
℃
肘
恥
琶
．
ω
●
い
O
Q
◎
蕊
●
）

ぜ
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と
轡
ひ
、
又
『
こ
の
や
う
な
精
密
な
理
念
の
腰
別
は
、
蜥
…
別
西
諸
封
象
に
就
い
て
考
察
す
る
場
合
に
鶴
に
曖
昧
化
さ
れ
、
そ
し
て
行
爲
に

際
し
て
、
欲
望
や
意
瞬
に
適
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
場
合
に
は
、
発
く
沿
…
滅
し
て
了
ふ
。
』
（
、
吻
7
0
0
村
’
℃
暁
ρ
×
陰
　
ω
●
ト
こ
O
Q
㎝
こ
①
’
）
と
、
饗
す
る
に
カ
ン

ト
の
道
徳
哲
學
の
形
式
的
な
至
聖
さ
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
幻
燈
の
役
に
立
た
ぬ
こ
と
を
難
ず
る
の
で
あ
る
が
、
既
に
蓮
べ
た
如
く
、
カ
ン

ト
に
出
て
は
も
と
く
哉
務
と
は
心
情
の
意
識
と
は
別
の
次
元
に
囑
す
る
も
の
で
あ
斡
・
、
営
爲
と
し
て
の
義
務
の
意
識
と
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の

問
題
と
す
る
経
験
的
意
識
と
は
別
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
カ
ン
ト
ぽ
か
ル
ヴ
ェ
の
上
蓮
の
非
難
に
慮
へ
・
て
『
然
し
、
人
は
そ
の
義
務
を

全
く
非
利
己
的
に
蟹
行
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
純
紳
に
す
る
爲
に
、
傘
輻
へ
の
要
求
が
義
務
の
概
念
か
ら
切
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い

ふ
こ
と
は
、
最
大
の
明
瞭
性
を
以
て
意
識
し
て
み
る
。
』
庵
冨
。
構
・
℃
審
図
・
o
。
・
卜
。
。
。
野
）
と
言
ふ
の
で
あ
り
、
夏
に
『
そ
の
発
き
純
粋
性
に
於
け

る
義
務
の
概
念
は
、
夫
々
の
幸
輻
よ
り
取
來
つ
た
、
或
ひ
は
そ
れ
と
共
に
幸
幅
に
…
封
ず
る
顧
慮
左
混
じ
た
動
…
概
：
：
こ
れ
は
常
に
多
く
の

技
術
と
考
慮
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
：
：
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
比
較
を
絶
し
て
、
よ
り
箪
一
献
で
あ
め
’
、
よ
り
明
瞭
で
あ
り
、
各
人

の
費
践
的
専
行
に
恕
し
て
、
よ
り
容
易
に
」
よ
り
自
然
的
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
人
闇
理
事
の
刹
断
に
於
て
す
ら
も
、

も
し
唯
、
理
性
に
算
し
て
、
而
も
こ
れ
ら
の
諸
動
機
を
切
離
し
、
加
之
こ
れ
と
封
立
的
に
人
聞
の
意
志
に
欝
ら
さ
れ
る
な
ら
ば
、
後
蔚
の

利
己
的
な
原
理
を
籍
り
旋
高
階
囚
よ
り
も
、
遙
か
に
力
強
く
、
よ
り
徹
底
約
で
、
効
果
“
．
簿
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
』
（
↓
び
。
◎
鉾
℃
峯
野
ω
・
鱒
G
。
①
・
）

と
言
ひ
、
又
『
入
が
、
之
を
爲
す
べ
き
が
故
に
爲
し
能
ふ
と
自
覧
す
る
こ
と
は
、
彼
の
内
に
紳
的
素
質
の
深
さ
を
開
示
し
、
そ
れ
は
彼

に
、
い
は
三
石
の
眞
費
の
使
命
の
偉
大
さ
と
、
崇
高
性
に
済
す
る
淋
聖
な
る
予
隠
者
を
感
ぜ
し
め
る
。
』
（
6
満
O
O
賊
．
｝
u
戦
渦
区
．
し
。
。
糟
G
O
団
I
G
◎
嘔
）
と
言
っ

て
み
る
。
要
・
す
る
に
、
ガ
ル
ヴ
ェ
識
は
カ
ン
ト
め
道
値
鱒
折
門
思
学
を
そ
の
形
式
挫
の
故
に
郷
師
範
F
的
で
あ
り
、
梯
弟
嫁
の
役
に
填
た
漁
と
瓢
醐
山
釧
る
の
で

あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
説
く
と
こ
ろ
ぽ
寧
ろ
そ
の
逆
で
あ
っ
て
、
這
徳
的
法
期
は
、
我
汝
の
悠
率
に
そ
の
形
式
の
み
し
か
示
し
得
ぬ
性
格
の

軸
似
に
、
脚
買
質
的
に
は
自
己
を
含
め
た
庸
＋
宙
を
支
｝
配
す
る
融
旧
へ
の
、
い
は
樽
溢
穂
…
的
信
仰
に
砦
右
づ
，
《
原
理
と
も
な
り
得
る
こ
と
左
彊
～
調
す
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
現
實
の
謎
黒
癩
経
験
に
於
、
て
、
箪
一
的
で
あ
り
乍
ら
而
も
甚
だ
錠
り
多
い
原
理
と
し
て
、
所
謂
理
論
的
に
正
し
い

も
の
は
、
瞥
鹸
瞬
に
即
し
て
も
亦
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
な
八
二
ω
・
“
。
o
G
Q
。
・
）
で
は
参
し
て
、
今
迄
独
備
約
に
論
じ
來
つ
た

　
　
　
カ
ン
ト
遠
穏
智
學
瓢
鮒
す
る
一
掛
．
鍛
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
コ
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醤
學
研
究
　
第
四
再
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

カ
ン
ト
の
王
徳
的
法
期
の
費
質
と
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
が
如
何
に
し
て
現
・
賢
の
謎
・
曾
に
於
け
る
實
朧
的
原
理
と
し
て
役

立
ち
得
る
の
で
あ
ら
う
か
？
・
　
以
下
私
は
、
そ
の
こ
と
に
就
い
て
、
直
接
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
學
の
圭
要
著
作
の
古
聖
を
試
み
て
み
よ
う
。

第
二
章
清
極
的
自
由
と
積
極
的
自
由

　
今
迄
醜
に
考
察
し
た
や
う
に
、
ガ
ル
ヴ
ェ
の
如
き
カ
ン
ト
へ
の
誤
解
の
最
大
の
原
因
は
、
カ
ン
ト
が
二
徐
背
反
の
問
題
に
撃
て
指
摘
し

た
、
同
一
の
行
四
這
を
感
性
界
に
於
け
る
原
困
性
に
從
ふ
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
禮
と
し
て
は
叡
智
界
に
於
け
る
原
因
性
に
從
ふ
も

の
と
し
て
考
へ
る
と
い
ふ
ご
世
界
読
の
問
題
：
：
ひ
い
て
は
こ
れ
が
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の
形
式
性
と
い
ふ
性
絡
を
招
位
す
る
の
で
あ
る
が

：
：
が
正
當
に
理
解
さ
れ
て
み
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
問
題
を
正
営
に
理
解
す
る
爲
に
は
、
そ
の
形
式
性
の
中

に
、
寧
ろ
そ
の
性
格
の
故
に
能
動
的
で
あ
り
、
費
際
的
で
あ
る
と
幕
張
さ
れ
る
道
徳
的
法
澗
の
内
雰
を
、
何
等
か
の
方
法
に
依
っ
て
把
握

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
し
た
。
然
し
乍
ら
、
實
践
理
性
原
理
の
本
禮
的
な
原
菌
性
が
問
題
と
な
る
に
し
て
も
、
從
來

の
猫
断
的
形
而
上
學
の
在
り
方
が
否
定
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
自
ら
そ
の
本
盤
的
原
困
性
の
性
格
も
異
っ
て
み
る
諜
で
あ
っ
て
、

そ
の
黙
を
明
ら
か
に
す
る
爲
に
は
、
カ
ン
ト
が
㎝
、
純
粋
理
性
の
金
號
系
の
要
石
を
な
す
認
と
い
ひ
、
又
『
経
験
論
者
に
と
っ
て
は
…
説
き

の
石
で
あ
る
が
、
批
剰
的
遊
徳
論
老
に
と
っ
て
は
、
崇
高
な
る
費
践
的
原
理
を
開
く
鍵
で
あ
る
。
』
と
も
言
っ
て
み
る
自
由
の
概
念
に
就

い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
逝
徳
的
法
則
の
積
極
的
な
る
内
容
左
窺
ひ
、
一
方
で
は
叉
批
難
哲
學
の
限
界
を
踏
超
え
ぬ
や
う
に
警
戒
す
る
こ

と
が
適
営
で
あ
る
と
思
ふ
Q

　
周
知
の
如
く
、
自
由
の
概
念
は
、
實
践
理
性
批
鋼
に
於
て
も
、
道
徳
形
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
に
於
て
も
、
先
づ
そ
の
非
依
存
性

a
匿
σ
ご
貯
鷺
ぴ
q
冨
簡
¢
と
い
ふ
形
の
先
験
的
自
由
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
託
ち
、
意
志
の
薪
射
的
規
定
左
含
む
賢
面
的
原
則
は
、
純
紳
理

性
が
そ
の
原
理
を
與
へ
る
も
の
で
あ
る
御
三
、
定
鴛
的
命
法
を
下
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
経
験
．
的
に
輿
へ
ら
れ
る
實
質

（
竃
翼
①
二
⑦
）
が
そ
の
意
志
の
規
定
的
根
茎
と
な
る
限
り
の
絡
箪
は
綱
約
的
で
あ
・
り
、
定
書
的
命
法
を
含
み
得
な
い
。
從
っ
て
、
『
箪
な
る
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形
式
に
從
っ
て
の
み
意
志
の
規
定
的
根
曳
を
含
み
得
る
や
う
な
』
格
率
の
み
が
理
性
的
存
在
砦
の
實
蹉
的
原
則
た
め
得
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
晶
剛
…
提
の
上
で
規
｛
疋
的
で
あ
わ
得
る
や
う
な
意
聖
心
は
、
必
然
的
に
先
づ
威
…
官
【
の
封
象
た
．
る
現
象
界
に
依
存
し
な
い
、
鄭
ち
自
由
で

あ
る
と
い
ふ
性
格
を
有
つ
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
前
述
の
先
端
、
的
自
由
で
あ
る
が
、
カ
．
ン
｝
は
更
に
そ
の
自
由
を
濡
極
無
意
味
に
於
け
る

自
由
と
、
積
極
的
意
味
に
於
け
る
自
由
と
に
置
心
し
て
を
り
（
図
唱
く
・
ψ
ω
ε
、
そ
の
意
味
で
は
前
蓮
の
自
由
ぽ
未
だ
消
極
的
な
も
の
で

し
か
あ
の
得
な
い
Q
で
は
そ
の
自
由
の
積
極
的
意
味
と
ぱ
何
で
あ
ら
う
か
？
　
カ
ン
ト
は
之
を
懸
濁
理
性
批
判
に
於
て
は
、
課
題
〔
則
に
於

け
る
立
法
的
形
式
（
（
｝
①
ω
①
紳
N
ひ
q
①
ぴ
①
渇
山
Φ
　
男
O
弓
一
つ
・
　
国
℃
＜
’
　
ω
．
　
N
り
．
）
に
求
め
て
み
る
。
印
ち
、
法
則
の
實
質
が
自
由
意
志
を
規
齢
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
以
上
、
自
学
意
志
左
規
定
す
る
も
の
は
法
則
の
形
式
以
外
に
ぽ
あ
り
得
な
い
と
い
ふ
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
カ
ン
ト
道
徳
脂

漏
の
形
式
性
と
い
ふ
の
も
、
こ
の
黙
に
由
嘉
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
こ
」
で
自
由
と
無
制
約
客
振
畿
的
法
則
、

即
ち
理
性
の
自
繰
と
の
密
接
な
縮
關
粛
係
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
中
に
於
て
我
意
に
直
接
的
に
遺
徳
的
法
則
が
意
識
さ
れ
て
く

る
の
で
あ
り
、
篤
農
の
積
極
的
な
意
味
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
f
あ
り
、
又
そ
こ
に
意
識
さ
れ
る
道
徳
的
法

則
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
は
カ
ン
ト
自
身
も
指
摘
す
る
遜
り
、
極
め
て
璽
大
な
問
題
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
も
し
こ
』
に
嘗
て
意
識
さ
れ
る
這
徳
的
法
則
な
る
も
の
が
、
極
め
て
外
面
的
に
理
解
さ
れ
、
カ
ン
ト
の
表
題
が
示
す
通
の
に
、
弛
の
多

く
の
道
徳
的
野
命
題
が
、
本
禮
的
な
實
践
理
性
の
原
則
か
ら
丈
宇
熱
り
演
繹
」
、
」
れ
る
こ
と
が
串
馨
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
そ
の
間
題
ぽ
極
め
て

簡
翠
で
あ
・
り
、
そ
の
形
式
性
の
問
題
も
生
じ
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
問
題
は
そ
の
や
う
な
原
則
は
本
來
的
に
根
示
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ

る
と
こ
ろ
が
ら
く
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
』
に
示
さ
れ
る
純
粋
實
践
理
性
の
原
則
と
い
ふ
の
は
、
周
知
の
如
く
『
汝
の
意
志
の
格
率
が
、
鴬

に
詞
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
安
饗
し
得
る
や
う
に
行
擁
せ
よ
。
』
〈
囚
づ
く
・
ψ
A
O
・
）
と
い
ふ
極
め
て
形
式
的
な
手
績
き
を
示
す
の
み

で
あ
っ
て
、
原
理
と
い
っ
て
も
何
等
そ
の
内
容
的
な
も
の
を
規
定
し
て
み
な
い
。
然
し
そ
れ
は
、
決
し
て
カ
ン
ト
が
問
題
の
解
決
を
怠

っ
た
の
で
ば
な
く
、
そ
の
原
理
の
内
容
は
、
　
『
軍
に
入
間
の
み
に
限
ら
す
、
理
性
及
び
意
志
左
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
存
在
砦
に
閥
卜

し
、
否
、
最
高
叡
知
と
し
て
の
無
限
的
存
在
蔚
を
も
包
括
す
る
。
臨
（
翻
℃
鐙
ψ
q
。
ド
）
も
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
如
く
、
煙
毒
に
は
本
來
規

　
　
　
カ
ン
ト
避
徳
哲
學
に
闘
す
・
エ
考
察
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解
職
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ヂ

　
　
　
誓
墨
照
究
　
第
四
蒔
一
瓢
十
鷹
…
雛
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
着

々
繊
來
ぬ
性
格
の
も
の
で
・
の
る
爪
鳥
で
あ
参
、
漁
㌧
れ
故
コ
ー
ヘ
ン
。
も
管
蹴
ふ
が
如
く
、
阻
凝
密
に
い
へ
ば
乱
尤
雨
湿
的
貼
勲
爵
卿
臨
～
原
理
の
演
繹
と
い
ふ
こ

と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
唯
、
『
搬
見
そ
の
も
の
』
鶏
糞
鳥
Φ
鼻
窪
薦
。
喰
包
σ
馨
・
葭
・
O
o
冨
三
誕
鎚
窪
じ
d
㊦
ひ
q
急
コ
篇
§
α
q
島
興
節
三
搾
ω
・
唱
り
）

が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
『
磯
見
そ
の
も
の
。
』
と
い
ふ
の
は
、
カ
ン
｝
が
『
理
性
の
幽
・
賢
隠
（
聞
p
簿
虚
導
飯
①
民
く
Φ
騰
昌
q
鼠
ρ
函
犠
く
・

ψ
も
。
目
・
）
と
呼
ぶ
純
輝
醤
耳
当
理
性
の
原
則
の
意
一
敗
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
診
、
如
何
な
る
薩
…
親
に
も
基
づ
か
ざ
る
先
天
酌
綜
合
命
題
と
し
て
我

汝
に
邉
の
漁
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
が
或
事
を
爲
す
べ
し
と
意
識
・
ア
る
が
故
に
そ
れ
を
隠
し
能
ふ
と
判
証
す
る
時
に
認
識
す
る
自
由
は
、

こ
の
照
性
の
纂
實
に
基
づ
く
も
の
で
め
つ
て
、
そ
の
事
實
に
よ
り
、
意
志
ぽ
實
践
的
に
自
然
的
必
然
性
と
は
別
の
原
延
性
を
自
ら
始
め
、

更
に
そ
れ
に
位
し
て
客
槻
的
現
費
性
左
與
へ
る
こ
と
に
な
る
。
と
も
か
く
理
性
は
こ
の
蟻
賢
に
墓
つ
い
て
の
み
、
實
史
的
に
、
道
徳
的
法

期
と
名
附
け
ら
れ
る
普
逓
的
法
則
を
與
へ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
由
ぽ
理
性
の
自
律
と
同
じ
、
意
味
を
有
ち
、
そ
の
本
燈
的
な
積
極
的
意

味
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
含
、
理
性
の
手
下
に
就
い
て
の
カ
ン
ト
の
所
説
を
更
に
詳
細
に
考
察
し
、
そ
こ
に
理
論
理
性
の

問
題
か
ら
一
貫
、
し
た
合
理
玉
響
潜
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
性
格
を
見
失
は
ぬ
や
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
ふ
。

　
カ
ン
ト
は
上
述
の
理
性
の
異
種
に
就
い
て
の
自
認
か
ら
生
じ
て
く
る
純
粋
意
志
の
問
題
を
次
の
如
く
に
考
へ
て
る
る
。
邸
ち
、
『
我
々

は
、
恰
も
理
性
が
そ
れ
に
依
っ
て
我
々
に
法
則
を
指
示
す
る
必
然
性
、
及
び
理
性
が
我
々
に
教
示
す
る
穂
べ
て
の
経
験
的
諸
條
件
の
捨
象

を
濠
擁
す
る
こ
と
に
依
っ
て
純
粋
理
論
的
原
理
を
意
識
す
る
が
如
く
に
、
純
粋
實
離
婁
法
購
を
意
識
す
る
こ
と
が
畠
來
る
。
恰
も
純
粋
悟

性
継
念
が
前
者
か
ら
生
す
る
と
同
じ
く
、
後
者
か
ら
純
輝
意
志
概
念
が
生
す
る
の
で
め
る
。
』
（
閑
℃
＜
・
ω
・
ω
9
）
と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
の

｛
場
ム
ロ
、
純
粋
ぬ
将
士
心
と
い
ふ
理
性
概
へ
芯
の
原
…
心
性
が
、
ふ
小
胎
雛
的
な
も
の
に
繍
…
し
、
マ
ハ
我
々
に
と
っ
て
不
可
知
的
な
も
の
で
・
の
る
こ
と
を
考
へ

れ
ば
、
字
性
の
事
々
に
侠
る
這
徳
的
法
則
の
意
識
と
い
ぶ
の
は
、
熱
性
の
必
然
的
な
活
動
に
封
＋
る
確
信
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
に
な

り
、
カ
ン
ト
折
門
學
の
恥
綜
監
系
中
で
最
も
形
而
上
黙
寧
的
な
も
の
に
繋
が
る
の
で
ひ
っ
て
、
後
程
カ
ン
ト
に
よ
つ
で
．
提
出
∵
こ
れ
る
脚
買
気
』
理
性
の

要
請
と
し
て
の
蓮
徳
的
信
仰
の
問
題
も
、
そ
の
…
覆
系
の
中
に
於
て
は
寧
ろ
こ
の
察
費
に
就
い
て
の
意
識
の
内
容
と
し
て
生
じ
て
く
る
べ
き

も
の
で
る
る
と
思
は
れ
る
が
、
こ
の
時
直
ち
に
享
實
を
嘉
し
て
の
理
性
の
働
蓑
を
形
術
上
學
的
な
る
も
の
と
考
へ
て
、
例
へ
ば
。
ハ
ウ
ル
ゼ
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謬

ソ
の
如
く
、
カ
ン
ト
を
形
而
上
學
考
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
寧
ろ
合
理
圭
嚢
考
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
性
格
を
曖
昧
な
ら
し
め
る
ぽ
か

り
で
意
味
ぽ
な
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
』
で
は
カ
ン
ト
が
、
費
陵
理
性
の
必
然
性
の
問
題
を
持
出
す
場
合
、
そ
れ
を
理
論
理
性
の

有
つ
必
然
性
と
の
比
論
に
於
て
考
へ
て
る
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
恰
も
理
論
理
性
に
煽
て
、
直
親
及
び
悟
性
の
あ
ら
ゆ
る
働
き
に
先
立
っ
て

根
源
的
不
・
鍵
的
肱
な
『
我
黒
一
ふ
』
と
い
ふ
比
ル
験
的
糖
机
膵
測
が
晶
贈
官
さ
れ
弦
凹
け
れ
ば
嘱
猛
ら
な
か
っ
た
如
く
、
、
實
践
㎝
骨
性
に
於
て
も
、
例
…
へ
ぼ
『
我

爲
す
・
べ
し
』
：
：
こ
れ
を
｝
災
に
本
人
服
的
～
に
蜘
署
へ
れ
ば
、
こ
の
、
理
性
の
命
法
は
我
と
い
ふ
個
人
的
な
・
も
の
を
超
え
、
翼
に
有
隈
温
存
一
続
者
へ

の
關
係
を
離
れ
て
、
そ
の
も
の
自
身
と
し
て
は
『
べ
し
』
と
い
ふ
命
法
の
形
を
出
す
も
の
で
は
な
い
が
：
：
と
い
ふ
が
・
獺
き
理
性
の
根
源

的
慕
費
が
前
提
さ
れ
て
る
る
と
・
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
そ
し
て
そ
の
蚕
紙
に
贈
る
の
が
叡
知
的
な
る
本
知
的
原
因
性
で
あ
り
、
そ
こ

に
自
∵
田
の
積
極
的
意
味
も
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
Σ
に
そ
の
積
麺
的
自
由
を
取
出
　
す
に
し
て
も
、
そ
れ
ぽ
決
し
て
形
而
上
學
を
前

奏
に
持
出
し
て
論
・
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
表
面
に
あ
ら
は
れ
る
の
は
飽
迄
も
理
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

と
が
一
面
主
裁
的
な
道
徳
的
意
志
を
、
有
限
的
存
在
考
の
側
か
ら
形
式
的
に
し
か
取
扱
ひ
得
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
そ
の
黙
カ

ン
ト
の
合
理
圭
義
嚢
と
し
て
の
性
格
を
強
調
す
る
方
が
、
問
題
を
混
概
さ
せ
漁
爲
に
寧
ろ
肝
要
で
あ
っ
て
、
コ
：
ヘ
ン
が
こ
の
際
の
自
由

の
積
極
的
意
味
に
注
目
し
つ
」
も
、
そ
れ
を
『
本
葺
の
自
由
』
（
男
「
⑦
一
財
①
刷
け
島
の
門
　
累
O
鑑
留
P
Φ
冨
O
昌
）
で
は
な
く
、
　
『
自
∵
隣
と
い
ふ
本
盤
㎞
（
Z
o
亭

日
①
ロ
○
β
α
駿
東
毒
鰹
。
罫
）
と
し
て
、
自
由
の
本
雛
廓
内
客
を
理
性
概
念
の
統
制
的
な
働
き
に
限
定
し
た
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
正
欝
で
あ

る
と
思
は
れ
る
。
唯
、
重
要
な
こ
と
は
、
　
一
面
そ
の
や
う
に
カ
ン
ト
の
形
式
圭
義
を
立
て
乍
ら
も
、
他
面
そ
の
内
容
と
な
る
圭
雛
的
な
画

題
を
充
分
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
理
盤
の
事
實
に
基
づ
、
い
て
、
そ
の
形
式
性
の
中
に
そ
の
内
容
と
な
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て

の
正
當
な
確
信
と
洞
察
を
有
つ
こ
と
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
費
践
理
性
批
劇
に
総
て
は
、
こ
の
形
式
的
な
費
践
理
性
の
原
則
の
含
む
内

客
に
就
い
て
論
ず
る
こ
と
は
、
當
然
そ
の
辮
三
論
を
正
面
か
ら
主
題
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
寳
獲
理
性
の
鋤
象
の
無
制
約
無
記
盤
と
し
て

の
最
高
善
、
及
び
そ
の
佳
節
と
し
て
の
嬢
魂
の
不
死
・
紳
の
存
在
等
に
就
い
て
論
じ
な
け
れ
獣
，
単
寧
ら
訟
の
で
め
る
が
、
こ
れ
ら
に
就
い
て

の
骸
蓮
は
、
理
性
の
雛
系
的
塾
合
性
の
面
に
軍
黙
が
訟
か
れ
て
を
め
、
そ
の
内
容
を
取
扱
ふ
上
か
ら
は
寧
ろ
臨
接
的
で
あ
る
爲
に
、
今
は

　
　
　
カ
ン
ト
滑
磐
嬬
哲
…
墨
r
に
陶
…
す
’
る
一
渚
㎡
鋸
甜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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誓
學
珊
㌶
藩
暇
二
三
＋
韮
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

一
癒
そ
の
問
題
を
遜
け
て
、
本
來
第
こ
要
綱
と
岡
じ
隠
題
を
扱
っ
て
み
る
と
思
解
れ
る
道
徳
形
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
に
於
て
、

指
示
す
る
定
雷
的
命
法
の
範
式
に
就
い
て
、
道
徳
的
法
刷
の
圭
櫃
的
貸
質
を
取
上
げ
て
深
礎
と
し
て
み
よ
う
。

理
性
の

第
三
章

誓

的

命
法
ぐ7｝

範
式
に

就
1．　1

て
I

l

道：

徳
的
法
則
の
實
質

　
前
述
の
如
く
、
實
践
理
性
の
原
則
は
、
そ
の
中
に
生
す
べ
き
道
徳
的
法
則
を
把
擁
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
極
め
て
形
式
的
な
指
示
を
與

へ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
は
決
し
て
問
題
を
…
閑
却
し
た
の
で
は
な
く
、
超
感
性
単
な
る
道
徳
的
法
則
の
原
因
性
は
、
我
々
に

と
っ
て
本
來
的
に
把
握
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
而
も
カ
ン
ト
は
、
そ
の
實
践
的
法
則
を
費
践
理
性
の
諸
賢
に
就
い
て
意
識
し
得

る
と
考
へ
て
る
る
。
こ
れ
は
い
は
f
感
性
的
な
る
我
々
人
聞
が
、
超
感
性
的
な
も
の
を
、
事
實
と
し
て
、
押
す
べ
き
が
故
に
爲
し
能
ふ
と

い
ふ
形
で
自
畳
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
か
か
る
自
畳
と
は
、
一
癖
何
を
封
象
と
し
、
叉
［
…
羅
ど
の
や
う
な
形
で
そ
の
客
地

早
寒
梅
郷
を
興
へ
ら
れ
る
の
で
あ
賜
う
か
？
　
カ
ン
ト
は
蓮
徳
形
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
の
結
語
に
撃
て
、
次
の
や
う
な
詞
を
蓮
べ
て
る

る
。
　
『
我
汝
は
、
威
勢
道
徳
的
命
法
の
實
践
的
無
制
約
的
必
然
性
を
掘
拝
し
な
い
。
然
し
、
我
ゐ
は
そ
の
不
可
把
握
性
を
把
握
す
る
。
こ

の
こ
と
が
、
原
理
に
於
て
人
間
理
性
の
限
界
に
至
る
迄
追
求
す
る
奮
起
か
ら
、
正
犯
に
期
待
し
得
る
す
べ
て
ぼ
あ
る
。
』
（
○
累
ω
．
　
ω
●
心
Φ
ω
．
）

で
は
、
そ
の
不
可
杷
握
性
を
杷
握
す
る
と
は
　
禮
何
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
の
場
合
カ
ン
ト
が
意
味
す
る
の
は
、
前
述
の
理
性
の
專
費
に
於

け
る
義
務
の
意
識
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
唯
そ
れ
を
慕
賢
と
規
定
す
る
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
超
感
性
的
な
る
も
の

に
近
づ
く
方
法
は
な
い
で
あ
、
b
う
か
7
・
　
カ
ッ
シ
ラ
ー
に
依
れ
ば
、
こ
の
や
・
う
舷
な
こ
と
を
試
み
る
の
は
、
或
意
味
で
〔
は
批
罪
過
”
風
牽
の
蟻
一
般
瓢

を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
カ
ン
ト
は
道
徳
形
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
に
鞭
て
、
後
遠
す
る
定
言
的
命
法
の
三
種

類
の
範
式
に
就
い
て
蓮
べ
た
後
で
、
q
道
徳
的
劇
毒
に
於
け
る
場
合
』
｛
欝
臨
巽
ω
鐸
一
綜
げ
Φ
降
じ
d
o
霞
叶
魚
ご
p
㈹
）
と
、
『
、
同
時
に
溢
徳
的
法
則
に

這
入
り
込
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
場
合
』
（
ユ
①
諺
ω
葺
囲
8
げ
窪
○
。
ω
Φ
§
窪
σ
q
或
畠
肖
ぎ
ぴ
Q
ρ
同
茜
く
①
『
ω
。
野
津
窪
）
と
を
細
別
し
て
次
の
や
う
に
言
つ
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て
る
る
。
口
、
人
は
、
道
徳
的
判
定
の
場
合
に
於
て
ば
、
常
に
最
も
…
腋
密
な
る
方
法
に
三
っ
て
行
動
し
、
「
同
時
に
普
遍
的
た
り
得
る
や
う
な

格
率
に
從
っ
て
行
燈
せ
よ
。
し
と
い
ふ
定
言
的
命
法
の
普
癒
的
範
式
を
根
抵
に
お
い
た
方
が
よ
い
。
然
し
、
岡
時
に
道
徳
的
法
則
に
這
入
り

込
む
こ
と
を
許
さ
れ
よ
う
と
思
ふ
な
ら
ば
、
同
一
の
行
爲
を
上
櫨
の
三
つ
の
概
念
（
【
註
」
定
言
的
命
法
の
三
つ
の
範
式
を
指
す
）
を
逓

過
し
て
引
廻
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
依
っ
て
、
合
駒
を
能
ふ
溜
り
直
槻
に
近
づ
か
し
め
る
の
が
有
事
で
あ
る
。
』
（
○
鎮
ω
・
ω
・
餐
？
ご
こ

れ
に
依
っ
て
み
れ
ば
、
道
徳
的
法
則
は
本
立
的
原
因
性
を
有
ち
、
我
々
が
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
く
と
も
何

等
か
の
方
法
に
依
っ
て
そ
れ
を
我
六
の
直
槻
に
近
づ
け
る
方
法
は
と
ら
れ
て
る
る
筈
で
あ
り
、
叉
そ
れ
を
試
み
る
こ
と
が
、
蓮
徳
的
法
則

の
内
容
に
つ
い
て
の
正
露
な
理
解
を
得
、
更
に
そ
れ
が
客
［
面
的
女
舞
性
を
得
る
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
呉
雛
〃
的
な
内
容
に
就
い
て
鏡
ふ
手

掛
り
と
も
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
示
す
と
こ
ろ
に
從
っ
て
、
三
徳
形
而
上
學
へ
の
基
礎
付
け
に
於
け
る
諸
範
式

左
順
匙
遽
っ
て
槍
討
し
て
み
よ
う
。

　
道
徳
形
弼
上
砂
へ
の
基
礎
付
け
に
於
て
、
カ
ン
ト
は
定
言
的
命
法
に
於
け
る
超
感
性
的
な
る
理
性
法
則
と
感
性
的
な
る
我
々
の
有
つ
格

率
と
の
關
係
を
示
し
て
次
の
や
う
に
言
ふ
。
　
『
命
法
は
、
法
則
の
他
に
は
、
こ
の
法
則
に
適
合
し
て
あ
る
べ
き
だ
と
い
ふ
絡
率
の
必
然
性

を
含
む
の
み
で
あ
り
、
而
も
法
期
は
自
ら
限
局
せ
ら
る
べ
き
何
等
の
封
象
を
も
有
た
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
回
し
て
行
爲
の
立
傘
が

心
血
す
べ
き
法
則
…
般
の
普
遍
性
以
外
の
何
物
も
淺
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
適
合
性
の
み
が
命
法
を
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
表
象
す
る
の

で
あ
る
。
』
（
○
護
ω
・
ω
・
爵
ゲ
ρ
）
即
ち
、
格
率
と
い
ふ
の
は
我
々
の
行
爲
の
霊
槻
的
原
理
で
あ
の
、
理
性
は
そ
れ
に
均
し
て
そ
の
主
親
の
上

件
に
適
合
し
て
そ
の
賢
良
的
規
則
を
粥
示
す
る
。
そ
れ
が
假
言
的
命
法
の
場
合
は
、
理
性
は
常
に
何
等
か
の
感
官
の
心
象
に
依
っ
て
制
約

さ
れ
る
が
、
定
言
的
命
法
の
場
合
に
看
て
は
、
理
性
は
無
制
約
駒
で
あ
の
、
そ
の
場
合
立
法
者
た
る
自
転
意
志
は
、
そ
の
先
天
的
綜
合
的

な
る
法
則
が
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
封
し
て
安
噛
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
曹
遍
性
の
形
式
以
外
の
何
物
も
示
さ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

從
っ
て
絡
率
が
こ
の
普
遍
的
法
期
に
遍
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
必
然
性
が
、
理
性
的
存
在
者
が
そ
れ
に
依
っ
て
行
動
す
べ
き
原
則
、
帥

ち
命
法
と
な
っ
て
く
る
謙
で
あ
の
、
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
は
、
『
定
言
的
命
法
は
唯
一
つ
あ
る
の
み
で
、
正
し
く
次
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
讃
帯
鞭
誓
學
に
鰍
脚
す
る
一
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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「
そ
れ
に
依
っ
て
、
汝
が
、
同
時
に
絡
率
が
普
遽
的
法
恥
と
な
る
こ
と
を
意
欲
し
得
る
や
う
な
購
買
に
…
從
っ
て
の
み
行
馳
せ
よ
。
ヒ
（
○
竃
。
り
”
ω
・

・
齢
一
・
）
と
言
ふ
の
で
あ
り
、
之
は
第
二
疵
剰
に
於
て
示
さ
れ
た
純
粋
實
慶
理
性
の
原
則
と
同
一
の
意
味
の
も
の
で
め
る
。
こ
の
範
式
は
、

そ
の
盤
絡
が
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
却
っ
て
最
も
嚴
密
な
も
の
で
あ
り
、
又
　
般
的
な
も
の
で
も
あ
っ
て
、
他
の
諸
範
式
も
こ

の
範
式
を
基
礎
と
し
て
種
々
に
展
開
さ
れ
、
前
論
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
行
爲
の
道
徳
的
鯛
定
の
場
合
に
鴬
に
之
を
そ
の
根
祇
に
置
く
べ
き

こ
と
を
い
ふ
の
で
め
る
が
、
そ
れ
丈
に
こ
の
範
式
の
み
か
ら
は
そ
の
・
器
質
を
窺
ふ
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
諸
種
の
誤
解
の
原
因
と
も
な
る

の
で
あ
る
。
間
題
と
な
る
の
ぽ
『
輪
帯
が
善
遜
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
欲
し
得
る
。
』
と
い
ふ
鮎
に
就
い
て
f
あ
る
が
、
こ
の
命
題
を
外

面
的
に
文
字
通
夢
解
し
、
例
へ
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
如
く
、
普
懸
的
法
周
と
い
ふ
の
を
軍
に
論
理
的
普
丁
霊
と
い
ふ
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、

次
の
や
う
な
解
繹
が
生
じ
て
く
る
。
邸
ち
、
格
率
と
い
ふ
の
ぽ
行
爲
の
主
群
的
原
理
で
あ
参
、
當
然
何
等
か
の
費
質
に
依
っ
て
規
定
さ
れ

る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
格
率
が
二
四
逓
的
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
、
｛
疋
蕾
口
的
命
法
と
な
り
得
る
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
曲
H
急
性
を
有
っ
た
撫
賞
質
．

に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
が
定
言
的
命
法
と
な
る
課
で
わ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
毛
質
は
、
そ
れ
が
概
念
と
し
て
一
般
化
さ
れ
た
場
合
普
遍

性
を
有
ち
得
る
か
ら
、
そ
の
結
果
あ
ら
ゆ
る
格
率
が
定
言
的
命
法
を
下
し
得
る
道
徳
的
法
則
と
な
9
得
る
と
い
ふ
解
毒
で
あ
る
が
、
前
蓮

の
如
く
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
こ
の
場
野
帰
逓
的
法
…
期
と
い
ふ
の
ぽ
叡
知
的
な
原
困
性
を
有
し
、
超
感
性
的
な
本
慨
を
も
そ
の
費
質
と
し

て
有
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
這
徳
的
法
…
期
は
必
ず
下
溝
的
で
あ
る
が
、
論
理
的
普
遍
性
は
必
ず
し
も
道
徳
的
法
則
を
意
味
し
な
い

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
解
読
は
カ
ン
ト
の
筆
意
を
理
解
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
主
凱
約
で
あ
り
且
實
質
に
依
っ
て

規
定
さ
れ
る
格
蓼
が
如
．
何
に
し
て
客
濡
燕
で
あ
り
而
も
叡
知
的
原
因
性
達
有
つ
法
期
た
り
得
る
の
で
あ
ら
う
か
？
・

　
格
寧
は
飽
迄
も
實
質
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
煽
石
が
圭
槻
的
で
お
夢
佃
入
学
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
飽
迄
も

自
愛
の
原
理
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
法
則
で
ぽ
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
故
ロ
バ
羅
に
形
式
の
上
か
ら
で
も
普
漏
…
厳
法
鰐
と
一
致
す
る
や
う
な
格
華

で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
ば
、
費
質
に
依
っ
て
規
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
の
費
質
．
は
個
人
的
、
主
號
的
な
勲
賞
で
ぽ
な
く
し
て
、
容
鼻
筋
で
あ

り
、
超
翠
黛
的
な
貸
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
嶽
。
そ
の
や
う
な
實
．
質
と
ぽ
何
か
？
・
些
か
飛
躍
的
に
言
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
ぽ
人
格
に
於
け
る
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人
闘
性
と
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
人
善
性
と
い
ふ
の
ぽ
、
彼
此
の
雑
多
な
人
聞
的
性
質
の
す
べ
て
を
指
す
の

で
ぱ
な
く
、
理
性
と
調
和
し
九
完
全
な
る
人
聞
、
い
は
雲
本
盤
的
入
臨
9
¢
三
G
き
慈
嵩
一
δ
菖
、
邸
も
主
擁
の
深
み
㍗
二
子
し
て
摂
学
的
な

意
味
で
容
槻
購
と
な
り
得
た
人
閤
性
で
あ
り
、
そ
の
や
う
な
人
聞
性
億
輩
に
自
己
の
内
都
に
於
て
調
和
的
で
あ
る
の
み
な
ら
す
、
他
人
と

の
相
互
…
開
係
に
於
て
も
．
調
覇
的
で
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
道
徳
的
法
則
と
一
致
し
得
る
や
う
な
格
率
の
費
質
は
、

か
か
る
豊
漁
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
：
：
現
實
の
我
々
人
聞
性
の
盤
質
が
如
何
に
し
て
こ
の
や
う
な
客
槻
性
を
有
ち
得

る
か
と
い
ふ
こ
と
ば
後
程
更
に
論
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
：
：
、
こ
の
場
合
我
々
が
絡
率
の
賢
質
を
論
ず
る
時
に
、
そ
れ
を
軍
に
個
入

的
に
取
上
茂
る
に
止
ま
ら
す
、
ど
う
し
て
も
そ
の
客
槻
的
な
入
聞
の
相
五
關
係
に
於
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ね
こ
と
ぽ
注
意
す
べ
き
で
あ

る
と
思
ぷ
。

　
こ
の
事
櫃
は
、
次
に
提
示
認
こ
れ
る
晶
腿
寓
の
範
。
式
を
曇
声
換
へ
た
も
の
に
於
、
て
｝
災
に
明
瞭
と
な
る
。
邸
ち
次
の
出
語
底
に
於
て
一
は
、
　
『
汝
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
つ
　
　
　
む

爲
の
格
率
が
、
汝
の
意
志
に
依
っ
て
碧
遇
的
自
然
法
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
如
く
行
饗
せ
よ
。
』
（
O
竃
ω
・
ω
・
熱
唱
・
）
と
言
換
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
　
ヘ
レ
ゲ
ル
が
言
ふ
が
如
く
に
、
も
し
こ
の
普
遍
的
法
則
と
い
ふ
の
が
軍
に
論
理
的
曹
遍
性
を
意
味
す
る
に
雪
ぎ
な
い
な

ら
ば
、
何
も
態
々
こ
の
場
合
そ
れ
を
自
然
法
則
と
言
換
へ
る
必
要
は
無
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
殊
更
に
此
薩
に
こ
の
や
う
に
」
冨
は
れ
て
る

る
の
ぽ
、
麟
に
蓮
べ
た
如
く
、
そ
の
讐
懸
的
法
則
と
い
ふ
の
は
叡
知
的
な
る
道
徳
法
則
・
：
・
細
入
的
に
雷
ふ
な
ら
ば
自
由
の
原
因
性
：
：

の
軍
な
る
形
式
を
表
現
し
て
み
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
則
が
叡
知
的
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
不
可
知
な
も
の
で
あ
．
る
丈
に
、
我
汝

の
経
験
に
そ
れ
髪
適
用
す
べ
き
手
掛
の
が
無
く
、
行
爲
が
製
法
か
否
か
の
鰭
骨
は
不
可
能
と
な
る
か
ら
、
管
践
的
論
断
力
は
、
そ
の
道
徳

的
法
則
が
普
遍
性
と
い
ふ
形
式
の
上
か
ら
自
然
勤
象
に
於
て
象
徴
化
さ
れ
た
る
自
然
法
刷
を
そ
の
範
型
（
8
く
弓
蝿
。
り
）
と
し
て
用
意
す
る
の

で
あ
っ
て
、
第
二
批
判
に
於
て
は
、
カ
ン
｝
は
之
と
同
じ
こ
と
を
『
純
粋
瞥
献
魏
理
性
の
法
則
の
下
に
於
け
る
劇
断
力
の
規
則
』
と
し
て
、

蔚、

�
ﾌ
意
濾
す
る
行
爲
が
、
汝
が
が
そ
の
一
部
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
然
の
法
則
に
從
っ
て
起
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
汝
は
そ
の
行
爲
を

汝
の
意
志
に
依
っ
て
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
無
し
得
る
か
否
か
を
汝
自
ら
に
問
へ
。
』
（
團
く
唱
ノ
さ
　
Q
り
●
O
り
・
）
と
言
っ
て
み
る
。

　
　
　
か
ン
ト
漕
甥
上
卿
墨
丁
に
闘
鵬
す
る
一
溺
ゾ
寂
甥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



652

　
　
　
誓
攣
研
究
　
嬉
四
百
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
今
こ
の
自
然
法
則
な
る
も
の
を
逓
し
て
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
法
則
の
性
格
を
察
知
す
る
爲
に
、
カ
ン
ト
が
實
際
に
こ
の
法
則
を
道
徳
的

判
定
に
適
用
し
て
み
る
例
髪
考
察
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
禦
、
自
己
に
封
ず
る
完
金
義
務
』
の
例
と
し
て
、
事
績
く
災
害
や
難
難
の
爲
に
生
活

を
絶
望
し
た
入
が
自
殺
を
決
意
し
た
場
合
、
そ
の
格
率
は
自
然
法
則
た
り
得
る
か
と
い
ふ
に
、
そ
の
場
合
の
格
率
は
、
　
『
生
長
ら
へ
て
苦

し
む
よ
り
も
、
自
愛
の
情
か
ら
し
て
自
殺
し
た
方
が
ま
し
だ
。
』
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
自
愛
の
原
理
が
普
遍
的
自
然
法
則
で
あ
り

得
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
今
の
場
合
問
題
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
答
へ
て
『
感
情
の
職
分
は
生
命
の
進
捗
を
促
す
こ
と
で
あ
る
の

に
、
而
も
そ
の
感
惜
に
依
っ
て
生
命
を
破
壌
す
る
こ
と
が
自
然
法
則
海
り
得
る
な
ら
ば
、
か
』
る
自
然
は
自
己
自
身
に
謝
し
て
矛
盾
し
、

そ
し
て
そ
れ
故
自
然
と
し
て
存
立
し
な
い
で
あ
ら
う
。
』
（
∩
一
鶴
ω
。
o
り
◎
蒔
昏
⊇
b
o
●
）
と
誉
っ
て
み
る
。
之
に
依
っ
て
考
察
し
て
も
、
こ
の
場
合
自

然
法
則
と
い
ふ
の
は
、
輩
に
物
理
的
な
自
然
法
則
を
意
属
す
る
の
で
は
な
く
、
例
へ
ば
『
感
情
は
生
命
の
進
捗
を
促
す
べ
き
で
あ
る
』
と

い
ふ
や
う
に
、
我
々
人
闇
を
含
む
宇
宙
全
盤
の
調
和
的
統
｝
を
麦
配
す
る
法
則
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
豫
備
的
に
言
ふ
な
ら
ば
、
宇
宙

全
盤
の
目
的
論
的
原
理
が
こ
の
場
合
道
徳
的
法
則
の
範
型
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
推
測
す
る
ヒ
と
が
出
照
る
と
思
ふ
。

　
最
初
の
範
式
に
於
て
、
『
格
輩
が
普
逓
的
法
則
と
な
る
。
』
乏
い
ふ
際
に
、
何
等
か
の
賢
質
が
意
志
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

は
既
に
述
べ
た
し
、
叉
そ
の
實
質
が
人
格
に
於
け
る
人
間
性
で
あ
る
こ
と
も
既
に
豫
備
的
に
論
じ
て
を
い
距
が
、
カ
ン
｝
は
最
初
は
形
式

の
上
か
ら
考
察
し
た
範
式
を
次
に
は
そ
の
費
、
質
の
上
か
ら
考
察
し
や
う
と
す
る
。
帥
ち
、
こ
の
絡
率
の
費
．
質
と
い
ふ
の
は
、
先
づ
第
一
に

あ
ら
ゆ
る
入
間
に
於
て
普
遍
的
で
あ
り
、
第
二
に
カ
ン
ト
道
徳
壱
越
の
性
格
上
、
叡
知
的
な
原
因
性
を
有
つ
法
則
の
立
法
者
海
の
得
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
　
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
岬
、
目
的
自
註
と
し
て
存
在
し
得
る
も
の
』
と
考
へ
、
　
そ
れ
を
自
然
界
に
於
て
探
し
求
め

て
、
㎝
、
人
間
及
び
一
般
に
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
は
、
目
的
自
警
と
し
て
存
在
し
、
輩
に
あ
れ
や
こ
れ
や
の
意
志
の
任
意
の
使
用
の
手

段
と
し
て
の
み
な
ら
す
、
自
己
自
身
に
關
し
て
、
又
聞
の
翼
性
的
存
在
奢
に
漏
し
／
・
．
向
け
ら
れ
た
行
爲
に
於
／
一
、
常
に
同
時
に
目
的
と
し

て
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
』
（
O
嵐
ω
・
再
訪
鉾
）
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
、
そ
こ
か
ら
『
汝
自
身
の
人
格
に
出
て
も
、
他
の
如
何
な
る
人
絡
に

於
け
る
入
通
性
を
も
、
常
に
同
時
に
隆
駒
と
し
て
使
用
し
、
輩
に
手
段
と
し
て
使
用
せ
ぬ
や
う
に
行
饗
せ
よ
。
』
（
○
窓
ω
・
ω
・
お
メ
）
と
い
ふ
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命
法
の
範
式
を
導
き
出
す
の
で
あ
っ
て
、
嚴
籍
に
い
へ
ば
、
最
初
の
範
式
を
提
出
す
る
際
、
費
ぽ
こ
の
實
質
ぱ
醜
に
豫
測
さ
れ
て
居
た
と
見

る
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
帥
ち
、
道
徳
的
法
則
に
｝
致
す
る
格
率
の
霊
盤
は
、
こ
の
目
的
と
し
て
見
ら
れ
た
る
人
間
性
で
あ
る
課
で
あ
る

が
、
そ
の
人
置
性
は
、
個
入
の
内
部
に
顧
て
圭
皇
籍
に
み
ら
れ
海
場
合
に
ぽ
、
寧
ろ
溢
徳
的
法
則
を
立
て
る
意
志
の
原
因
性
と
な
り
得
な

い
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
む
、
そ
れ
が
こ
」
に
道
徳
的
法
即
の
主
燈
と
し
て
考
へ
ら
れ
得
る
爲
に
は
、
営
倉
そ
の
立
場
の
縛

換
が
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
翫
に
指
携
し
た
如
く
、
こ
の
場
合
の
人
間
性
は
、
　
『
入
が
現
實
的
に
自
分
自
身
で
昌
的

と
す
る
や
う
な
封
象
』
で
は
な
く
、
　
『
我
々
が
如
何
な
る
目
的
を
有
た
う
と
欲
し
よ
う
と
も
、
法
則
と
し
て
縮
べ
て
の
圭
親
的
目
的
の
最

高
の
制
約
的
僚
件
を
構
成
す
べ
き
答
槻
的
闘
的
と
し
て
表
象
さ
れ
て
を
り
、
從
っ
て
純
粋
理
性
か
ら
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
』
（
の
寓
ω
．
ω
・

畠
こ
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
圭
槻
的
に
は
理
性
原
理
と
封
弔
す
る
人
蘭
性
が
、
斑
性
の
立
法
を
通
じ
て
の
外
的
砂
壌
に
於
て
は
、

共
通
に
奪
短
し
合
ふ
べ
き
客
擬
的
目
的
と
し
て
観
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
弛
な
ら
す
、
遜
徳
的
法
則
は
、
輩
に
掴
入
道
徳
の
形

に
於
て
§
は
な
く
、
未
だ
理
念
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
他
を
包
む
世
界
に
於
け
る
人
魚
閥
係
の
原
理
と
し
て
、
即
ち
就
會
的
倫
理
法
則
と

し
て
把
へ
お
れ
て
み
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
恩
ふ
。
翻
ち
第
二
批
判
に
於
て
、
理
性
の
無
制
約
的
立
法
と
い
ふ
こ
と
に
軍
勤
が
置

か
れ
、
主
槻
の
内
部
に
於
て
動
機
と
封
立
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
道
徳
的
法
則
ぽ
、
費
は
風
戸
に
成
立
し
て
み
る
外
的
人
聞
關
係
に
鞭
て
、
人

聞
性
を
そ
の
統
制
的
隅
的
と
し
て
み
る
諜
で
あ
っ
て
、
第
一
章
に
於
て
、
ガ
ル
ヴ
ェ
が
カ
ン
ト
に
於
て
一
方
的
に
無
観
さ
れ
て
み
る
と
非

難
す
る
貿
質
的
な
人
聞
の
幸
輻
も
、
そ
の
外
的
關
係
に
於
け
る
非
利
己
的
意
志
の
主
雛
と
し
て
そ
の
客
観
駒
存
在
を
許
さ
れ
る
と
い
ふ
こ

と
左
指
摘
し
か
が
、
そ
れ
も
こ
の
道
徳
的
立
法
と
同
時
に
威
幽
し
て
み
る
べ
き
闘
的
鳶
相
互
關
係
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
れ
ぽ
、

そ
の
や
う
な
瀞
…
係
は
未
だ
理
念
的
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
鋼
　
等
の
矛
盾
も
存
し
な
い
。
と
も
か
く
も
、
繕
人
的
に
は
道
徳
的
意
志
決
定

の
動
機
と
な
り
得
な
い
人
間
盤
も
、
そ
の
梢
五
師
縫
禽
的
關
係
に
於
ぐ
、
ぱ
、
道
徳
的
意
志
の
圭
耽
撒
と
し
て
、
授
章
的
春
寒
に
於
け
る
道
徳

的
法
則
の
一
つ
の
構
威
要
素
を
成
す
も
の
で
・
い
り
、
　
こ
の
場
合
カ
ン
ト
が
『
第
三
の
意
志
の
亭
亭
的
原
理
漏
と
呼
び
、
認
、
各
頭
性
的
存
在

考
の
意
志
は
讐
遍
的
立
法
酌
意
志
で
あ
る
と
い
ふ
難
念
』
（
○
ζ
ρ
Q
D
・
心
G
。
ご
と
い
ふ
道
徳
的
法
則
は
こ
の
や
う
な
目
暴
評
關
係
に
於
け
る

　
　
　
カ
ン
ト
漕
㌶
偲
哲
一
聯
轡
に
畷
…
す
る
一
考
撚
渉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
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誓
繊
珊
究
　
第
照
百
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

原
理
で
あ
る
筈
で
あ
め
・
、
そ
れ
は
最
早
主
槻
の
内
部
に
於
け
る
動
機
の
問
題
を
続
っ
て
入
聞
性
を
封
縁
約
に
捨
象
す
る
原
理
で
ぱ
な
く
、

自
挫
に
於
け
る
入
闘
性
を
そ
れ
自
製
髪
結
と
し
て
生
か
ナ
完
垂
性
の
党
略
で
わ
〉
、
瞬
講
意
志
の
自
律
の
概
念
と
い
ふ
の
も
、
こ
の
や
う

な
原
理
に
於
け
る
意
志
の
自
律
で
な
く
て
ぽ
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
や
う
な
自
穣
的
意
志
が
す
べ
て
の
黒
旗
的
存
在
者
に
於
て
認
め
ら

れ
、
そ
の
理
性
的
存
在
考
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
る
入
闘
的
相
読
關
係
と
ぽ
ど
の
や
う
な
關
係
で
あ
る
の
か
？
　
カ
ン
｝
は
、
こ
の
自
律
の

概
念
は
、
　
『
そ
の
擬
念
に
依
存
し
た
甚
だ
豊
か
な
る
概
念
、
・
鄙
ち
目
的
の
玉
置
歌
Φ
…
9
魁
鍵
N
≦
8
冨
）
の
概
念
に
導
く
Q
』
へ
○
ζ
ψ
ψ

お
ら
。
・
）
と
雷
っ
て
み
る
。
　
こ
』
に
於
て
、
我
々
が
今
迄
み
て
來
た
蓮
徳
的
法
則
を
原
理
と
す
る
理
性
的
存
在
透
間
の
外
的
椙
亙
關
係
と
い

ふ
の
は
、
こ
の
『
藩
的
の
王
國
』
と
い
ふ
理
念
的
な
欝
晒
論
的
…
総
隈
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
王
國
と
は
種
々
の
理

性
的
存
在
奢
が
共
通
の
法
則
に
依
っ
て
結
合
さ
れ
た
盤
系
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
配
す
る
原
理
ぽ
、
徳
と
礪
と
の
一
致
せ
る
最
高
善
を
理
想

と
し
た
善
意
志
の
原
理
に
麹
な
ら
な
い
。
齢
ち
、
カ
ン
ト
は
彼
が
理
性
に
依
る
道
徳
的
法
則
を
立
て
る
場
含
に
、
　
｝
方
に
於
て
は
そ
の
動

機
と
し
て
．
あ
ら
ゆ
る
物
質
を
捨
象
し
乍
ら
、
他
方
に
於
て
は
そ
の
法
則
の
圭
盤
と
し
て
の
罪
質
を
理
念
的
に
杷
握
し
て
み
る
の
で
あ
り
、

カ
ン
ト
ぽ
、
　
理
性
的
性
質
の
設
定
す
る
，
『
員
的
は
、
善
意
忘
の
費
質
を
な
す
』
（
（
甲
ツ
鹸
m
Ψ
．
ω
富
心
ω
刈
吟
）
と
い
っ
て
み
る
が
、
　
こ
れ
も
か
x
る

關
係
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
｝
は
こ
の
關
係
を
、
　
『
格
率
が
普
劇
的
法
則
で
あ
る
こ
と
が
、
格
率
と
も
亦
爾
…
立
し
得
る
や
う

な
格
奪
以
外
に
依
っ
て
何
等
の
行
爲
も
爲
さ
れ
．
て
は
な
ら
ぬ
。
臨
脚
ち
、
盟
．
意
志
が
そ
の
格
庫
に
依
っ
て
、
同
時
に
自
己
自
身
を
普
逓
的
に

立
法
的
で
あ
る
と
見
倣
し
得
る
や
う
に
の
み
行
記
せ
よ
。
』
（
O
霊
ω
・
ψ
お
餅
）
と
い
ふ
範
式
に
依
っ
て
蓑
現
し
て
み
る
。

　
こ
x
に
於
て
軍
艦
が
想
起
す
る
の
は
、
前
身
の
ガ
ル
ヴ
ェ
に
…
謝
す
る
反
論
に
於
て
、
ガ
ル
ヴ
ェ
が
カ
ン
ト
は
幸
輻
の
問
題
を
無
観
し
て

み
る
と
非
難
し
た
の
に
撰
し
て
、
カ
ン
ト
は
幸
輻
と
道
徳
性
の
一
致
し
完
世
界
に
於
け
る
最
高
の
可
能
的
善
の
み
が
創
遜
出
4
3
の
目
的
で
あ

る
と
慮
へ
、
自
分
が
決
し
て
幸
輻
の
問
題
を
無
観
し
て
み
る
の
で
は
な
い
と
圭
張
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
今
こ
の
や
う
な
目
的
の
王
國
に

撃
て
、
目
的
自
鱒
…
で
あ
る
人
…
間
性
左
｛
賞
質
と
す
る
道
葱
襯
的
法
則
に
於
け
る
圭
盤
的
な
善
意
志
を
考
へ
る
と
き
、
カ
ン
ト
の
主
張
ぽ
何
雄
守
索

張
附
會
的
な
張
星
辮
護
で
は
な
く
、
　
一
方
動
機
の
問
題
に
於
て
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
法
則
の
形
式
性
に
も
拘
ら
す
、
否
、
む
し
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う
そ
の
形
式
性
の
故
に
こ
そ
、
　
弛
面
そ
の
法
則
の
内
容
と
し
て
、
豊
富
な
薄
鼠
を
理
念
と
し
て
有
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
幸
礪
の
原
理

（
悪
罵
鳥
鋤
ヨ
O
ゆ
一
㊦
〉
を
内
的
立
法
の
自
由
原
理
へ
蛍
㊦
葺
巴
。
p
。
践
Φ
）
の
代
り
に
立
て
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
後
者
の
素
質
と
し
て
幸
禧
を
許

鱒
す
る
の
で
あ
っ
て
、
　
こ
Σ
に
我
々
は
カ
ン
ト
道
徳
哲
學
の
形
式
性
が
、
　
少
く
と
も
そ
の
嚴
絡
圭
義
と
直
ち
に
相
逓
す
る
も
の
で
ば
な

く
、
ガ
ル
ヴ
畿
の
非
難
ゴ
て
2
錠
質
浄
．
η
兎
落
し
て
み
る
と
い
ふ
鮪
に
於
て
常
“
．
仏
得
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
な
結
論
出
來
よ
う
。

　
然
し
乍
ら
、
上
申
…
の
意
志
の
自
律
の
概
念
に
依
る
繭
的
の
王
女
と
い
ふ
の
ぽ
、
来
だ
そ
れ
懸
魚
に
於
て
は
軍
な
る
理
想
に
止
ま
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
豊
富
な
る
内
編
を
趨
ち
に
現
費
に
於
て
建
つ
の
で
は
な
い
。
も
し
カ
ン
ト
の
道
徳
虚
血
が
、
そ
の
内
蓉
を
上
蓮
の
如
く

軍
に
理
念
と
し
て
有
つ
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
…
罐
格
圭
義
と
の
非
難
は
ガ
兜
れ
得
て
も
、
更
に
面
接
論
で
あ
る
と
い
ふ
罪
難
は
発
れ
得

ぬ
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
、
彼
の
所
詮
が
所
謂
費
際
の
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
圭
隠
す
る
カ
ン
ト
は
、
更
に
こ
の
蘭
係
を
輩
に
理
念
と
し

て
の
關
係
に
止
ま
ら
す
、
立
際
の
理
性
的
存
在
者
に
依
る
現
賢
化
の
豊
漁
と
し
て
考
へ
る
爲
に
次
の
範
式
を
提
禺
す
る
。
『
そ
れ
故
、
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　

，
の
理
性
的
存
在
者
は
そ
の
格
率
に
依
っ
て
、
自
己
が
常
に
普
遍
的
な
る
感
動
の
王
國
の
立
法
的
議
員
で
あ
る
か
の
如
く
行
爲
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
』
（
O
鑓
ρ
ρ
蕊
N
）
こ
の
場
念
の
理
性
的
存
在
考
と
は
、
理
念
的
な
理
性
的
存
在
者
一
般
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
　
理
性

的
自
然
存
在
者
で
あ
り
、
そ
の
費
質
は
、
今
迄
の
範
式
に
於
け
る
が
如
く
、
理
念
的
に
鼠
的
面
詰
と
し
て
見
ら
れ
た
人
聞
で
は
な
く
、
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

費
の
人
闇
で
あ
っ
て
、
．
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
、
適
営
に
も
か
の
如
く
（
a
ω
o
σ
）
と
い
ふ
表
現
を
用
ひ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
範
式
は
文
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

や
う
に
も
需
換
へ
ら
れ
て
る
る
。
『
自
己
自
身
の
立
法
か
ら
生
す
る
す
べ
て
の
格
寧
は
、
自
然
の
王
懸
と
し
て
の
目
的
の
可
能
的
王
國
と

一
致
す
べ
き
で
あ
る
。
』
（
O
窯
幹
ω
・
畠
⑤
）
そ
し
て
カ
ン
｝
は
、
こ
の
『
自
然
の
王
國
と
し
て
の
目
的
の
可
能
懸
想
國
』
と
い
ふ
の
を
論

明
し
て
次
の
如
き
註
左
付
錦
へ
て
る
る
。
馴
、
目
的
論
は
、
自
然
を
厨
的
の
王
國
と
し
て
考
へ
、
道
徳
は
、
目
的
の
王
國
を
自
然
の
正
國
と

し
て
考
へ
る
。
前
者
に
於
て
は
、
目
的
の
王
國
と
は
親
に
存
在
す
る
も
の
を
論
明
す
る
爲
の
理
論
的
理
念
で
あ
る
。
後
潜
に
重
て
は
、
そ

れ
、
は
現
に
は
存
在
し
な
い
が
、
我
汝
の
行
爲
に
依
っ
て
現
賢
化
し
得
る
も
の
を
、
・
而
も
正
し
く
こ
の
理
念
に
遍
っ
て
域
就
す
る
爲
の
費
践

的
理
念
で
あ
る
。
』
（
Ω
竃
も
り
・
ψ
駆
。
。
9
｝
o
ヨ
。
警
§
搬
）
醐
「
も
、
之
に
依
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
蓮
徳
の
問
題
は
、
目
的
論
を
そ
の
理
念
的
内

　
　
　
カ
ン
ト
道
徳
暫
墨
に
闘
脚
す
る
一
考
擦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
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鷺
畢
研
脱
　
第
畷
頁
三
十
三
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
脚

容
と
し
乍
ら
、
而
も
そ
れ
に
費
践
的
に
客
槻
的
現
｛
貰
性
を
與
へ
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
人
聞
は
、
理
論
的
に
は
反
省
的
に
、
又
統
制
的
に
、

世
界
全
健
監
目
的
と
し
て
と
ら
へ
乍
ら
、
而
も
そ
れ
に
實
践
的
に
客
槻
的
現
實
性
を
與
へ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
我
々
入
聞
に
依
っ

て
客
｛
槻
的
現
費
性
を
　
興
へ
ら
れ
て
…
言
成
さ
れ
て
ゆ
く
自
然
の
王
國
は
、
少
く
と
も
そ
の
理
念
的
費
｝
質
で
あ
る
と
ζ
ろ
の
目
的
の
王
國
に
於

け
る
も
の
と
類
比
的
に
衰
、
へ
得
る
原
理
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
支
配
さ
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
や
・
‘
3
な
自
然
の
王
國
と
は
何
か
？

そ
れ
は
あ
る
べ
き
姿
に
於
け
る
現
費
の
砒
會
で
あ
診
、
歴
皮
的
に
い
ふ
な
ら
ば
、
未
來
に
於
て
費
現
さ
れ
る
べ
き
現
費
の
就
會
の
要
請
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
滋
徳
的
法
則
の
賢
質
と
い
ふ
の
は
、
現
送
に
於
て
は
ど
う
し
て
も
こ
の
や
う
な
形
に
於
て
考
へ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

夢
、
そ
の
意
味
に
於
て
始
め
て
カ
ン
ト
の
道
徳
暫
學
は
侮
辱
の
歴
輿
的
謎
會
に
一
繁
り
を
有
ち
、
カ
ン
ト
の
言
ふ
如
く
、
理
論
…
的
に
正
し
い
も

の
は
實
際
に
も
評
議
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
で
は
カ
ン
ト
自
身
そ
の
歴
史
的
就
會
を
ど
の
や
う
な
眼

を
以
て
観
て
み
る
の
か
？
私
は
今
迄
の
所
読
を
賢
誰
す
る
爲
に
も
、
最
後
に
ヵ
ン
｝
の
歴
史
的
就
曾
観
を
補
足
的
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
四
章
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
歴
史
的
霜
露

　
以
上
の
論
述
か
ら
、
我
六
は
灰
謂
『
目
的
の
王
業
の
立
法
的
威
員
で
あ
る
か
の
如
き
：
：
ト
、
　
或
ひ
は
『
目
的
の
可
能
的
王
國
と
し
て

の
自
然
の
王
國
』
に
於
け
る
理
性
的
存
在
者
の
道
徳
的
行
爲
の
性
格
を
次
の
如
く
推
測
す
る
こ
と
が
繊
來
る
。

　
先
づ
そ
れ
ぽ
、
個
人
的
に
い
へ
ば
、
自
已
の
入
格
に
於
け
る
入
毒
性
を
完
金
に
備
へ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
八
人
の
人
聞

性
を
も
完
全
に
褒
展
さ
せ
る
べ
き
も
の
、
郎
ち
、
道
徳
形
而
上
學
に
於
け
る
『
自
生
の
完
全
性
』
及
び
『
他
人
の
幸
蔽
』
（
筈
ψ
ψ
ω
G
。
9
）

を
同
時
に
間
り
得
る
も
の
で
あ
の
、
又
そ
の
や
う
な
こ
と
は
、
各
自
が
威
員
で
わ
る
と
同
時
に
立
法
潜
で
も
あ
b
得
る
園
的
の
王
國
が
、

完
全
に
自
然
の
王
事
の
現
地
に
一
致
さ
せ
ら
れ
た
、
い
は
Ψ
理
想
國
の
賢
現
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
個
入
の
道
徳
的
完
威
が
理
想
筆
端
の
實
現
と
同
隊
的
に
考
へ
ら
れ
て
る
る
ご
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
脇
窯
的
に

考
へ
て
、
我
々
は
こ
の
や
う
な
理
想
國
に
於
け
る
完
全
な
人
間
を
何
時
の
時
代
に
於
て
見
る
こ
と
が
田
町
る
で
あ
ら
う
か
？
　
我
々
は
如
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何
な
る
國
の
歴
史
に
於
て
も
そ
の
完
壼
な
實
現
を
経
験
的
に
見
出
す
こ
と
ぽ
不
可
能
で
め
る
。
つ
ま
り
『
人
聞
的
道
徳
性
は
、
そ
の
最
上

の
段
階
に
於
て
も
徳
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
れ
が
貫
く
純
粋
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
義
務
の
動
機
以
外
の
他
の
種
類
の

動
機
の
影
響
か
ら
発
垂
に
自
由
で
あ
る
）
、
そ
の
場
合
そ
れ
は
、
（
人
が
常
に
接
近
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
）
理
想
と
し
て
、
賢
人
の
名
の
下

に
詩
的
に
擬
人
化
さ
れ
る
蓋
（
試
ω
・
　
o
り
．
　
ω
G
o
◎
◎
・
）
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
直
鎖
は
、
そ
の
や
う
な
完
全
な
原
理
を
、
賢
蔚
及
び
そ
れ
に
依
る

目
的
の
王
國
の
蟹
現
と
い
ふ
象
徴
的
な
姿
に
於
て
し
か
把
へ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
然
し
、
そ
の
や
う
な
目
的
の
王
國
及
び
自
他
の
人
聞

性
の
完
全
な
る
實
規
と
い
ふ
の
は
、
詩
入
の
観
照
で
も
あ
の
得
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
課
せ
ら
れ
π
讐
懸
的
な
課
題

で
も
あ
る
。
そ
の
瓢
に
於
て
、
我
六
は
こ
の
問
題
を
輩
に
詩
的
な
る
象
徴
化
と
い
ふ
解
決
に
止
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

所
謂
定
｝
言
的
命
法
に
依
っ
て
命
ぜ
ら
れ
る
目
的
の
王
國
隠
現
と
い
ふ
實
践
の
問
題
と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
正
し
く
爲

す
べ
き
も
の
を
愛
し
能
ふ
、
と
い
ふ
形
に
嘗
て
論
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
こ
に
費
践
の
問
題
を
通
し
て
の
カ
ン
ト
の
歴
史
学
學
の

根
本
的
性
格
を
見
る
こ
と
が
禺
経
る
と
思
ふ
。
卸
ち
、
・
實
践
理
性
の
事
實
を
通
し
て
自
畳
さ
れ
た
穆
酌
の
王
胤
ぽ
、
飽
迄
も
理
想
で
あ
っ

て
決
し
て
維
験
的
な
現
實
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
道
徳
的
法
則
の
把
握
が
形
式
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
性
格
上
、
目
的
の
王
國
と

自
然
の
王
國
は
飽
迄
も
謝
然
と
斑
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
乍
ら
そ
の
反
面
に
於
て
、
我
々
の
現
費
と
し
て
の
自
然
の
王
國
は
、

、
飽
迄
も
そ
の
理
想
を
實
現
す
べ
き
も
の
で
め
つ
て
、
た
と
ひ
そ
の
結
巣
は
常
に
不
完
全
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
せ
よ
、
糧
界
の

あ
ら
ゆ
る
人
は
そ
の
纈
的
の
王
顯
費
現
の
課
題
を
負
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
鼠
約
の
王
國
を
支
配
す
る
も
の
が
超
感
性
的
愛
機
と
し

て
の
紳
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
六
は
そ
の
紳
に
封
ず
る
理
性
的
信
仰
を
通
し
て
、
飽
迄
も
そ
の
閤
的
の
王
難
の
實
現
に
努
め
る
べ
き
こ
と
を

理
性
に
依
っ
て
命
ぜ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
歴
史
的
壁
画
の
問
題
を
入
れ
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
於
け
る
歴
史
は
、

現
勢
を
及
ぶ
限
わ
理
想
に
近
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
そ
の
過
去
的
も
し
く
は
現
在
的
な
姿
に
鞭
て
と
ら
へ
ら
れ
す
、
現

想
國
費
現
と
い
ふ
課
題
を
も
つ
た
未
來
的
な
姿
に
於
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
前
上
の
ガ
ル
ヴ
ェ
に

射
す
る
論
丈
に
於
て
も
、
未
來
の
生
命
に
封
ず
る
信
仰
、
及
び
宇
宙
の
支
配
者
に
依
る
人
聞
の
使
命
の
自
発
の
全
幅
に
雷
及
し
て
み
る
が
、

　
　
　
カ
ン
ト
潰
μ
徳
哲
一
墨
軍
に
關
す
る
一
考
織
甥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簸
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折
口
郷
咽
欝
”
九
　
　
三
日
湘
門
買
　
濡
十
i
留
…
戴
購
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
山
ハ

こ
の
や
う
な
歴
・
災
把
握
は
一
面
道
徳
斜
な
理
性
的
信
御
の
内
容
と
も
な
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
騒
十
哲
學
の
根
本
的
粛
粛
は
、
そ
の

這
徳
哲
學
の
故
に
、
未
來
的
時
々
構
燈
の
上
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
鐙
る
こ
と
が
豫
湖
さ
れ
る
。
で
は
費
際
に
カ
ン
ト
は
こ
の
問
題
に
就

い
て
ど
の
や
う
に
考
へ
て
る
る
の
で
あ
ら
う
か
。

　
道
徳
の
…
闇
甜
歩
脚
乞
一
腰
脚
買
の
外
的
「
關
係
に
於
て
考
へ
る
場
ム
自
に
我
々
が
糟
｝
鵬
～
す
’
る
の
ば
、
晶
玄
馬
の
加
階
く
あ
ら
ゆ
る
行
緬
鳥
を
義
務
と
し
、
阿
同
時

に
こ
の
義
務
を
動
機
と
す
る
所
謂
『
倫
理
酌
』
立
法
へ
鑓
も
り
・
ω
・
駅
ε
の
他
に
、
我
み
へ
の
自
由
蛍
蛾
意
志
（
譲
三
緊
麟
触
）
を
直
接
外
位
封
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

に
向
け
る
場
ム
ロ
：
：
命
法
と
し
て
は
假
君
的
な
命
法
し
か
下
し
得
る
も
の
で
な
く
、
貴
質
を
直
接
に
意
志
の
封
象
と
す
る
場
合
・
：
・
が
考

へ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
シ
ト
は
そ
れ
を
『
義
務
そ
の
も
の
」
理
念
以
外
の
動
援
を
許
す
』
（
3
鴛
）
場
合
と
呼
び
、
そ
れ
を
前
者
と

斑
別
し
て
『
法
理
的
』
（
甘
吋
義
の
。
ど
立
法
と
名
附
け
る
の
で
あ
る
が
、
後
奢
を
も
幽
翠
的
乍
ら
矢
張
り
道
徳
的
義
務
に
服
す
べ
き
も
の
と

考
へ
て
る
る
。
剛
　
ち
、
我
汝
の
自
由
上
下
的
意
志
が
直
接
に
外
的
封
象
に
向
ふ
場
合
、
カ
ン
ト
は
、
根
源
的
に
は
人
聞
は
費
践
理
性
の
法

的
要
講
に
依
っ
て
あ
ら
ゆ
る
外
物
を
所
有
す
る
こ
と
が
出
身
る
と
考
へ
、
　
そ
れ
を
本
憐
的
占
有
（
℃
o
ω
器
。
。
。
α
δ
き
菖
超
昌
§
鳩
護
e
り
．
ω
●
駅
ρ
）

と
呼
び
、
そ
れ
に
依
っ
て
成
立
つ
べ
き
共
々
態
を
提
源
笹
葺
有
態
（
o
o
醤
讐
§
δ
鉾
昌
象
。
ユ
讐
》
起
貯
・
9
堕
ω
・
卜
。
盟
・
）
と
…
胃
っ
て
を
の
、
本

噛
罷
的
に
は
理
性
的
存
韓
紅
は
外
物
を
」
目
由
に
所
有
す
る
こ
と
が
出
留
る
と
考
へ
て
る
る
。
と
こ
ろ
で
直
ち
に
想
像
し
得
る
や
う
に
、
自
ら

と
同
じ
く
歯
入
も
あ
ら
ゆ
る
外
物
を
根
源
的
に
所
有
し
得
る
の
で
あ
勢
、
そ
こ
に
隠
然
同
…
の
外
物
に
つ
い
て
の
多
く
の
意
志
の
衙
突

が
趨
る
べ
き
筈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
防
ぎ
、
自
己
の
所
有
を
確
認
す
る
爲
に
は
、
そ
れ
ら
の
意
志
が
相
五
に
曹
遜
的
に
承
認
し
、
而
も
そ

れ
へ
の
服
從
を
義
務
と
し
、
も
し
そ
れ
に
服
し
な
い
場
合
に
は
張
制
的
に
そ
れ
に
服
せ
し
め
得
る
構
力
を
有
つ
完
、
馳
い
は
樽
輔
束
ハ
＜
¢
7

ヴ
言
9
嵩
α
q
）
を
伴
っ
た
薪
癒
的
法
期
が
存
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
法
則
は
外
的
…
封
象
に
鵬
は
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
以
上
の
や
う
な
形
で

そ
れ
ぐ
の
人
の
道
徳
的
義
務
の
間
接
的
な
内
客
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
外
的
義
務
と
呼
ん
で
み
る
。
そ
し

て
そ
の
外
的
義
務
に
於
て
は
、
　
『
或
行
構
、
或
ひ
は
そ
の
絡
率
に
從
っ
て
、
各
人
の
自
由
撰
樫
　
的
意
志
の
自
由
が
、
各
人
の
自
由
と
書
遍

的
法
則
に
…
從
っ
て
爾
寂
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
正
し
い
。
翫
（
寓
Q
自
・
ω
・
曽
O
・
）
と
い
ふ
こ
と
が
行
爲
の
舗
定
規
準
と
な
る
諜
で
あ
診
、
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饗
す
る
に
外
的
紅
塵
に
就
い
て
の
各
人
の
自
由
を
妨
げ
な
い
爲
の
普
灘
的
法
則
が
概
束
を
絆
っ
て
根
脇
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
駈
謂
法
理
的

立
法
と
な
る
謙
で
あ
る
が
、
そ
の
法
理
的
立
法
が
現
賢
に
於
て
強
制
力
を
有
つ
爲
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
の
．
立
法
を
現
實
的
に
根
披
づ
け

る
組
織
が
必
要
で
あ
り
、
而
も
そ
の
組
織
に
よ
る
強
制
ぱ
一
方
的
な
も
の
で
ぽ
な
く
、
面
懸
的
法
則
と
同
じ
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
共
逓

し
た
頭
身
的
な
承
認
（
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
根
源
的
契
約
〔
q
屋
篤
言
σ
q
潔
。
び
Φ
＜
①
属
吋
納
面
〕
と
呼
ぶ
）
に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ

る
島
々
の
拳
等
な
公
挑
的
飛
態
（
ぴ
隣
薦
巽
凱
O
犀
O
触
N
が
お
叶
巳
乙
）
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
、
『
多
く
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
び

澄
を
何
等
か
の
（
す
べ
て
の
人
粛
が
現
に
有
っ
て
み
る
）
共
通
な
画
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
ぽ
、
す
べ
て
の
融
會
契
約
に
於
て
見
出
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
盤
目
的
で
あ
る
（
す
べ
て
の
入
汝
が
有
つ
べ
き
で
あ
る
）
多
く
の
入
々
の
結
合
、
：
：
即
ち
、
相
互
の
交
互
的

影
響
に
陥
る
こ
と
を
避
け
得
な
い
入
間
一
般
の
外
的
…
關
係
に
於
け
る
無
血
件
的
な
第
｛
義
務
で
あ
る
も
の
：
：
こ
の
や
う
な
も
の
は
、
唯

謎
愈
が
公
篤
的
歌
調
に
あ
る
限
り
、
脚
ち
共
逓
の
組
織
を
成
す
も
の
で
あ
る
限
り
の
雨
漏
に
於
て
の
み
見
出
さ
れ
る
。
』
へ
盟
δ
。
び
零
鎚
・

ψ
鱒
。
。
ρ
）
と
言
っ
て
み
る
が
、
そ
の
や
う
な
公
篤
的
厭
態
に
於
け
る
霧
蘭
島
意
志
に
基
づ
い
た
共
通
の
組
織
と
ぽ
、
間
題
を
民
族
に
隈
乱

し
た
場
合
、
差
當
の
純
粋
法
隷
概
念
と
し
て
の
懸
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
上
述
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
画
家
概
念
を
、
桑
畠
が
外
的
…
封
象
に
卜
し
て
自
由
選
探
的
意
志
を
有
す
る
場
合
に
着
衣
に
服
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
．
康
元
を
件
つ
た
普
逓
的
法
期
に
隔
て
根
擦
づ
け
、
現
實
に
は
こ
の
鹿
家
左
根
櫨
と
し
て
諸
種
の
強
制
力
左
有
す
る
法
穣
が
立
法
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
國
家
は
外
的
義
務
の
系
列
の
根
源
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
問
接
的
に
道
徳
的
義
務
の
内
容
と
な
り
得
る
も
の

で
あ
っ
て
、
所
謂
根
源
的
契
約
に
基
づ
き
、
決
し
て
経
験
的
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
『
理
論
的
に
は
正
し
く
て
も
、

心
際
の
役
に
立
旋
ぬ
と
い
ふ
俗
見
に
就
い
て
。
』
の
第
二
部
に
於
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
反
…
封
ず
る
の
は
霊
と
し
て
こ
の
勲
に
就
い
て
で
あ
る
。

も
し
闘
家
が
経
験
的
契
約
に
の
み
基
づ
き
、
而
も
そ
の
君
主
が
立
法
噺
と
し
て
法
律
に
服
し
な
い
絶
封
的
権
力
を
有
す
る
な
ら
ば
、
君
圭

は
入
昂
に
封
し
て
鳴
く
意
の
儘
に
振
舞
ふ
こ
と
が
出
際
る
の
で
め
る
が
、
カ
ン
ト
の
場
合
は
、
君
主
は
同
じ
く
立
法
者
と
し
て
法
律
に
ぽ

服
さ
な
い
も
の
で
わ
っ
て
も
、
君
主
の
立
場
肖
髄
を
輪
講
づ
け
る
根
源
的
な
麟
家
理
念
に
ぽ
、
そ
れ
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の

　
　
　
カ
ン
ト
道
徳
嘗
摩
に
闘
す
る
一
舜
．
擦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

で
あ
っ
．
て
、
そ
の
庶
家
理
念
を
構
成
す
る
も
の
が
國
民
各
自
の
一
致
し
だ
意
志
で
あ
る
な
ら
ば
、
根
源
縮
に
は
國
篤
の
自
由
は
‘
何
等
鷺
空

・
に
依
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
カ
ン
ト
は
、
外
的
学
道
に
就
い
て
の
法
律
に
於
て
も
、
矢
張
り
層
的
の
王
國
と
翻
…

比
的
に
考
へ
得
る
理
想
的
属
主
語
家
を
構
威
し
て
み
る
鐸
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
戯
に
幾
分
歴
史
的
な
制
約
は
存
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
國

薮
論
は
實
…
騰
理
性
の
要
請
に
依
る
理
想
的
國
家
論
で
あ
っ
て
、
現
實
の
國
家
に
つ
い
て
論
ず
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
國
家
の
あ
る
べ
き
姿
を

論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

　
然
し
、
カ
ン
ト
の
歴
典
誓
學
の
性
格
が
よ
の
顯
著
で
あ
る
の
は
、
そ
の
國
家
法
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
・
費
に
は
存
在
し
な
い
世
界
公
民
法
に

基
づ
い
て
、
人
類
の
進
歩
と
い
ふ
問
題
と
閥
聯
さ
せ
つ
』
『
世
界
公
民
的
組
織
』
（
≦
浮
雲
轟
轟
q
Φ
忌
畠
Φ
＜
Φ
鳳
島
ω
¢
⇔
α
q
）
、
も
し
く
は
卿
”
自
由

な
る
國
家
の
聯
合
』
（
周
O
畠
Φ
『
9
一
凶
ω
一
昌
鎧
ω
　
h
冠
O
圃
O
吋
　
ω
飾
P
P
け
①
コ
）
に
就
い
て
論
ず
る
黙
に
存
す
る
。
翻
ち
、
今
迄
は
民
族
の
　
致
し
た
黒
影
的
意
志

で
あ
る
國
家
理
念
に
就
い
て
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
や
う
な
國
家
に
つ
い
て
も
肝
試
實
に
は
そ
の
自
然
状
態
が
存
し
得
る
。
邸
ち
、

歴
史
的
霊
界
に
討
て
、
現
實
に
は
激
多
く
の
雑
家
が
存
在
し
、
そ
の
自
然
駅
態
に
於
て
は
五
ひ
に
封
謁
し
、
征
服
し
合
ぴ
、
夫
汝
の
文
化

の
褒
展
に
俘
っ
て
馬
事
の
危
機
は
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
濃
鼠
家
の
相
五
關
係
に
於
て
、
當
然
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
の
が
、
そ
れ
ら
諸
國
家
の
普
遍
的
意
志
に
基
づ
い
た
『
灘
界
公
民
法
』
（
＜
㍉
巴
号
晋
ぴ
q
①
瑳
o
o
げ
こ
で
あ
る
が
、
『
理
論
的
に
は
正
し
く
て

も
費
際
の
役
に
立
た
ぬ
と
い
ふ
俗
見
に
つ
い
て
』
の
第
三
部
に
於
て
、
カ
ン
ト
が
こ
の
問
題
に
聯
驕
し
て
、
人
類
の
…
進
歩
に
つ
い
て
メ

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
反
響
し
乍
ら
、
そ
の
進
歩
を
肯
定
し
て
み
る
こ
と
は
穂
め
て
油
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
翻
ち
、
カ
ン
ト
に
依
れ

ば
、
人
類
の
進
渉
と
い
ふ
概
念
は
、
　
『
人
間
の
性
質
の
中
に
、
そ
こ
か
ら
種
族
が
常
に
よ
わ
善
き
も
の
へ
と
進
歩
し
、
現
在
及
び
漁
去
の

悪
が
未
來
の
善
の
中
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
容
認
し
得
る
や
う
な
素
質
が
存
す
る
で
あ
ら
う
か
？
・
』
（
↓
滞
。
戸
℃
冨
鐸
ψ
G
。
O
メ
）
と
い
ふ
問

題
に
封
ず
る
解
毒
以
何
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
こ
の
問
題
に
湿
し
て
否
定
的
に
答
へ
て
る
る
。
彼

に
よ
れ
ば
、
入
聞
性
が
時
闇
と
共
に
常
に
…
進
歩
し
寒
威
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
妄
想
に
過
ぎ
す
、
　
『
全
糟
晒
に
於
け
る
人

類
は
、
小
さ
な
振
動
を
な
し
て
肱
6
8
る
の
で
あ
り
、
少
し
で
も
前
進
す
れ
ぼ
、
後
に
な
っ
て
必
ら
す
二
倍
の
蓮
度
で
以
前
の
状
態
に
引
返
し
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て
く
る
。
』
恰
も
シ
ジ
フ
ォ
ス
の
石
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
『
一
人
目
人
が
遙
か
に
進
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人
間
性
は
常
に
固
定
し
た

限
界
の
聞
を
上
下
に
動
揺
し
て
髪
の
、
金
儲
と
し
て
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
於
て
お
ほ
よ
そ
同
じ
や
う
な
道
徳
性
の
段
階
と
、
宗
漱

盤
と
非
宗
敏
性
、
有
徳
と
悪
徳
、
首
領
と
悲
惨
の
同
じ
標
準
を
維
持
し
て
み
る
。
』
（
6
冨
。
罫
勺
芸
事
ω
・
ω
O
評
。
。
・
）
と
言
ふ
の
で
あ
る
が
、

カ
ン
ト
は
そ
れ
に
慮
へ
て
、
　
繍
も
し
も
、
有
徳
の
入
が
抵
抗
し
乍
ら
悪
へ
の
誘
惑
と
戦
ひ
、
更
に
悪
に
謝
抗
し
て
自
紅
鮭
墜
持
し
て
み
る

の
を
見
る
こ
と
が
淋
性
に
相
介
し
き
光
舞
で
あ
る
な
ら
ば
、
入
類
が
、
ど
の
時
代
も
徳
に
向
っ
て
向
上
し
乍
ら
、
而
も
そ
の
後
聞
も
な
く

同
じ
や
う
に
悪
徳
と
悲
惨
の
中
に
再
び
深
く
陥
込
ん
で
ゆ
く
の
を
見
る
こ
と
は
、
悟
性
と
い
ふ
迄
も
な
く
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
、
然
し
思

慮
あ
る
人
聞
に
と
っ
て
発
く
相
暑
し
く
な
い
光
景
で
あ
る
。
』
（
8
ゲ
ゆ
O
『
ワ
℃
暁
㊤
属
・
Q
Q
●
　
ら
Q
O
G
σ
●
）
と
雷
ぴ
、
更
に
『
現
寳
に
於
て
、
悪
徳
が
無
数

に
積
重
な
る
に
任
せ
、
將
來
そ
の
爲
に
率
然
罰
せ
ら
れ
得
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
少
く
と
も
我
々
の
概
念
に
從
へ
ば
、
賢
明
な
る
世
界
創
造

砦
及
び
支
配
者
の
道
徳
性
に
反
す
る
。
』
（
偲
び
一
山
。
　
ω
●
　
Q
◎
O
G
◎
・
〉
と
言
っ
て
、
理
性
的
信
椰
の
立
…
揚
が
ら
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
反
卑
し
、
『
そ

れ
故
轍
は
次
の
や
う
に
想
定
し
て
よ
い
だ
ら
う
。
帥
ち
、
人
類
は
そ
の
自
然
鼠
的
と
し
て
の
交
化
に
請
し
て
常
に
前
進
す
る
が
故
に
、
そ

の
現
存
在
の
道
徳
的
臼
的
に
如
し
て
も
亦
よ
り
善
き
も
の
へ
進
歩
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
從
潔
癖
面
し
た
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
決
し
て
途
絶
す
る
こ
と
は
な
い
。
』
（
6
曇
霞
．
牢
p
×
・
ψ
ω
O
。
。
⑩
・
）
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
　
つ
ま
診
、
カ
ン
ト
は
人
類
の
進
歩
と

い
ふ
歴
史
哲
學
の
根
本
問
題
を
、
決
し
て
過
去
及
び
現
在
の
経
験
的
歴
輿
心
事
費
か
ら
論
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
實
践
理
性
の
事
實

に
就
い
て
の
理
性
的
信
仰
の
要
請
と
し
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
如
く
経
験
的
立
場
よ
罰
す
る
把
握
は
カ
ン
ト
に
封

し
て
は
役
に
立
た
な
い
。
　
『
何
故
な
ら
、
こ
れ
迄
威
乱
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
爲
今
後
も
成
功
し
な
い
だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
決

し
て
實
用
的
或
ひ
は
技
術
的
な
意
國
を
放
棄
す
る
こ
と
を
正
當
化
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
し
、
況
ん
や
寛
徳
的
意
國
が
：
：
も
し
そ
の
費

現
自
讃
示
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
さ
へ
な
け
れ
ば
：
：
義
務
と
な
る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
を
正
當
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
』
（
8
冨
。
ゴ

勺
養
鉾
堕
ω
O
ρ
留
◎
）
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
み
る
。
つ
ま
り
、
繰
返
し
に
は
な
る
が
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
民
団
は
道
徳
的
信
仰
の
要
請
と

い
ふ
形
に
獲
て
、
即
ち
そ
の
未
來
的
な
時
聞
構
造
に
猛
て
と
ら
へ
ら
れ
て
る
る
課
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
、
現
在
の
厩
熱
家
部
の
自

　
　
　
カ
ン
ト
蓮
徳
載
攣
に
闘
す
る
｝
漕
、
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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〇

然
款
態
に
於
け
る
葉
身
は
放
樋
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
を
私
見
（
諸
¢
ぼ
⊆
瓢
σ
q
）
で
あ
り
、
假
論
（
笛
巻
。
夢
の
ω
o
）
で
あ
る
と
謙

遜
し
乍
ら
も
、
矢
張
姶
理
性
の
要
請
す
る
世
界
公
筆
法
に
基
づ
い
た
高
度
の
組
織
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
樺
力
を
有
っ
た
國
際
聯
合
の
組
織

を
提
唱
し
、
更
に
は
永
遠
の
楽
和
の
實
現
を
圭
還
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
丁
幾
暫
學
は
、
　
一
七
八
四
年
に
著
は
さ
れ
お

『
世
界
公
民
的
見
地
に
於
け
る
一
般
歴
史
考
』
に
於
て
も
既
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
論
じ
來
つ
た
カ
ン
ト
の
歴
寅
的
昏
晦
の
根
本
構
造
に
於
て
、
我
々
は
そ
れ
が
先
に
論
じ
掩
自
然
の
三
衣
と
し
て
の
目
的
の
可
能
的

王
國
の
構
造
で
あ
り
、
更
に
は
實
践
理
性
の
黒
瀬
に
就
い
て
自
畳
さ
れ
た
道
徳
的
法
則
の
内
濠
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
比
較

的
容
易
で
あ
ら
う
。
私
は
道
徳
的
法
則
の
費
質
の
容
親
潮
親
署
化
は
、
こ
の
や
う
な
歴
史
的
時
闇
構
造
、
而
も
そ
れ
は
何
時
の
臼
に
か
逮

成
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
現
在
か
ら
切
離
さ
れ
た
未
來
で
は
な
く
、
達
威
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
形
に
断
て
、
現
在
の
中
に
含

ま
れ
潅
未
來
と
い
ふ
時
聞
構
造
に
於
て
し
か
と
ら
へ
ら
れ
な
い
と
慧
ふ
。
そ
し
て
私
の
論
文
に
不
備
は
あ
る
に
し
て
も
、
最
初
に
畢
げ
た

論
丈
に
於
て
、
カ
ン
ト
が
ガ
ル
ヴ
ェ
・
ホ
ッ
ブ
ス
・
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
三
訂
に
慮
へ
る
形
で
、
形
式
的
な
学
徳
的
法
則
が
帯
皮
的
内

蔵
を
有
っ
て
展
開
さ
れ
、
そ
れ
が
費
際
の
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
て
る
る
黙
を
考
へ
る
な
ら
ば
、
カ
ソ
｝
が
上
蓮
の
や

う
な
根
本
的
な
意
圏
を
有
し
て
み
た
こ
と
も
否
定
出
來
な
い
と
愚
ふ
。
そ
し
て
更
に
、
そ
の
カ
ン
ト
の
圭
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
歴
史
哲
學

菰
主
題
的
に
取
扱
ふ
場
合
は
、
種
々
別
の
形
で
批
制
す
る
こ
と
は
出
趨
る
に
し
て
も
、
常
に
新
た
な
形
で
感
量
に
封
し
て
我
々
が
封
決
を

迫
ら
れ
て
み
る
黙
を
棚
挑
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
・
實
際
に
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
我
々
が
現
代
の
世
界
情
勢
を
看
み
て

も
思
ぴ
牛
ば
に
漁
ぐ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
穣
的
の
王
圓
の
實
現
は
、
我
汝
が
周
到
を
有
す
る
限
り
、
決
し
て
蔑
ろ
に
す
べ
き
問
題

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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（
了
）

　
〔
階
誕
〕

　
引
朋
丈
の
買
付
け
は
何
れ
も
ア
カ
デ
ミ
【
版
カ
ン
ト
全
集
に
擦
り
、
署
作
の
略
牌
付
號
　
は
ア
イ
ス
ラ
ー
。
カ
ン
ト
馬
場
に
倣
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎌
看
　
京
都
六
學
女
學
部
ρ
暫
學
］
大
畢
院
學
生
）



theory　bfought　face亡。　face，　some　adva溢ages　of　the　former　are　a§certained。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の

7．　But　our　examination　of　Hume　sh◎ws　that　the　apPrehen＄ibllity　oli

resembiances　presupPosed　even　by　the　H2bit　theory　comes　ou宅as　a　seyious

di田cu1£y　wh董’ bh　Rny　empiriciSt　framewOrk　can　neN・er　SOlve．　TWO・poSs三ble

w歌ys◎£歌voiding之his　di飯culty　are短n毛eδ：（1）the　Kantla貸transcenden－

tallst　assert至◎箆thae　fumctionate　concepts　themselves　establish　a王王a臨ities

蹴ong　objectsrt，翻d（2）the　Phellomell◎logist　and　WhltelaeadiaR　rehabii－

itati◎11　0£　rea王ism　where　universals　Lat’e　made　to　be　iRtuited　C．　prehended）

by　some　eidetic　s童9h之（by　ab1’upt　realization）．　8、　A　f疑r亡her　notice

盆dded　on　functio銑ate　co疑cepts　ir主respect◎f　a　delicate，　care4ade難co且£usion

of‘named，a鎗d‘meant，whlch　categoremat三。　ter鵬s　are　liable之。，　while

prOper　names　as　well　a§s｝・nCategorematic　WOrds　are　Safe葦rom．　we

C◎reClude　that“CO　r，Ce　Pts　as　suCh　are　fu11C歪iO籠s　in　sO　ma職y　WayS　as　they　are

objectified　in　two　direc重ions，　reai　al】d　syrr，bolic．　　There　i＄so宝難e　gQod

reasen　to　retain宅hree　words‘univc－rsals　’，‘co｛lcepts’and‘皿eauiki墓’i簸

so　far　as　we　call　say　ttniversals　are　meallillgs　enユbedded　in　CGncrete　reality，

meani1遮un圭verミa1S　w・　oven　ll｝1i！ユgu圭S雛。　ele鱗e撹s．

’・“　For　the　Japctnc，se　erigiaal　of　this　ar“Licle，　see　Vol．　X＞ll〈IVII，　1）“1’o．；，9．　10　Lg：　ll

A．S拠dy（，£tke］　for，al　IE’hiiOq．oPhy　Gf　K芝ユ註む

b！／　Takuji　Kadowal〈i

　KLInt’s　moral　philosophy　ought　to　be　cliscusse（1　Nvith　reference　to　his

philosophy　of　history．　lt　has　often　been　sald　that　his　moral　pl“iilosoD．　hy

is　too　£erma！　and　rigoristic，　b“t　such　a　criticism　is　due　to　tlre　misun－

derstanding　of　his　lormalism　in　respect　to　the　moral　law．　The　moral

law　i難its黛egat至ve裂spect　presenむs宅。　us　a　‘f◎rm　of　universa｝量亡y’，　but　it

also　has　the　positkre　characte．r　of　‘　intelli．fi．ible　causaiity　’　as　its　posltive

one．　Og　course，　the　latter　cannot　be・rnadie　intuitive　for　us　humarr

belngs，　but　the‘law　of　ni　ature　’，　as　a　symbolical　’i“y，｝’，us　of　it，　gives　us

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2



a　clue　to　conjecture　its　intelligible　character．　Thtts　we　may　be　able　te

　perceive　that　it　is　a　hai”menious　principle，　grouncleci　on　a　rational　meral

faith，　having　as　its　material　conte”t　a　rich　cenception　of　the　kingdem

　ofi　ends．

　　　The　kin．qdom　of　ends　as　an　ldea　is　generally　supposed　to　be　a　uptopia，

which　i．R．　a　preduct　ef　poetic　imaginatioR．　B　ut　the　moral　law　does　not

a｝loN？v　ie　to　be　an　object　oE　contemplation，　but　commands　us　to’be　true

　members　ofi　ie，　so　that　it　may　become　an　objectively　real　kingdo．m，　ln

　the　efgorts　we　make　1n　this　direction，　1　thl，　nk，　the　material　human

　nature，　once　rejectecl　as　a　motive　of　moral　behavior，　can　be　restored　to

　be　such　a　motive　in　harmony　wit’h　its　perfiectibility．

　　　What　is　then　the　objectively　realized　1〈ingdom　oi　ends？　I　thlnk　it　is　a

　cosrnopolitan　society，　whlch　not　really　is　nor　・if，”ts，　btit　ought　to　be　realized

　in　the　x“uture．　1〈ant’s　rational　moral　faith　tries　to　realize　the　kingdom

．　ofi　en（ls，　and　accordingly　Postttlates　the　progress　ol　humaii　society　in

　history．

s

［1］he　“　El’iesu一．，o．，．’aku”　of　Yolg．oi　Shbimn

一A　Cross　Section　of　the　lntellectual

　　　　　ffistory　of　the　Late　Tokugawa一

bs／　Ry6en　Minamoto

　The　aim　of　this　essay　is　to　bring　to　light　the　character　of　the　Jitsu－

gaku　ofi　Yol〈oi　Shdnan　（1809－1869．），　oRe　ofi　the　greatest　political　philoso－

phers　in　Japan　in　the　last　part　of　the　Tokugawa　period，　and　further，　to　・．

inquire　into　the　spiritual　situation　og　the　time．　・The　reign　of　the　To－

kugawa　Household　was　characterized　by　a　therough－going　feudal　system

ancl　an　extremeiy　isolationistic　policy，　but　toward　the　end　o£　the　period

great　strifies　and　conflicts　arose　amoi3g　people　（especially　among　the

Samurai）as　a　restilt　ofi　tlke　disinteg．ration　oE　the　social　system　and　the

3


