
最
高
善
に
就
い
て

カ
ン
ト
磁
卿
誇
論
の
課
題

南

澤

貞

美

脚
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ち
　
　
う

　
カ
ン
ト
で
辮
誰
論
と
呼
ば
、
れ
て
い
る
も
の
は
、
客
槻
的
認
識
の
論
理
潔
い
ば
・
賢
在
の
論
理
で
は
な
く
、
輩
に
假
象
の
論
理
り
O
守
q
涛
◎
Φ
自
ロ

ω
0
7
㊦
貯
ω
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
し
乍
ら
、
そ
の
假
象
を
生
み
出
す
も
の
は
、
人
聞
の
恣
意
や
妄
想
で
は
な
く
、
　
「
被
制
約
者
に
封
ず
る

制
約
の
絶
無
的
発
言
…
性
し
象
Φ
2
δ
σ
ω
O
冒
8
↓
O
欝
目
窪
叶
α
Φ
『
し
ご
Φ
象
コ
ぴ
q
躍
ご
ひ
亀
①
昌
N
賃
①
ぎ
Φ
ヨ
ゆ
q
Φ
9
q
①
σ
①
9
溢
切
①
畠
貯
ぴ
q
8
昌
（
麟
ユ
什
澤
匹
。
「
質
舞
。

け
置
。
ず
Φ
つ
く
①
子
心
鼠
r
ω
・
お
G
。
但
し
溶
・
＜
o
H
亟
ゆ
八
字
版
這
ゆ
O
年
に
依
る
。
以
下
同
じ
）
を
求
め
る
理
性
本
然
の
要
求
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
辮
誰
論
は
軍
に
響
け
が
た
い
聞
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
理
性
の
最
も
深
い
自
髭
を
促
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
辮
讃
論
に
於
い
て
明
白
と
な
る
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
は
、
「
人
聞
理
性
が
曾
て
陥
っ
た
過
ち
の
う
ち
で
最
も
爲
に
な
る
過
ち
」
（
3
、
α
・

ω
・
嵩
の
）
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に
依
っ
て
理
性
は
そ
の
能
力
全
膿
の
絶
世
的
批
判
を
鍛
儀
な
く
さ
れ
、
現
に
自
ら
が
働
き

つ
x
あ
る
そ
の
働
き
の
場
を
越
え
て
、
よ
り
高
い
領
域
を
望
み
見
る
爲
の
足
場
を
見
出
す
に
至
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
純
粋
理
性
批
判
に
於
け
る
理
論
理
性
の
辮
驚
悸
で
は
少
く
と
も
理
性
が
経
験
の
領
域
－
自
然
一
を
越
え
、
愚
な
る
實
蔑
の
領
域

一
自
由
－
へ
進
み
入
る
爲
の
途
が
用
意
さ
れ
た
。
同
様
に
し
て
實
践
理
性
の
辮
極
論
が
　
膿
、
如
何
檬
な
領
域
へ
の
展
望
を
與
え
る
の
か

或
い
は
興
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
審
が
こ
の
小
論
の
當
面
し
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る
Q

　
　
　
最
高
善
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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も
　
　
う

　
た
黛
然
し
カ
ン
ト
は
理
性
の
理
論
的
使
用
に
封
ず
る
賢
践
理
性
の
優
位
を
論
い
て
は
い
る
が
、
璽
に
こ
の
實
践
理
性
に
封
ず
る
何
も
の

　
　
も
　
　
　
り

か
の
優
位
を
説
く
事
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
様
な
考
察
が
果
し
て
カ
ン
ト
の
翼
意
を
そ
こ
な
う
審
が
な
い
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ぬ
Q
然
し
、
辮
諮
論
の
課
題
が
脳
性
自
身
の
反
省
を
促
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
反
省
乃
至

自
修
は
究
極
に
於
い
て
は
、
理
性
自
身
を
も
越
え
る
も
の
に
つ
な
が
る
迄
止
ど
ま
る
事
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
費
躊
理
性
の
辮
澄
論
は
や
は

り
避
け
る
審
の
餌
來
な
い
課
題
を
負
っ
て
い
る
と
鴛
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
で
は
そ
の
課
題
は
其
膿
的
に
は
ど
の
檬
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
上
述
の
如
く
、
理
性
は
．
一
般
に
、
　
「
被
制
約
渚
に
封
ず
る
舗
約
の
絶
封

銀
歯
膿
性
」
を
求
め
よ
う
と
す
る
固
有
の
傾
向
に
依
っ
て
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
飽
く
迄
有
限
で
あ
る
自
己
の
本
性
に
撞
卜
し
、
不
可
避

的
に
假
象
を
生
み
、
辮
誰
論
に
進
み
入
る
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
、
其
身
で
需
う
「
被
舗
約
寵
し
と
は
何
で
あ
り
、
無
制
約
考
は
何

で
あ
っ
た
か
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
し

　
先
ず
純
粋
理
性
批
判
に
於
い
て
は
、
被
制
約
的
な
も
の
と
言
わ
れ
る
も
の
が
経
験
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
能
力
に
帰
し
て
言
え
ば
、
悟

性
の
認
識
が
客
槻
玉
響
獣
性
を
持
ち
得
る
の
は
感
性
の
受
容
性
を
介
し
て
與
え
ら
れ
る
経
験
的
熔
炉
に
限
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
う

即
ち
、
直
槻
を
刷
く
と
き
は
心
耳
で
あ
る
所
の
悟
性
の
被
制
約
性
が
そ
こ
で
爆
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
故
に
そ
の
制
約
の
絶
勤
的
全
艦

と
し
て
の
無
制
約
者
は
経
験
の
絶
封
的
金
膿
で
あ
り
、
且
つ
は
又
事
済
の
絶
封
的
統
一
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ね
　
　
う
　
　
も
　
　

り
　
　
　
の
　
　

も
　
　

わ
　
　
も
　
　
　
う

　
か
く
し
て
、
認
識
に
た
ず
さ
わ
る
限
り
に
於
け
る
理
盤
、
邸
．
ち
理
論
理
性
の
被
制
約
性
は
、
そ
れ
が
感
性
の
受
算
性
を
介
す
る
と
い
う

意
味
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
越
え
て
、
理
性
が
そ
の
本
來
の
自
獲
性
に
依
写
し
て
封
手
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
そ

れ
は
既
に
勝
義
の
認
識
の
封
象
で
は
な
く
、
平
な
る
理
念
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
を
封
象
と
思
い
過
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
唯
，
假
象
に
温
ぎ

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
の
審
を
徹
底
的
に
自
課
す
る
事
に
依
っ
て
、
理
念
を
理
念
と
し
て
正
書
な
仕
方
で
扱
う
な
ら
ぽ
、

逆
に
叉
理
性
は
悟
性
の
認
識
に
そ
の
所
を
與
え
、
経
験
．
と
鴛
わ
れ
る
銀
柄
の
本
縫
の
意
味
と
領
域
を
再
確
認
し
、
且
つ
は
又
、
経
験
を
越

え
る
世
界
、
理
盤
の
自
軍
性
乃
至
そ
の
立
法
が
感
性
を
介
す
る
蕩
な
く
し
て
客
親
康
安
當
性
を
持
ち
得
る
新
な
る
領
域
へ
の
展
望
を
開
く



導
が
参
審
た
の
で
あ
っ
た
。
約
言
す
れ
ば
、
理
性
が
感
性
の
受
容
性
を
介
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
被
制
約
性
か
ら
、
感
性
を
介
さ
ぬ

世
…
外
と
し
て
の
無
制
約
者
へ
の
途
が
少
く
と
も
見
遡
さ
れ
た
と
…
冨
う
審
が
嵩
來
る
Q
そ
し
て
そ
れ
が
こ
の
辮
讃
論
の
麟
結
で
あ
っ
た
Q

　
こ
の
輝
結
か
ら
賢
践
理
性
の
領
域
は
始
ま
る
。
理
性
の
理
論
的
使
用
が
自
己
矛
盾
に
撞
着
す
る
究
極
の
勲
が
賢
践
理
性
の
轟
螢
黙
に
他

な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
實
践
理
性
は
更
に
ど
の
様
な
自
己
矛
贋
に
撞
着
し
て
、
不
可
遜
的
に
そ
の
辮
讃
論
に
進
み
入
る

の
で
あ
る
か
Q
費
践
理
性
の
領
域
に
於
い
て
、
被
制
約
的
と
言
わ
れ
る
も
の
、
又
無
制
約
的
と
昌
．
、
因
わ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
。

二
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理
性
の
費
賎
的
使
掲
に
お
い
て
は
、
純
粋
意
志
の
自
搬
性
が
感
性
の
受
容
性
を
必
須
と
す
る
窺
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
感
性
な
く
し

て
は
塾
虚
」
と
言
う
事
は
出
來
な
い
。
又
、
具
禮
的
な
費
慶
の
場
が
経
験
的
世
界
で
あ
る
蛮
に
聞
違
い
は
な
い
と
し
て
も
、
意
志
規
定
の

根
津
に
毒
す
る
限
り
、
超
経
験
的
で
あ
り
得
る
し
、
理
性
は
自
ら
因
果
の
系
列
を
始
め
得
る
も
の
と
し
て
自
由
の
圭
膿
な
の
で
あ
る
か
ら

察
蓮
徳
性
に
絆
す
る
隈
り
、
経
験
．
乃
至
感
性
に
も
と
ず
く
　
切
の
被
制
約
性
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
Q
そ
れ
で
は
、
こ
鼠
で

問
題
と
な
る
被
制
約
性
は
【
膿
何
で
あ
る
か
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
費
朧
理
性
の
辮
讃
論
は
最
高
善
の
聞
題
を
め
ぐ
っ
て
挺
趨
さ
れ
る
と
カ
、
ン
ト
は
言
う
。
「
魂
」
と
か
、
「
自
由
」
と
か
、
「
燃
し
と
か
黛

理
論
理
性
の
辮
誰
論
に
於
け
る
無
制
約
者
で
あ
っ
た
の
に
脅
し
て
、
こ
鼠
で
は
「
最
高
善
」
が
「
純
粋
賢
跨
理
性
の
封
象
の
無
制
約
的
全

盤
」
a
Φ
庫
づ
び
Φ
鳥
ぎ
瞬
Φ
8
0
二
一
搾
簿
O
Φ
ω
O
①
墜
Q
o
誉
ω
欝
コ
α
窃
傷
Φ
噌
吋
Φ
貯
①
鄭
b
嬬
鋤
貯
鉱
ω
o
げ
0
⇒
＜
①
ヨ
d
昌
曽
（
一
げ
｝
島
　
ω
・
　
μ
ω
り
）
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
駈
で
更
に
最
高
善
は
「
徳
と
幸
瓢
の
合
致
」
象
㊦
膏
ぴ
Φ
塊
Φ
ぎ
ω
鉱
ヨ
ヨ
離
謬
ぴ
q
畠
Φ
贋
↓
億
ひ
⊇
①
a
三
孝
伽
Φ
搬
○
葺
。
屏
ω
鉱
一
か
q
騨
Φ
搾
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も

る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
被
制
約
的
な
も
の
と
は
徳
と
幸
輻
が
分
離
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
謂
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
然
る
に
、
カ
ン
ト
で
は
幸
礪
と
い
う
も
の
は
感
性
的
な
快
不
快
の
即
実
に
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
「
）

つ
て
理
性
に
と
っ
て
は
、
本
來
的
に
は
無
記
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
こ
の
無
記
な
る
も
の
が
や
玉
と
も
す
る
と
意
志
の
規
定
根

　
　
　
最
高
善
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
［
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二

櫨
に
し
の
び
こ
む
寮
を
、
意
志
の
自
律
的
原
理
の
爲
に
、
極
度
に
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
徳
と
幸
鵬
を
分
離
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し
　
　
ぬ
　
　
も

慕
こ
そ
、
純
粋
な
道
徳
性
を
確
立
す
る
爲
の
必
須
條
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
◎
然
る
に
面
こ
玉
で
徳
と
山
歪
輪
の
分
離
が
被
制
約
的
と
い
う

事
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
徳
そ
の
も
の
も
、
ち
ょ
う
ど
悟
性
が
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、
　
「
血
塗
を
訣
く
限
り
直
立
」
で
あ
り
、
そ
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　
　

も
　
　
　
も
　
　
り
　
　
も
　
　

も
　
　
も
　
　
　
つ
　
　

も
　
　
む
　
　
お
　
　

も
　
　

も
　
　

う
　
　
　
も
　
　
も
　
　
セ
　
　
　
む
　
　
つ
　
　
も
　
　

い

昧
に
於
い
て
被
制
約
的
で
あ
る
と
い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
我
々
は
道
徳
的
に
純
粋
に
な
れ
ば
な
る
程
被
制
約
性
を
増
し
て

カ
　
　
リ

行
く
と
い
う
結
果
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
然
し
乍
ら
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
見
れ
ば
、
感
性
の
繋
縛
を
臆
し
て
純
粋
に
理
性
が
自
賛
的
と
な
り
、
自
己
立
法
的
と
な
る
と
い
う

遵
こ
そ
被
制
約
性
を
越
え
る
灰
以
で
あ
っ
た
。
こ
玉
は
感
性
と
理
性
の
結
び
つ
き
を
不
可
歓
の
も
の
と
す
る
認
識
の
枇
界
で
は
な
い
。
理

性
は
自
ら
の
立
法
に
自
ら
客
畳
的
豊
崎
性
を
與
え
得
る
の
で
あ
る
Q
そ
れ
故
に
こ
そ
、
「
費
践
理
性
の
優
位
」
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

叉
か
く
て
の
み
、
入
閥
は
現
象
人
で
は
な
く
、
叡
知
界
の
一
員
た
り
得
、
　
「
頃
的
の
王
國
し
の
市
民
た
り
得
た
の
で
あ
っ
た
Q
然
る
に
そ

の
蕃
が
辮
誰
論
の
立
場
か
ら
眺
め
る
と
．
愈
汝
以
っ
て
被
制
約
性
を
塘
す
宴
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
盤
何
と
し
た
事
で
あ
ら
う
か
。

　
或
い
は
、
こ
エ
で
感
性
を
排
除
す
る
事
は
、
た
黛
感
性
を
骨
胎
と
す
る
幸
輻
を
意
志
規
定
の
根
擦
と
す
る
所
謂
「
自
愛
の
原
理
」
血
p
。
。
o

℃
触
貯
N
甘
α
曾
ω
£
ぴ
ω
経
。
σ
Φ
（
一
σ
準
卜
。
日
）
を
那
け
る
審
だ
け
を
意
議
す
る
の
で
あ
っ
て
、
入
間
理
性
の
爵
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
葺
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
し

審
な
き
善
き
も
の
の
臨
機
」
に
麗
な
ら
ず
、
感
性
的
幸
輻
を
實
践
理
性
の
封
象
と
し
て
導
入
す
る
事
は
、
感
性
的
に
意
志
を
規
定
す
る
事

を
意
味
し
な
い
限
り
に
於
い
て
、
一
見
明
白
な
矛
盾
に
見
え
る
上
蓮
の
事
柄
は
決
し
て
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
う
辮
護
も
成
立

つ
で
あ
ろ
う
Q
カ
ン
ト
の
倫
理
學
の
形
式
性
を
論
難
す
る
奢
に
封
ず
る
駁
論
の
多
く
は
こ
の
様
な
立
場
に
立
つ
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
然

し
こ
の
極
め
て
素
直
な
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
叉
充
分
の
眞
理
を
含
ん
で
い
る
カ
ン
ト
黒
黒
は
、
そ
の
形
式
的
な
正
し
さ
の
裏
付
け
と
し
て

感
性
を
郡
け
て
の
み
域
聾
す
る
人
間
の
道
徳
的
在
り
方
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
感
性
的
幸
醸
を
希
求
し
、
そ
れ
無
く
し
て
は
「
欠
け
て
い

る
」
げ
Φ
伽
貯
津
尊
人
闘
の
在
り
方
に
画
す
る
抜
本
的
な
究
明
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
爲
に
は
カ
ン
ト
が
随
虚
に
語
っ
て

い
る
「
理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
な
る
者
」
α
舘
く
Φ
ヨ
熔
寝
藁
墜
q
ρ
簿
σ
興
Φ
切
亀
ざ
げ
Φ
≦
o
器
雛
或
い
は
「
感
性
界
に
在
る
理
性
的
存
在
者
」
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鳥
恥
。
ゆ
く
Φ
き
魯
浅
鉱
ぴ
q
Φ
≦
①
ω
①
謬
ぼ
伽
①
擁
ω
ぎ
謬
。
譜
≦
Φ
謬
の
負
う
有
限
性
に
就
い
て
周
到
な
理
解
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
以
上
の
檬
に
、
貧
践
理
性
の
封
事
と
、
憲
志
規
定
の
根
披
と
を
鋭
く
匠
別
し
て
矛
盾
を
解
決
し
て
も
、
術
カ
ン
ト

が
分
祈
論
第
二
章
に
於
い
て
展
開
し
て
い
る
「
賢
践
理
性
の
謝
象
」
の
概
念
を
思
い
合
せ
れ
ば
問
題
が
解
け
た
と
い
う
銀
に
は
な
ら
な

い
。
郎
『
ち
そ
こ
で
は
賢
鵬
理
性
の
封
象
は
た
虻
、
「
善
」
、
「
悪
」
に
限
ら
れ
、
U
δ
勲
凱
Φ
貯
蒔
Φ
群
O
ぴ
諦
観
①
①
貯
①
『
冒
鑓
犀
鋤
の
。
『
Φ
ご
く
①
撃

ご
犀
謬
津
の
置
合
象
。
〈
o
資
0
9
①
目
凹
郎
鳥
切
O
ω
Φ
望
事
不
快
の
感
情
に
係
わ
る
「
幸
」
「
不
幸
」
良
簿
ω
毛
。
言
偏
瓢
既
済
σ
①
一
で
は
有
り
得
な
い

銀
が
明
白
に
論
じ
盤
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
Q
（
一
び
一
血
・
ω
・
刈
O
一
刈
G
Q
）

　
從
っ
て
、
幸
編
を
意
志
規
定
の
根
披
と
せ
ず
、
箪
に
封
象
と
す
る
と
言
う
事
が
、
ど
の
様
な
意
味
で
言
わ
れ
る
に
せ
よ
、
か
な
り
の
閃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

難
を
胃
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
食
逸
を
も
含
め
た
「
最
高
馬
渕
が
義
務
と
し
て
追
求
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
（
嗣
げ
一
山
．
ω
。
　
同
①
O
）
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
、
嚢
務
と
い
う
概
念
の
カ
ン
ト
的
用
法
か
ら
し
て
、
こ
の
間
の
濟
合
的
な
理
解
は
極

め
て
圃
難
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
す
れ
ば
、
や
は
り
分
析
論
か
ら
辮
讃
論
へ
の
移
行
に
は
不
可
解
な
立
場
の
斎
忌
が
あ
る
と
言
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

カ
ン
ト
は
こ
エ
で
常
識
的
見
解
に
安
濡
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
需
わ
れ
て
も
致
し
方
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
そ
の
様
な
攣
更
な
り
、
安

協
な
り
が
禺
來
る
の
は
、
や
は
り
ヵ
ソ
ト
自
身
の
立
場
に
原
因
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
，
い
Q
そ
し
て
そ
れ
は
カ
ン
ト
で
は
理
性
の

自
惚
が
、
理
性
自
身
を
越
え
る
も
の
へ
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
費
践
理
性
の
自
滅
性
が
感

性
の
介
入
を
排
し
て
、
道
徳
的
に
純
化
さ
れ
れ
ぽ
さ
れ
る
程
、
逆
に
被
制
約
約
に
な
る
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
纂
態
は
、
費
は
熱
誠
そ
の
も

の
が
要
求
す
る
必
然
的
結
果
で
あ
り
、
理
性
そ
の
も
の
の
荷
う
根
源
陥
落
制
約
性
の
投
げ
か
け
た
影
で
あ
る
と
謡
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
　
　
　
（
詫
篇
）

の
で
は
な
い
か
◎
道
徳
律
が
一
般
に
義
務
と
し
て
受
取
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
所
以
、
或
い
は
又
一
般
に
純
粋
な
も
の
が
形
式
と
し
て
し

か
考
え
ら
れ
な
い
カ
ン
ト
の
形
式
圭
義
の
根
掛
が
實
は
こ
エ
に
在
る
の
で
あ
る
。
そ
の
寮
の
詳
覧
の
不
徽
底
が
こ
の
檬
な
纂
態
に
落
す
る

正
し
い
解
決
を
妨
げ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
臥
取
高
凱
μ
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
灘
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五
圏

　
然
し
そ
う
だ
か
ら
と
晶
．
口
づ
て
、
カ
ン
ト
の
形
式
圭
義
を
眞
向
か
ら
否
定
し
て
、
濁
な
立
場
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
正
筆
な
批
鯛
と
は
言

え
な
い
・
何
庭
迄
も
カ
ン
ト
に
從
っ
て
そ
の
途
を
行
き
存
す
の
で
な
け
れ
ぽ
．
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
途
の
正
し
さ
を
支
え
て
い
た
も
の

が
最
後
に
翠
蓋
す
る
問
題
を
考
察
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
そ
れ
が
最
高
善
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
來
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
理
念
が
含
ん
で
い
る
も
の
を
楡
討
す
る
墓
に
依
っ
て
、
上
に
述
べ
た
聞
題
的
な
事
態
に
封
ず
る
解
決
の
一
つ
の
方
向
を
探
っ
て

見
た
い
と
思
う
Q

詫
【
　
轟
王
覇
の
定
藤
城
は
「
理
棟
臨
．
的
な
る
隅
石
の
現
」
劇
毒
全
難
に
不
瞭
隣
に
帥
隙
仲
関
す
る
止
山
の
快
滴
一
の
噌
島
識
L
伽
9
ω
】
W
①
≦
日
欧
δ
ω
Φ
同
鄭
①
酬
づ
⑦
ω
く
①
「
昌
瓜
P
｛
ぼ
ぴ
q
O
瓢
♂
＜
㊦
－

　
　
ロ
α
㊦
づ
ω
＜
o
路
創
Φ
門
》
切
5
①
プ
ヨ
嵩
。
び
瞬
Φ
搾
島
①
ω
い
Φ
げ
①
謬
ω
矯
傷
剛
Φ
q
づ
¢
p
け
Φ
「
び
村
o
o
び
Φ
コ
。
ウ
①
阿
房
ひ
q
野
路
N
①
ω
U
ρ
ω
Φ
圃
質
び
①
α
q
δ
搾
①
叶
（
一
一
）
卿
畠
．
　
ω
●
　
M
W
圃
）
思
い

　
　
は
「
，
こ
の
世
に
於
け
る
理
佳
的
序
在
蒋
が
そ
の
顕
在
の
全
撫
に
於
い
て
、
す
べ
て
が
、
望
み
通
り
に
な
っ
て
い
る
駅
態
」
畠
Φ
貝
N
蛋
ω
貯
診
α
虫
昌
Φ
ω

　
　
く
㊦
噌
鵠
帥
コ
博
茜
。
昌
昌
o
o
o
Φ
昌
ω
ぎ
α
2
♂
く
①
昼
山
①
ヨ
Φ
ω
四
竃
○
曽
嵩
N
①
コ
ω
Φ
冒
。
四
国
x
6
8
瓢
N
鉱
δ
ω
づ
ρ
o
げ
芝
⊆
質
ω
o
び
離
コ
畠
≦
一
嵩
①
昌
ぴ
q
o
げ
計

　
　
（
ま
誌
．
ω
6
嶺
O
）
と
“
・
・
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
煮
凝
」
を
感
ず
る
も
の
、
或
い
は
望
ん
で
満
さ
れ
て
い
る
「
朕
態
」
が
理
桂
的
な
も
の
で
あ
る

　
　
と
い
う
事
は
絶
封
に
出
て
来
な
い
。
そ
れ
故
積
極
的
に
幸
瓢
と
結
び
つ
く
も
の
は
、
感
聾
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
こ
そ
徳
と
幸

　
　
廠
の
一
致
は
分
析
的
統
一
で
は
有
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
道
徳
形
而
と
學
原
謝
」
に
於
い
て
も
（
ω
・
μ
O
陰
H
μ
・
典
他
）
「
道
徳
形
而
上
學
し
に
於

　
　
い
て
も
（
ω
・
圏
c
Q
）
同
搬
で
あ
っ
て
、
雫
編
は
傾
向
牲
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
“
〆
、
れ
故
、
感
性
を
排
し
て
道
徳
律
に
纏
う
事
に
俘
う
道
徳
的
な
「
溝

　
　
尾
」
の
感
情
と
い
う
潜
む
も
の
は
、
幸
概
の
定
義
の
中
に
は
舎
ま
れ
な
い
。
若
し
そ
れ
を
含
ま
せ
る
な
ら
カ
ン
ト
の
立
場
は
別
な
も
の
に
な
ら
ざ
る

　
　
　
ニ

　
　
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

註
餓
　
純
粋
理
性
挑
塀
に
於
い
て
も
分
析
論
と
癖
澄
論
は
重
大
な
相
違
が
あ
る
。
分
析
論
が
単
性
と
感
性
の
綜
合
を
企
延
し
て
い
る
の
に
癒
し
、
癖
口
論

　
　
は
感
娃
を
越
え
た
理
牲
の
自
脅
性
そ
の
も
の
の
生
み
出
す
結
果
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
っ
た
。
實
賎
理
桂
批
判
で
は
感
性
を
越
え
た
埋
桂
の
自
渡
楼

　
　
か
ら
出
継
し
て
、
牡
馬
論
に
至
っ
て
は
禅
び
感
倥
を
導
入
す
る
事
に
な
る
。
爾
潜
は
そ
の
構
成
が
正
反
封
で
あ
る
の
に
つ
れ
て
、
分
析
論
、
辮
澄
論

　
　
粗
菰
の
閥
係
は
順
序
が
甦
に
た
る
だ
け
で
殊
更
風
戸
理
性
批
判
に
だ
け
難
境
の
不
備
を
許
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
え
る
か
も
傭
れ
ぬ
。
然
し
、

　
　
理
論
理
挫
に
饗
す
る
総
踊
螺
挫
の
活
動
が
認
め
ら
れ
る
以
と
は
、
－
と
云
う
事
は
實
踵
に
於
い
て
珊
挫
が
そ
の
無
制
約
性
を
端
的
に
示
す
と
い
う
事

　
　
で
あ
る
1
分
析
論
か
ら
榊
澄
論
へ
の
移
行
は
、
理
桂
が
そ
の
本
来
の
傾
．
向
に
し
た
が
っ
て
無
限
に
高
ま
ろ
う
と
し
、
自
己
の
本
質
を
開
展
せ
ん
と
す

　
　
る
當
然
の
衝
動
に
依
る
も
の
と
し
て
無
理
な
く
理
解
出
来
る
。
然
る
に
そ
の
頂
門
か
ら
出
臆
し
て
逆
に
感
風
へ
の
途
を
求
め
る
脚
継
理
佳
の
辮
澄
論

　
　
は
、
理
聾
の
實
獲
的
使
構
に
優
位
す
る
何
も
の
か
を
麟
揃
す
の
で
な
い
限
り
理
牲
の
本
曲
に
反
す
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
そ
の



何
も
の
か
w
不
明
の
ま
㌧
飛
さ
れ
て
い
る
所
に
こ
の
様
な
問
題
を
生
み
出
す
原
因
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
最
高
善
畠
β
。
田
ず
α
o
ぴ
ω
8
0
白
丁
ω
q
ヨ
ヨ
霞
ヨ
σ
o
建
B
と
い
う
理
念
に
含
ま
れ
る
こ
つ
の
契
機
を
と
り
上
げ

て
い
る
〇
　
一
つ
は
最
上
善
畠
効
ω
O
ぴ
Φ
誘
8
0
擢
計
ω
煮
匂
触
Φ
ヨ
¢
ヨ
げ
O
切
謀
諺
、
他
は
完
全
な
る
群
山
溝
ω
〈
O
に
①
β
傷
Φ
8
0
篇
∬
O
O
質
ω
蝦
ヨ
ヨ
鼻
◎
紳
償
ヨ

ぴ
。
瓢
質
ヨ
で
あ
る
Q
（
滅
・
昏
℃
・
＜
・
o
Q
・
H
お
）

　
先
ず
前
者
に
就
い
て
Q

　
最
上
善
は
そ
れ
自
身
無
制
約
的
i
無
制
約
的
に
善
き
も
の
一
で
あ
っ
て
、
他
の
如
何
な
る
も
の
に
從
陣
し
な
い
も
の
と
し
て
根
源
的

霞
赫
営
鶏
冨
ヨ
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
條
件
的
に
或
い
は
假
君
的
に
善
き
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
騰
に
於
い
て
無
條
件
的
に
善
き
も
の

で
あ
る
。
從
っ
て
そ
れ
は
自
由
な
純
粋
意
志
の
墨
描
性
が
自
ら
に
立
法
的
に
働
く
事
、
換
言
す
れ
ば
道
徳
律
が
直
接
に
意
志
を
規
定
す
る

寮
、
も
っ
と
具
盤
的
に
、
心
傭
に
即
し
て
言
え
ば
、
道
徳
律
の
無
上
命
法
を
義
務
と
し
て
、
た
穿
こ
の
義
務
か
ら
の
み
行
曝
す
る
道
徳
的

心
術
日
。
『
巴
δ
o
び
Φ
O
①
ω
ぎ
ロ
§
ひ
q
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
「
徳
」
と
呼
ば
れ
る
。
脚
ち
そ
れ
は
分
析
論
血
膿
を
通
じ
ひ
た
す
ら
追
求
さ

れ
來
つ
た
純
粋
な
道
徳
性
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
Q

　
所
で
徳
は
こ
の
檬
に
理
性
の
自
律
性
に
聡
く
も
の
と
し
て
、
無
制
約
的
に
善
き
も
の
と
雷
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
直
ち
に
以
っ
て

ら
　
　
も
　
　
リ
　
　
カ

絶
封
的
に
無
制
約
的
と
言
う
審
は
塒
來
な
い
Q
と
云
う
の
は
、
「
心
術
が
道
徳
律
に
完
全
に
一
致
す
る
事
」
象
Φ
〈
露
嵩
登
q
Φ
》
旨
ぴ
q
Φ
ヨ
①
器
－

①
譜
ゲ
Φ
諜
畠
O
婦
O
①
ω
ぎ
弓
§
ゆ
q
Φ
雛
§
幾
日
O
門
舷
δ
9
①
コ
Ω
Φ
ω
①
霞
Φ
を
「
聖
」
燦
Φ
篶
ひ
q
犀
Φ
津
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
様
な
完
発
性
は
、

「
感
性
界
に
在
る
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
、
そ
の
存
在
の
如
何
な
る
瞬
間
に
於
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
」
・
：
：
・
犀
。
貯
く
Φ
諺
⇔
ロ
津
旙
①
ω

≦
Φ
ω
⑦
昌
畠
Φ
場
ω
貯
昌
Φ
鐸
≦
Φ
詳
ぎ
犀
Φ
貯
①
日
N
o
詫
一
鎖
コ
犀
8
ω
Φ
貯
Φ
o
α
U
§
爵
ω
主
峯
。
。
鐡
三
ひ
q
誘
『
（
一
σ
一
罪
噛
Q
り
。
一
α
①
）
と
カ
ン
ト
が
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
◎
然
り
と
す
れ
ば
、
徳
と
聖
と
の
販
離
を
作
っ
て
い
る
も
の
は
、
　
「
翼
性
的
、
で
は
あ
る
が
感
性
界
に
於
い
て
在
る
」
と
い
う
人

　
　
　
最
山
藺
並
口
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀧
五
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哲
學
研
究
　
　
第
凶
再
瞬
十
號
瓢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
山
ハ

間
の
特
異
な
存
在
性
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
事
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
カ
ン
ト
は
、
理
性
的
、
で
は
あ
る
が
有
限
な
る
9
0
巖
。
び
存
在
と
も
語

っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
「
有
限
性
」
が
徳
の
聖
と
な
る
事
を
妨
げ
て
い
る
営
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
審
が
出
罵
る
で
あ
ろ
う
Q
然
ら
ば
、

そ
の
有
限
性
と
は
一
兎
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
し
て
又
、
そ
の
有
限
性
は
如
何
様
に
し
て
越
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。

　
只
今
の
6
1
用
に
績
い
て
カ
ン
ト
は
、
有
限
な
る
理
性
的
存
在
者
は
こ
の
「
聖
」
に
向
っ
て
無
限
に
進
行
す
る
こ
と
ぎ
ω
d
”
9
色
8
げ
①

℃
8
ひ
q
3
ω
ω
口
ω
だ
け
が
許
さ
れ
て
い
る
に
融
ぎ
ず
、
そ
の
檬
な
無
限
の
進
行
が
可
能
で
あ
る
爲
に
は
、
「
理
性
的
存
在
の
無
隈
に
持
碁
す
る

存
在
と
人
格
性
」
Φ
貯
Φ
貯
o
o
d
ρ
Φ
謬
飾
嵩
。
び
Φ
蹟
。
暮
畠
只
只
Φ
ヨ
α
①
国
箆
匂
・
奏
楽
¢
謬
伽
勺
①
同
ω
α
巳
凶
9
貯
Φ
雲
高
Φ
ω
む
。
色
ぴ
Φ
幽
く
Φ
讐
口
気
餓
ひ
q
Φ
昌
毛
①
ω
①
5
ω

が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
普
通
、
「
盤
魂
の
不
滅
」
α
冨
q
霧
8
審
漏
。
び
醤
Φ
詳
伽
①
居
ω
①
O
冨
と
呼
ば
れ
る
も

の
に
他
な
ら
ぬ
と
言
う
の
で
あ
る
。
所
で
意
志
が
道
徳
律
に
完
塗
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
の
濫
徳
性
の
究
極
的
理
念
は
、
　
「
側
枝
的
に
必

然
と
し
て
」
巴
ω
℃
吋
鋤
貯
蓄
。
。
o
げ
β
9
ミ
①
切
象
ひ
q
そ
の
實
現
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
商
魂
の
不
滅
は
徳
の
完
成
の
爲
に
不
可
鋏
の
も

の
と
し
て
實
践
理
性
に
依
っ
て
「
要
講
」
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
O
そ
し
て
こ
の
「
要
講
」
勺
8
ε
置
け
ば
、
存
在
を
越
え
る

當
爲
の
世
界
の
圭
膿
た
る
賢
士
理
性
に
依
っ
て
爲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
理
論
理
性
が
如
何
に
し
て
も
興
え
得
な
か
っ
た
客
親
性

を
こ
の
理
念
に
輿
え
得
る
－
但
し
そ
れ
は
あ
く
迄
も
聖
帝
的
で
は
あ
る
が
一
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
有
限
な
る
理
性
的
存
在
者
は
、
か
玉
る
意
味
に
於
け
る
容
獣
的
賢
在
性
を
墨
型
さ
れ
た
館
魂
と
し
て
自
己
を
把
握
す
る
時
、
そ

の
有
限
性
を
乗
り
越
え
る
纂
が
出
來
る
と
考
え
ら
れ
る
。
単
寧
我
汝
の
求
め
來
つ
た
費
践
理
性
に
優
位
す
る
何
も
の
か
は
、
こ
の
盤
魂
に

於
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
i
勿
論
そ
れ
は
、
た
穿
實
践
を
通
し
て
、
更
に
は
費
践
に
裏
付
け
ら
れ
る
限
り
に
於
け
る
信

と
し
て
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
一
。

　
然
し
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
．
盤
魂
不
滅
の
要
請
の
裏
に
在
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
極
め
て
常
識
的
な
、
且
つ
明
白

な
蕃
賢
、
脚
ち
感
性
乃
至
肉
艘
的
生
命
の
不
可
避
的
な
死
の
審
實
に
他
な
ら
な
眠
Q

　
限
ら
れ
た
時
間
の
生
存
を
続
け
る
事
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
端
麗
的
生
命
と
、
そ
の
生
死
を
共
に
す
る
な
ら
ば
、
理
性
は
そ
の
道
徳
的
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精
進
の
完
成
を
期
す
る
審
が
出
來
な
い
か
ら
、
理
性
そ
の
も
の
は
無
限
に
生
き
績
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
に
他
な
ら
な
い
Q
然
し

果
し
て
そ
う
で
あ
る
か
Q

　
蒔
聞
と
い
う
も
の
は
本
來
、
感
性
に
か
エ
わ
る
形
式
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
Q
超
感
性
的
な
道
徳
的
主
髄
と
し
て
の
理
性
に
肥
し
て
術
も

こ
の
様
な
論
議
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
、
こ
の
様
な
疑
．
問
は
幼
稚
す
ぎ
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
「
進
行
」
と
か
「
持
続
」
と
か
言
う
言

葉
に
引
ず
ら
れ
て
、
本
來
的
に
時
間
性
を
越
え
て
い
る
「
無
限
」
を
ば
依
然
と
し
て
時
聞
の
比
論
に
依
っ
て
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
と

非
難
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
Q

　
け
れ
ど
も
、
若
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
簸
魂
の
不
滅
を
纂
新
し
く
要
請
す
る
理
由
は
見
田
し
難
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
一
盤

行
爲
の
蓮
徳
性
は
時
間
の
繋
縛
下
に
在
る
感
性
的
契
機
を
排
し
て
、
超
時
間
的
な
道
徳
律
に
從
う
禦
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
し
、

そ
の
様
に
し
て
の
み
理
性
は
そ
の
本
來
の
超
時
闇
性
、
叡
智
的
存
在
性
を
明
確
に
記
帳
し
得
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
理
性
が
理
論
的
に
で

は
な
く
、
寳
蹉
的
に
働
く
配
り
に
於
い
て
は
、
そ
の
今
時
閥
性
を
更
め
て
問
題
と
す
べ
き
理
由
は
見
出
し
難
い
と
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
邸
ち
無
限
と
い
う
事
が
全
く
確
聞
規
定
に
無
翻
係
な
も
の
と
し
て
、
「
無
限
の
進
行
し
と
い
5
概
念
が
た
穿

賢
跨
理
性
の
働
き
の
超
時
間
的
性
格
、
乃
至
は
「
聖
」
に
つ
な
が
る
叡
知
的
本
性
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

分
析
論
が
既
に
充
分
に
解
明
し
黒
し
た
事
で
あ
っ
て
今
夏
今
上
論
を
必
要
と
す
る
理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。
露
魂
と
い
う
理
念
が
導
入
さ

れ
た
の
は
本
尊
的
に
時
間
性
を
越
え
て
い
る
濫
徳
的
圭
盤
た
る
理
性
に
、
樹
も
感
性
的
契
機
ま
で
完
備
さ
せ
よ
う
と
す
る
要
求
か
ら
早
し

て
い
る
と
言
え
る
Q
そ
う
で
な
け
れ
ば
気
魂
は
賢
鵬
理
性
の
概
念
と
完
金
に
相
覆
う
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
從
っ
て
「
心
魂
の
不
滅
」
は
費

践
理
性
の
叡
智
的
（
超
感
性
的
）
性
格
の
通
俗
的
表
現
と
し
て
、
辮
誰
論
を
ま
つ
迄
も
な
く
、
分
析
論
の
立
場
か
ら
直
ち
に
導
き
出
さ
れ

る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
樹
も
そ
れ
が
こ
エ
で
問
題
と
な
る
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
的
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

最
高
煎
d
に
就
い
で
．

四

既
七
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哲
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隼
四
ぼ
四
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
八

　
有
隈
な
る
理
性
的
存
在
者
の
道
値
価
性
が
「
聖
」
た
り
得
．
な
い
理
山
は
何
庭
に
在
る
の
か
Q

　
貯
て
の
答
と
し
て
、
死
を
以
っ
て
限
ら
れ
る
感
性
的
生
存
の
製
薬
性
が
表
面
に
出
て
顧
る
の
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
理
性
的
．
感
性
的
と

い
う
二
重
の
構
造
を
持
つ
人
間
存
在
の
有
限
性
、
乃
至
は
被
制
約
性
を
感
性
の
有
限
性
、
被
制
約
性
に
押
し
つ
け
て
、
理
性
そ
の
も
の
は

無
鋼
約
的
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
限
り
、
問
題
解
決
へ
の
途
は
一
歩
も
踏
み
出
さ
れ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
こ
で
、
と
も
か
く
も
感
性
を
豫
想
す
る
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
限
り
に
於
け
る
理
性
の
被
制
約
的
性
絡
（
本
卑
下
に
は
無
手
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

的
で
あ
る
が
）
と
い
う
様
な
も
の
を
考
え
て
見
て
も
、
そ
う
い
う
溝
極
的
．
規
定
で
は
な
く
、
理
性
の
被
制
約
性
の
積
極
的
規
定
が
見
出
さ

れ
な
い
限
り
事
情
は
斯
く
同
じ
で
あ
る
。
釘
故
な
ら
ぽ
、
そ
の
様
な
立
場
に
と
穿
ま
る
限
り
、
理
性
が
感
性
の
介
入
を
最
量
的
に
排
し
得

た
時
；
或
い
は
感
性
を
豫
幸
す
る
銀
が
原
理
的
に
不
可
能
と
な
っ
た
畔
一
理
性
は
直
ち
に
そ
の
道
徳
的
精
進
を
完
威
し
得
て
、
そ
の
ま
鼠

一
畢
に
「
聖
」
た
り
得
る
と
い
う
事
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
肉
燈
の
死
と
共
に
感
性
が
無
に
癖
す
る

時
、
理
性
は
そ
の
本
來
の
目
的
を
達
成
し
得
る
事
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
人
闘
は
一
刻
も
早
く
死
ぬ
に
越
し
た
．
事
は
な
か
ろ
う
し
、

む
し
ろ
生
ま
れ
な
か
っ
た
方
が
一
壷
よ
か
っ
た
と
い
う
嘉
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
か
く
て
は
、
　
「
聖
し
か
ら
無
限
に
隔
っ
て
い
る
人
聞

の
道
徳
性
、
然
る
が
故
に
苛
惜
な
き
嚴
格
さ
を
以
っ
て
課
せ
ら
れ
る
と
言
う
遊
徳
的
努
力
の
奪
嚴
、
又
そ
の
黒
質
な
意
味
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
Q

　
か
く
て
、
　
「
聖
」
に
向
っ
て
の
溢
徳
的
努
力
の
無
限
の
進
行
と
言
わ
れ
る
事
柄
が
正
し
い
意
味
を
持
ち
得
る
の
は
、
理
性
の
有
隈
性
に

間
す
る
積
極
的
な
規
定
が
新
し
く
見
出
さ
れ
る
時
、
始
め
て
可
能
と
な
る
審
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
難
性
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も
　
　
　
カ

の
荷
う
根
源
的
被
制
約
性
と
し
て
の
被
造
畢
に
他
な
ら
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
Q

　
有
限
な
る
理
性
的
存
在
滑
に
と
っ
て
は
「
聖
」
に
達
す
る
蕃
は
そ
の
存
在
の
如
何
な
る
瞬
聞
に
於
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
の
み
か
、
そ

の
生
涯
を
通
じ
て
の
不
断
の
道
徳
的
努
．
カ
の
更
に
限
り
な
い
糠
績
に
封
ず
る
不
動
の
志
さ
え
も
が
、
そ
の
不
攣
性
に
つ
い
て
は
一
廉
の
疑

い
を
持
た
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
様
な
「
被
戸
畑
」
山
黛
。
。
a
O
①
ω
o
げ
α
冨
の
立
場
（
一
げ
剛
α
●
ω
“
一
㎝
G
Q
）
が
吏
め
て
自
畳
さ
れ
藏
さ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
人
間
現
性
は
、
た
と
え
完
全
に
感
性
的
制
約
を
脱
す
る
審
が
餌
來
た
と
し
て
も
、
術
も
「
聖
」
か
ら
は
無
限
に
遠
く
、
そ
れ
へ
の
辮
限

の
努
力
か
課
せ
ら
れ
て
い
る
家
に
怠
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
蝦
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
な
る
存
在
」
と
譜
ら
れ
る
時
、
そ
の
有
限
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
う
　
　
う
　
　
も
　
　

つ
　
　

も
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　

う

事
の
意
味
は
先
ず
、
理
性
的
感
性
的
存
在
性
と
い
う
意
味
と
し
て
受
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
感
性
的
と
い
う
黙
に
ア
ク
セ
ン

ト
を
置
い
て
有
限
性
を
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ば
分
析
論
の
立
場
で
あ
っ
て
、
辮
誰
論
本
來
の
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
る
迄
も
な
い

と
い
う
纂
で
あ
る
。
尤
も
、
蓮
徳
律
が
理
性
の
自
己
立
法
で
あ
り
乍
ら
、
然
も
こ
れ
を
ミ
。
鵠
窪
と
し
て
穿
な
く
、
ω
o
は
Φ
雛
と
し
て
受

取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
入
聞
の
有
限
性
が
か
え
り
み
ら
れ
て
い
る
時
、
費
は
こ
の
毒
が
義
血
さ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
、

從
っ
て
、
分
析
論
そ
の
も
の
も
、
既
に
こ
の
自
畳
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
Q
然
し
乍
ら
、
分
析

論
の
當
面
の
課
題
が
、
感
性
の
制
約
か
ら
選
性
の
純
粋
な
自
毒
性
を
救
い
拙
し
、
道
徳
性
の
叡
智
的
性
格
を
探
り
害
そ
う
と
す
る
慕
に
在

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
理
性
そ
の
も
の
の
有
限
性
の
心
許
が
正
薗
か
ら
と
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
止
む
を
得
な
か
っ
た
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
意
味
に
於
け
る
有
限
性
が
徹
底
的
に
自
墨
さ
れ
る
事
が
、
費
は
辮
誰
論
の
本
直
果
す
べ
き
課
題
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
Q
そ
し
て
又
、
こ
れ
に
依
っ
て
始
め
て
、
鰹
魂
と
か
、
無
限
の
…
進
行
と
か
言
う
概
念
の
曖
昧
さ
を
越
え
て
、
最
高
善
の
第
】

の
契
機
た
る
最
上
善
の
理
念
が
正
し
く
把
握
出
覧
る
と
雷
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
最
上
な
る
善
と
は
、
感
性
の
被
制
約
性
を
越
え

て
い
る
が
故
に
無
制
約
的
で
あ
る
所
の
「
毒
し
と
言
う
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
徳
が
巣
に
同
揖
す
べ
き
理
想
と
し
て
術
も
無
限
の
彼
方
に

　
　
　
も

在
る
「
託
し
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
無
限
の
進
行
と
か
、
無
限
の
彼
方
と
か
い
う
様
な
事
は
、
賢
は
徳
と
聖
と
の
存
在
の
訳
義

の
相
違
を
示
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
有
徳
な
る
理
性
と
い
え
ど
も
、
爾
も
無
限
に
績
く
努
力
を
課
せ
ら
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
も
　
　
セ
　
　
む

ら
ぬ
と
い
う
塵
に
な
る
の
で
あ
る
Q
換
言
す
れ
ば
、
無
限
の
努
力
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
限
り
に
於
い
て
徳
は
徳
た
り
得
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
、
若
し
努
力
と
弓
．
無
い
、
進
行
と
い
う
事
が
、
感
性
の
介
入
を
排
し
て
意
志
が
道
徳
律
に
從
う
蕃
の
純

　
　
　
帝
い
高
煎
n
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
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度
に
於
け
る
向
上
と
い
う
意
味
に
逓
ぎ
な
い
な
ら
、
前
集
の
如
く
、
現
世
を
越
え
る
理
性
的
、
存
在
の
捧
・
脆
性
な
ど
は
無
意
味
な
戯
雷
に
絡

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
感
性
を
欠
い
た
盛
挙
が
術
も
感
性
の
介
入
を
排
す
る
努
力
を
績
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
と
い
う
様
な
事
を
考
え

る
蕃
が
出
來
よ
う
か
Q
人
聞
の
道
徳
性
は
、
そ
れ
が
無
限
を
指
向
す
る
限
り
に
於
い
て
、
そ
の
本
幕
の
意
味
を
持
ち
、
一
般
に
人
間
の
存

在
性
が
無
限
考
と
の
閥
係
を
通
し
て
の
み
、
そ
の
最
深
の
規
定
を
自
量
的
に
把
握
出
來
る
と
い
う
築
を
我
々
は
こ
x
で
讃
み
取
る
べ
き
な

の
で
あ
る
。
鰹
魂
の
不
滅
と
い
．
う
様
な
表
現
ぱ
、
賢
は
こ
の
様
な
纂
態
を
表
わ
す
不
完
金
な
、
逓
俗
的
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
Q
純
粋
な

る
も
の
が
形
式
と
し
て
、
叡
知
的
な
世
界
が
當
爲
と
し
て
把
握
さ
れ
る
他
は
な
か
っ
た
理
性
の
根
源
的
有
限
性
が
こ
N
に
於
い
て
始
め
て

當
面
の
閲
題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
來
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
の
翻
意
が
奈
邊
に
在
り
、
又
そ
の
自
畳
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
る
が
、
少
く
と

も
、
分
析
論
か
ら
辮
讃
論
へ
の
画
展
を
雛
系
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
以
上
の
如
く
、
理
性
の
被
官
性
の
自
畳
が
そ
の
核
心
と

も
、
原
動
力
と
も
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
從
っ
て
又
、
最
高
善
の
第
二
の
契
機
た
る
「
発
全
な
る

善
」
と
い
う
理
念
に
就
い
て
も
、
こ
の
自
畳
を
豫
翻
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
蹴
合
的
な
理
解
は
望
む
べ
く
も
な
い
と
思
わ
れ
る
Q
そ
こ
で
次

に
進
ん
で
こ
の
理
念
の
、
構
造
を
検
討
し
て
見
た
い
と
思
う
。

　
徳
は
以
上
に
見
ら
れ
た
様
に
、
純
粋
な
道
徳
性
と
し
て
隔
無
制
約
的
に
善
き
も
の
で
あ
っ
た
が
、
有
限
な
る
理
性
的
存
在
者
の
欲
求
能

力
の
封
隷
は
、
更
に
こ
の
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
…
鵬
を
も
合
せ
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
幸
輔
で
あ
る
事
を
欲
し
、
び
①
飾
燭
鑑
菖
瞬
且
叉
、

幸
編
に
擁
し
妻
母
鳥
茜
な
が
ら
、
而
も
幸
瀟
た
り
得
な
い
と
い
う
事
は
完
金
性
を
否
定
す
る
塵
で
あ
る
Q
そ
こ
で
葺
け
る
び
Φ
α
熱
演
島
ゆ
q

こ
と
な
き
完
奈
な
る
善
と
は
徳
と
宰
輻
の
一
致
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
然
る
に
、
徳
は
自
由
の
領
域
に
面
し
、
醤
蝦
は
自
然
の
領
域
に
令
し
て
、
爾
雌
4
1
は
全
く
相
異
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
一
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致
は
分
析
的
統
一
で
は
な
く
、
綜
含
曲
統
一
で
あ
る
弛
は
な
い
。
然
し
自
由
の
本
質
か
ら
し
て
、
自
由
が
自
然
を
根
面
と
し
て
成
立
す
る

事
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
爾
者
の
綜
合
的
統
一
の
方
向
は
自
由
か
ら
自
然
へ
の
途
を
辿
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に

有
限
な
る
存
在
饗
に
と
っ
て
は
、
そ
の
途
は
軍
に
可
能
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
と
穿
ま
り
、
必
然
的
で
は
な
い
Q
こ
れ
を
必
然
的
た
ら
し

め
る
も
の
は
、
た
y
自
ら
の
意
志
に
依
っ
て
、
こ
の
自
由
と
自
然
の
爾
域
を
創
造
し
、
且
つ
こ
の
爾
岩
の
共
通
の
根
糠
で
あ
る
灰
の
絶
謝

者
一
義
1
の
存
在
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
Q
厨
で
、
完
垂
性
を
求
め
る
賓
践
興
性
の
本
物
的
要
求
に
根
ざ
し
て
完
蚕
な
る
善
が
必
然
的
に

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
、
紳
の
存
在
が
同
じ
く
必
然
的
に
要
講
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
こ
れ
が
完
全
な
る
善
と
い
う
理
念
に
關
す
る
カ
ン
ト
の
論
語
の
概
略
で
あ
る
。

　
所
で
、
蘭
に
も
醐
れ
た
様
に
、
純
糧
賢
跣
目
性
の
封
象
は
善
悪
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
快
不
快
の
感
情
に
か
x
わ
る
幸
不
幸
で
は
あ
り
得

な
か
っ
た
。
勿
論
、
そ
う
は
呂
．
口
づ
て
も
、
貸
馬
を
追
う
人
聞
の
感
性
的
本
性
が
無
窓
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
纂
、
道
徳
性

に
議
す
る
限
り
、
幸
不
幸
は
無
記
な
る
も
の
と
し
て
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
、
費
践
理
性
の
封
象
と
し
て
、
幸
報
が
突
然

採
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
す
こ
ぶ
る
理
解
し
難
い
事
柄
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
同
じ
く
前
に
蓮
べ
た
様
に
、
カ
ン
ト
は
感
性

的
な
墨
型
以
外
に
、
幸
編
と
名
づ
く
べ
き
も
の
を
撃
げ
た
凄
は
な
い
。
ス
ト
ア
の
立
場
が
徳
と
幸
顧
を
同
一
讃
す
る
と
い
う
理
由
に
依
っ

て
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
き
び
し
く
撞
け
て
い
る
の
で
あ
る
Q
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
今
こ
鼠
で
幸
瀟
が
理
漣
の
封
象
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の

は
、
箪
に
不
可
解
で
あ
0
の
み
な
ら
ず
、
分
析
論
と
辮
誰
論
の
聞
に
、
原
理
的
に
重
大
な
立
場
の
磁
化
を
將
濡
し
、
膿
系
の
不
摺
合
を
來

す
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
批
制
さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
所
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
矛
盾
を
緩
和
す
る
爲
に
、
理
性
と
感
性
が
不
思
議
な
結
合
を
す
る
か
に
見
え
る
道
徳
的
感
興
、
即
ち
、
叢
濃
》
o
ゲ
2
ロ
ゆ
q
或
い
は

己
れ
の
傾
向
性
を
罵
倒
し
、
こ
れ
か
ら
濁
思
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に
絆
う
満
足
一
己
れ
の
状
態
に
封
ず
る
品
濃
的
害
意
－
即
ち
理
性
の

自
律
に
絆
う
満
足
N
q
h
鳳
Φ
鳥
Φ
暮
Φ
答
（
一
ぴ
算
q
Q
・
嵩
も
。
・
そ
れ
は
紳
に
し
か
妬
し
得
ら
れ
ぬ
自
足
性
ω
Φ
毎
の
蒔
Φ
昌
鑑
ひ
q
・
α
⑳
琶
犀
O
搾
に
類
似
し
た

も
の
で
さ
え
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
感
情
の
積
極
的
協
力
自
知
層
。
。
。
葺
く
Φ
切
Φ
ぱ
ユ
簿
Φ
冨
①
ω
O
Φ
露
三
ω
を
斎
く
が
故
に
幸
編
と
呼

　
　
　
最
高
雌
B
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
】
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蜷
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六
二

ぶ
毒
は
出
來
な
い
）
と
言
う
様
な
も
の
を
採
上
げ
て
見
て
も
抜
本
的
な
解
決
を
欝
ら
す
喜
は
患
來
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
求
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
や
　
　
カ

ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
企
く
非
理
性
的
な
感
性
の
積
極
的
落
足
と
し
て
の
幸
爾
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
檬
な
も
の
を
理
性

も
亦
要
求
す
る
と
い
う
雍
に
な
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
立
場
は
根
砥
か
ら
覆
え
る
事
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
敢
え
て
か
く

の
如
き
不
齋
合
を
許
す
の
は
一
膿
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
見
た
如
く
、
理
性
が
純
粋
に
道
徳
的
に
な
れ
ば
な
る
程
、
却
っ
て
益
，
被
制

約
的
に
な
る
と
い
う
愚
闇
存
在
の
自
己
矛
盾
的
な
蓮
命
が
や
は
り
こ
エ
で
も
こ
の
様
な
矛
盾
を
生
み
出
す
所
以
と
な
り
、
か
く
て
本
來
の

意
昧
で
辮
寄
蔵
の
果
す
べ
き
課
題
を
開
示
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
志
、
完
発
な
る
善
と
い
う
檬
な
も
の
は
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
壁
あ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
更
め
て
考
へ
直
し
て
見
よ
う
Q

　
現
象
界
に
於
い
て
徳
と
毒
編
の
必
然
的
な
一
致
を
望
み
難
い
の
は
明
か
な
事
賢
で
あ
る
Q
我
凌
の
巌
壁
や
見
開
が
そ
れ
を
教
え
る
の
み

で
な
く
、
徳
の
厨
す
る
自
慮
の
領
域
と
幸
輻
の
聾
す
る
自
然
の
領
域
と
を
完
全
に
支
配
す
る
纂
が
出
來
な
い
以
上
、
た
ま
た
ま
徳
に
ふ
さ

わ
し
い
幸
編
が
得
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
全
く
偶
然
の
患
來
審
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
壁
そ
れ
は
紳
の
立
場

か
ら
し
て
は
必
然
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
自
由
は
自
ら
因
果
の
系
列
を
始
め
得
る
審
を
意
味
し
、
且
又
、
我
々
の
自
由
な
る
実
践
は
共
膿

的
に
は
現
象
界
に
そ
の
結
果
を
生
み
田
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
由
か
ら
自
然
へ
の
途
、
徳
の
結
果
と
し
て
の
幸
醸
の
將
來

は
少
く
と
も
有
り
得
な
い
事
で
は
な
い
。
た
穿
そ
れ
が
必
然
性
を
持
ち
得
る
の
は
、
ひ
と
り
榊
の
意
志
に
依
る
と
言
う
だ
け
の
事
で
あ

る
。　

さ
て
、
こ
の
様
に
、
現
象
界
に
於
け
る
孤
燈
と
し
て
、
徳
と
論
罪
と
の
一
致
が
必
然
性
を
持
た
な
い
と
い
う
事
は
、
分
析
論
の
立
場
か

ら
當
然
導
き
出
さ
れ
得
る
姦
で
あ
っ
て
問
題
は
な
い
Q
問
題
は
、
そ
れ
が
理
念
の
世
界
に
移
さ
れ
て
、
辮
讃
論
と
し
て
無
理
な
く
考
え
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
カ

ら
れ
る
薯
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
徳
と
幸
編
の
一
致
は
理
念
と
し
て
果
し
て
戯
立
す
る
と
考
え
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
紳
の
意
志

に
依
っ
て
可
能
と
な
り
、
翼
に
は
必
然
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
方
に
徳
の
完
威
と
し
て
の
「
潔
し
へ
の
無
限
の
努
力
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
感
性
の
死
を
も
越
え
て
縷
…
績
さ
る
べ
き
も
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の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
、
こ
の
様
に
し
て
努
力
を
績
け
る
理
性
的
存
在
考
に
と
っ
て
、
そ
の
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
輻
と
は
一
篇
何
で
あ

ろ
う
か
。
徳
と
い
う
概
念
は
先
に
見
ら
れ
た
檬
に
完
結
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
限
に
向
っ
て
囲
か
れ
た
概
念
で
あ
り
、
實
質
的

に
は
、
「
聖
」
に
向
っ
て
の
無
限
の
精
進
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
様
な
動
性
を
、
或
い
は
指
向
性
を
失
う
な
ら
ぽ
、
同
時
に
徳
の
徳
た
る

灰
以
も
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
最
高
善
が
徳
と
堂
幅
の
一
致
と
し
て
の
七
二
な
る
善
を
意
味
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ

れ
は
そ
の
究
極
の
意
味
に
於
い
て
は
、
徳
の
完
成
と
し
て
の
「
聖
」
な
る
道
徳
性
に
讃
し
て
、
そ
れ
に
慮
し
い
、
然
し
あ
く
迄
も
感
性
的

な
幸
瀟
が
一
．
致
す
る
と
い
う
慕
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
所
で
こ
の
檬
な
徳
の
完
成
が
少
く
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る
爲
に
は
、
不
可
欠

の
前
提
と
し
て
、
感
性
朗
生
存
の
死
を
も
越
え
る
理
性
的
存
在
者
の
永
績
的
存
績
が
要
講
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
様
な
も

　
　
い
　
　
　
し

の
が
釜
魂
と
呼
ば
れ
た
。
そ
こ
で
徳
と
幸
輻
の
一
致
の
理
念
は
、
胆
魂
と
し
て
の
理
性
的
存
在
奢
に
於
け
る
徳
と
評
議
の
…
致
と
い
う
意

味
に
迄
徹
底
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
、
か
く
の
如
く
し
て
は
、
そ
の
矛
盾
は
最
早
救
い
が
た
い
と
書
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
何
故
な
ら
ば
、
釜
魂
と
幸
輻
を
結
び
つ
け
る
も
の
を
見
出
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
卸
ち
前
者
は
、
も
と
も
と
感
性
を
捨

象
し
て
始
め
て
考
え
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
後
者
は
逆
に
、
あ
く
迄
も
感
性
の
積
極
的
満
足
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
た
と
え
そ
の
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
輻
が
紳
の
意
志
を
介
し
て
疑
え
ら
れ
る
と
し
た
所
で
、
．
盛
魂
は
こ
れ
を
受
け
容
れ
る

べ
き
能
力
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
し

　
先
に
躯
魂
に
つ
い
て
、
感
性
の
形
式
と
し
て
の
時
間
を
語
る
纂
が
無
意
味
で
あ
っ
た
様
に
、
今
こ
鼠
で
鯉
魂
に
つ
い
て
、
感
性
の
満
足

　
　
　
　
う
　
　
む

と
し
て
の
幸
輻
を
語
る
事
も
全
く
無
意
味
な
の
で
あ
る
・
か
く
て
、
徳
と
干
潟
の
必
然
的
～
致
は
、
人
間
的
雷
魚
に
於
け
る
審
柄
と
し
て

不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
畢
な
る
理
念
と
し
て
で
も
矛
盾
を
含
み
、
紳
の
意
志
を
以
っ
て
し
て
も
不
可
能
で
ふ
5
3
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
一
般
に
人
蘭
理
性
の
路
る
二
律
背
反
は
、
軍
に
理
念
と
し
て
し
か
在
り
得
な
い
も
の
を
現
象
界
に
於
け
る
封
象
と

思
い
遠
え
る
現
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
從
っ
て
又
、
そ
の
批
鋼
的
解
決
は
、
理
念
を
理
念
と
し
、
現
象
を
現
象
と
し
て
明
確
に
腿
別
す
る

　
　
　
粍
取
宵
岡
隷
」
に
煽
い
で
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
一
三
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哲
學
研
究
第
四
罧
四
＋
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

嘉
に
依
っ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
矛
盾
は
理
念
と
現
象
と
の
矛
盾
的
驕
係
で
あ
っ
て
、
理

念
そ
の
も
の
の
、
或
い
は
現
象
そ
の
も
の
の
自
己
矛
盾
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
、
最
高
善
の
理
念
が
理
念
そ
の
も
の
と
し

て
矛
盾
を
含
む
と
い
う
審
に
な
れ
ば
、
そ
の
解
決
は
當
然
現
象
と
理
念
を
分
別
す
る
事
で
は
果
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

．JL．．

IN

　
辮
福
耳
は
人
聞
理
性
の
必
然
的
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
矛
盾
を
え
ぐ
り
蒼
し
て
、
こ
れ
が
批
判
的
解
決
を
通
じ
て
、
よ
り
高
い
立
場
へ

の
展
塾
を
剥
く
審
に
そ
の
使
命
が
あ
っ
た
。
然
る
に
ご
製
で
は
、
徳
と
幸
鵬
の
一
致
と
い
う
察
柄
の
内
包
す
る
矛
盾
の
批
判
的
解
決
と
し

て
提
起
さ
れ
た
「
鑑
魂
の
不
滅
」
、
薫
騨
の
．
存
在
」
の
謡
講
が
、
逆
に
そ
の
矛
盾
…
を
深
め
る
役
舗
し
か
果
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
の

如
き
琳
賢
は
、
こ
の
賢
践
理
性
批
制
に
於
い
て
は
、
分
析
論
か
ら
辮
讃
論
へ
の
移
行
が
齊
合
性
を
欠
き
必
然
性
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
事

費
か
ら
の
當
然
の
結
果
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
、
」
カ
ン
ト
で
は
、
理
性
を
も
越
え
る
も
の
に
つ
い
て
の
自
署
が
た
と
え
稀
溝
で
あ
る
と
は

言
え
な
い
に
し
て
も
、
術
も
正
當
に
探
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
言
う
慕
實
に
基
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
析
論
が
理
性
の
自

律
性
、
或
い
は
そ
の
無
制
約
性
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
（
そ
し
て
そ
れ
は
理
論
理
性
に
封
ず
る
實
践
理
性
の
優
位
と
言
わ
れ
る
凄
柄

で
あ
り
、
更
に
こ
れ
に
優
位
す
る
全
盤
の
何
等
か
の
使
用
法
は
有
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
）
そ
こ
か
ら
辮
誰
論
へ
進
み
入
る
爲
に

は
、
理
性
を
越
え
る
も
の
と
の
閥
係
を
通
じ
て
、
理
性
そ
の
も
の
の
根
源
的
な
有
限
性
が
中
心
の
聞
題
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
認
識
に
博
し
て
は
、
理
性
と
感
性
の
共
働
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
感
性
を
欠
い
て
い
る
理
性
の
被
制
約
性
が
繋

誰
論
の
課
題
を
提
供
す
る
審
に
な
り
得
る
の
で
あ
っ
た
が
、
實
践
に
験
す
る
聖
断
論
に
於
い
て
は
、
む
し
ろ
理
性
そ
の
も
の
の
本
來
的
被

制
約
性
、
即
ち
被
造
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
道
徳
性
の
追
求
は
感
性
の
混
入
を
排
し
て
理
性
の
純
粋

な
嶽
律
性
を
確
立
す
る
事
に
蹄
思
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
一
方
に
、
そ
の
檬
な
理
性
そ
の
も
の
の
被
遊
性
、
換
雷
す
れ
ぽ
、
　
「
聖
」



　
　
し
　
　
　
う
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
め
　
　
　
し
　
　
　
し
　
　
　
む

　
　
　
へ
の
無
限
の
へ
だ
た
り
が
反
省
さ
れ
、
父
他
方
に
、
か
く
て
排
除
さ
れ
た
感
性
が
、
こ
の
様
な
理
性
の
反
省
を
契
機
と
し
て
再
び
更
め
て

　
　
受
取
り
直
さ
れ
て
、
徳
と
幸
輻
の
一
致
と
い
う
自
己
矛
盾
的
な
理
念
の
本
船
の
意
味
が
探
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
ね

　
　
し
て
こ
の
課
題
が
徹
底
的
に
考
え
抜
か
れ
る
時
、
始
め
て
そ
の
救
い
難
い
矛
盾
が
祈
謂
批
判
的
に
乗
越
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
理
性
の
批
劇
は
、
究
極
に
於
い
て
は
、
理
性
自
身
を
も
乗
越
え
る
票
に
鯖
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
情
が
被
潜
性
乃
董
所
興

　
　
性
の
端
的
な
表
現
で
あ
る
慕
は
聞
違
い
な
い
が
、
然
し
理
性
も
亦
同
じ
く
所
興
的
で
あ
り
、
根
源
海
面
造
性
を
負
っ
て
い
る
審
に
攣
り
ぱ

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
感
性
を
越
え
た
ら
一
考
に
「
聖
」
た
り
得
る
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
爾
、
無
限
の
努
力
が
、
義

　
　
務
と
し
て
、
容
赦
な
き
嚴
絡
さ
を
以
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
檬
な
無
慾
件
的
な
望
薄
さ
は
た
穿
道
徳
律
に
の
み
ふ
さ
わ
し

　
　
い
の
で
あ
る
か
ら
、
か
く
て
理
性
自
身
の
有
限
性
の
自
畳
こ
そ
、
逆
に
道
徳
律
の
奪
嚴
を
守
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
無
限
の
前
進
に
於

　
　
い
て
の
み
道
徳
律
と
の
全
き
合
致
に
到
達
し
得
る
と
い
う
我
汝
の
本
性
の
道
徳
的
規
定
」
黛
Φ
旨
O
周
秘
色
。
ぴ
Φ
ヒ
ご
Φ
の
無
量
ヨ
郎
昌
ひ
q
§
ω
o
お
『

　
　
2
鋤
霜
月
擁
旨
鐸
厭
忌
δ
冒
貯
¢
ぎ
Φ
ヨ
冒
ω
q
謬
O
昌
脳
財
O
げ
φ
ひ
q
Φ
げ
Φ
旨
自
Φ
謬
司
O
簿
ω
O
幻
出
簿
O
N
口
醜
く
驚
出
監
q
①
コ
渉
b
窃
q
Φ
導
Φ
ω
器
ロ
び
Φ
日
嗣
搾
山
Φ
ヨ

　
　
ω
搾
8
コ
ひ
q
①
の
Φ
窟
Φ
ぴ
q
Φ
冨
¢
ひ
q
o
誉
N
賃
貯
α
ロ
謬
。
ほ
は
道
徳
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
に
關
…
し
て
も
極
め
て
有
用
で
あ
り
、
「
こ
れ
な
く
し
て

　
　
は
、
入
は
道
徳
律
を
寛
大
な
、
甘
や
か
し
て
く
れ
る
も
の
、
三
っ
て
我
々
の
安
易
な
氣
持
に
合
う
も
の
と
し
て
い
じ
く
り
廻
す
關
係
上
、

　
　
遁
徳
律
は
そ
の
瀞
聖
性
を
す
っ
か
り
汚
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
意
志
の
神
聖
性
を
豫
罷
通
り
完
全
に
獲
得
す
る
と
い
う
達
し
難
い
隅
標
に

　
　
向
っ
て
の
使
命
と
期
待
に
緊
張
し
て
、
自
己
認
識
と
は
全
く
相
矛
盾
す
る
紳
長
齢
的
空
想
に
着
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
：
：
」
。
　
獄
司
撃

　
　
薄
霞
ロ
鐙
Φ
冒
コ
ひ
q
山
O
ω
切
①
浮
Φ
コ
≦
解
山
Φ
馨
≦
Φ
日
興
鳥
坦
ω
鑓
O
噌
艶
溢
。
げ
Φ
○
Φ
器
仲
凶
く
O
跡
ω
Φ
貯
①
『
属
Φ
難
臓
貯
Φ
搾
験
身
鋤
9
犀
。
げ
帥
σ
ひ
q
Φ
≦
口
a
齢
ρ

　
　
ぎ
傷
O
資
旨
騎
。
謬
O
ω
ω
圃
O
望
都
ω
昌
p
◎
O
ロ
ω
ざ
『
畠
ひ
q
（
一
鐸
恥
環
一
㎞
四
①
懸
け
）
語
口
畠
ω
O
q
轟
ロ
α
O
H
O
目
切
Φ
げ
鋤
騨
q
罵
O
ぴ
牌
Φ
鼻
口
謬
ぴ
q
Φ
］
B
の
の
自
ω
O
旨
く
Φ
『
犀
鳥
β
匂
ロ
笛
旨
旨
O
亀
①
『

　
　
嚢
δ
藏
O
げ
　
ω
Φ
一
¢
Φ
β
　
閉
四
Φ
田
口
隔
　
鐸
謬
口
＆
償
ぴ
q
一
①
一
〇
げ
　
団
騨
口
引
N
2
δ
『
紳
億
昌
㎞
四
凶
露
　
Φ
一
昌
①
触
　
質
ご
『
O
一
〇
口
σ
日
脚
①
饗
　
団
W
Φ
白
目
鈴
一
ご
P
昌
9
昌
ご
隔
W
り
　
同
μ
魑
b
P
一
陣
O
げ
　
Φ
一
口
Φ
誉
P
　
〈
Φ
吋
げ
O
怜
n
叶
Φ
ご

　
　
く
9
鋸
ひ
q
O
口
国
彗
≦
興
ぴ
山
O
鷲
国
皿
一
首
貯
Φ
諦
α
Φ
の
ぐ
溺
躍
①
誉
q
α
℃
ω
や
9
σ
郡
昌
齢
二
自
白
ω
答
げ
貯
ω
O
げ
≦
茶
時
ヨ
Φ
謬
α
Φ
℃
α
Φ
塊
ω
巴
σ
ω
8
触
貯
①
謬
昌
9
圃
ω
励
q
鋤
5
N

　
　
≦
置
①
諺
箕
o
o
冨
欝
鳥
Φ
簿
Φ
o
ω
o
℃
臨
ω
o
冨
目
塗
嘗
導
Φ
〈
輿
潔
①
苫
㌦
：
b
（
陣
ぼ
鳥
4
Q
Q
．
題
刈
）
と
カ
ン
ト
が
語
る
所
以
で
あ
る
。

鵬　
　
　
　
　
　
最
高
善
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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哲
學
研
寵
　
　
櫨
耀
鴎
百
閥
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
点
ハ
山
脚

　
と
に
か
く
、
こ
の
様
な
有
限
性
の
自
畳
を
通
じ
て
の
み
、
最
高
善
の
第
一
の
契
機
た
る
最
上
善
の
理
念
が
、
鍍
魂
の
不
滅
と
い
う
様
な

曖
昧
な
表
現
を
越
え
て
明
確
に
さ
れ
得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
じ
く
又
、
こ
れ
を
通
じ
て
始
め
て
、
徳
と
幸
瀟
の
一
致
と
い
う
埋
念
の
正

當
な
意
味
を
見
出
す
票
が
塁
壁
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
鄙
ち
そ
れ
は
、
一
方
に
理
性
が
同
時
に
感
性
的
で
も
あ
り
得

る
檬
な
理
念
（
嬢
魂
）
に
ま
つ
わ
る
矛
盾
の
自
畳
が
、
感
性
を
越
え
て
も
感
性
的
規
定
を
も
つ
と
言
う
様
な
裏
で
は
な
く
、
本
來
的
に
は

「
魏
」
か
ら
無
限
に
へ
だ
て
ら
れ
た
被
造
者
の
有
限
性
の
自
畳
と
い
う
意
味
に
迄
徹
底
さ
れ
、
他
方
、
そ
の
様
な
自
畳
を
媒
介
と
し
て
感

性
的
な
も
の
が
更
め
て
受
取
り
直
さ
れ
る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。

七

　
我
汝
の
道
徳
的
努
力
は
、
そ
の
団
標
と
す
る
も
の
の
無
限
性
、
榊
聖
性
と
、
そ
こ
か
ら
無
限
に
へ
だ
て
ら
れ
て
い
る
我
汝
自
身
の
有
限

性
の
自
覧
と
か
ら
、
苛
辱
な
き
巌
格
さ
を
以
っ
て
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
直
接
に
感
性
的
幸
隔
が
結
び

つ
く
べ
き
い
わ
れ
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
．
鯉
魂
と
い
う
様
な
、
感
性
を
捨
象
し
た
立
場
で
そ
れ
が
結
び
つ
く
と
い
う
慕
も
、
も
と

よ
り
全
く
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
徳
と
幸
輻
が
結
び
つ
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
有
限
な
る
こ
の
我
々
自
身
の
琉
賢
の
費
践
に

於
い
て
穿
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
然
る
に
そ
れ
は
今
迄
見
て
來
た
所
か
ら
す
れ
ぽ
、
理
性
が
要
求
す
べ
き
聖
柄
で
は
な
く
、
叉
要
求
雌
躍
る
事
柄
で
も
な
か
っ
た
Q
從
っ

て
こ
の
様
に
感
性
的
贈
爵
が
徳
に
結
び
つ
く
べ
き
理
由
が
全
く
な
い
の
に
も
拘
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
揮
え
ら
れ
る
と
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は

惹
く
神
の
意
志
に
出
ず
る
專
で
あ
っ
て
、
我
汝
は
た
穿
こ
れ
を
恩
籠
と
し
て
受
取
る
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
Q
又
、
與
え
ら
れ
な
く
て

も
、
も
と
も
と
そ
れ
は
我
々
の
理
性
を
越
え
る
事
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
た
壁
謙
虚
に
事
態
を
受
取
る
以
外
ぱ
な
い
わ

け
で
あ
る
。
だ
か
ら
徳
と
幸
瀟
の
一
致
は
、
た
虻
普
通
に
人
聞
は
誰
し
も
こ
れ
を
希
望
す
る
と
い
う
だ
け
の
平
な
ら
問
題
外
で
あ
る
が
、

少
く
と
も
、
カ
ン
｝
の
言
う
限
り
に
於
け
る
純
粋
理
性
の
直
接
に
要
求
す
べ
き
事
柄
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
理
性
が
自
己
自
身
を
否
定
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こ

的
に
越
え
る
時
、
始
め
て
意
味
を
持
つ
と
こ
ろ
の
思
寵
の
纂
柄
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
始
め
て
感
性
も
、
箪
に
道
徳
曲
心
術
か
ら
排
除
さ
る
べ
き
も
の
と
い
う
否
定
性
を
越
え
、
恩
寵
に
依
っ
て
興
え
ら
れ
て
在
る
、

も
の
と
し
て
、
更
め
て
積
極
的
に
受
取
り
直
さ
れ
る
事
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
幸
爾
が
感
性
の
積
極
的
満
足
で
あ
る
と
す
る
カ
ン
ト

の
立
場
は
、
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
否
定
を
く
ぐ
っ
た
後
に
始
め
て
、
そ
れ
と
し
て
生
か
さ
れ
且
、
再
確
認
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
・
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
し

ト
自
身
が
嘗
う
様
に
、
道
徳
律
の
み
が
最
高
善
の
概
念
を
興
じ
て
人
を
宗
教
へ
導
い
て
行
く
の
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
し
て
又
、
コ
切

の
義
務
を
淋
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
審
」
国
纂
Φ
出
雲
蝕
ω
巴
冨
『
門
田
。
び
肯
①
5
鎗
ω
ぴ
q
o
、
け
蝕
。
冨
触
O
⑦
び
0
8
（
ひ
崔
・
q
Q
．
μ
①
α
）
が
唯
一
の
眞

正
な
る
宗
敏
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
義
務
に
掃
う
事
に
ふ
さ
わ
し
い
感
性
的
幸
爾
は
、
神
が
當
然
考
慮
す
べ
き
も
の
と
し
て
理
性

　
り
　
　
し

が
要
請
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
紳
の
思
寵
に
依
る
も
の
と
し
て
謙
虚
に
受
取
る
の
が
、
む
し
ろ
そ
の
眞
罪
な
る
理
性
信
仰
く
霞
昌
§
h
堕

ぴq

y
錫
冨
（
一
び
一
匹
。
　
ω
・
　
H
の
μ
）
の
本
質
に
面
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。
釘
故
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
自
己
否
定
を
く
ぐ
ら
ぬ
直
接
的
な

幸
輻
乃
至
利
釜
（
現
世
的
、
來
世
的
を
問
は
ず
）
を
目
的
と
す
る
の
が
一
切
の
不
純
な
る
宗
敦
の
原
理
で
あ
る
か
ら
で
臥
縫
σ
じ

　
か
く
し
て
我
々
は
、
理
性
の
根
源
的
被
制
約
性
と
し
て
の
優
遊
性
の
自
畳
に
依
っ
て
始
め
て
、
賢
跨
理
性
の
辮
誰
論
が
果
す
べ
き
本
來
の

課
題
に
と
り
か
エ
る
纂
が
出
身
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
様
に
し
て
始
め
て
、
．
璽
魂
と
い
う
様
な
多
義
的
な
概

念
を
導
入
し
て
死
後
の
世
界
に
里
塚
を
室
逸
す
る
慕
も
な
く
、
叉
他
律
的
な
立
場
に
陥
ち
て
道
徳
律
の
奪
嚴
を
汚
す
事
も
な
く
、
現
賢
の

實
践
に
即
し
て
最
高
薯
の
理
念
を
生
か
す
審
が
出
戸
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
た
穿
斯
様
な
平
等
を
通
し
て
の
み
實
践
理
性
の
辮

讃
論
は
そ
の
内
含
す
る
幾
多
の
問
題
に
も
拘
ら
ず
愛
惜
に
腱
系
的
意
味
を
持
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
理
論
理
性
の
欝
謬
論
は
、
自
然
か
ら
、
自
然
を
越
え
る
も
の
、
即
ち
自
由
へ
の
途
を
開
い
た
Q
費
踵
理
性
の
辮
無
論
は
自
由
か
ら
、
自

由
を
越
え
る
も
の
へ
の
展
望
を
開
く
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
Q
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の
纂
は
カ
ン
ト
で
は
明
か
に
示
さ
れ
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
周
知
の
如
く
、
宗
教
論
は
倫
理
學
の
系
と
し
て
の
位
畳
を
占
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
Q
　
「
費
践
理
性
の
優
位
」
を

以
っ
て
翻
る
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
し
て
は
止
む
を
得
な
い
慕
で
は
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
な
ら
ば
、
實
践
理
性
の
辮
上
躯
が
喚
起
す
る
膿
系

　
　
　
鍛
高
晶
轡
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



402

哲
學
研
究
　
錦
四
百
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號

六
八

的
不
齋
合
や
、
理
念
そ
の
も
の
の
含
む
矛
盾
を
解
決
せ
ん
と
す
る
試
み
は
憶
念
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
カ
ン
ト
の
倫
理
學
の
抽
衆
性
乃
至
は
形
式
性
を
越
え
る
途
は
カ
ン
ト
自
身
の
内
に
見
爵
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Q
然

し
そ
れ
は
形
式
と
内
容
の
封
立
を
綾
和
す
る
方
向
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
徹
底
す
る
方
向
に
於
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
ぱ
な
か

ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
根
本
的
に
は
、
や
は
り
理
性
が
自
己
自
身
を
越
え
る
韓
換
に
依
る
の
で
な
け
れ
ぽ
究
極
的
な
解
決
は
望
み
難
い

と
思
わ
れ
る
。
塾
し
て
カ
ン
ト
の
辮
誰
論
は
そ
の
髄
系
中
、
他
の
い
ず
れ
の
出
所
に
も
ま
し
て
、
も
と
も
と
こ
の
纂
を
課
題
と
す
べ
き
場
所

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
就
中
、
實
合
理
性
の
優
位
以
上
に
何
も
の
の
優
位
を
も
詮
か
な
か
っ
た
カ
ン
ト
で
は
、
そ
の
寳
践
理
性
の
辮
讃
論

こ
そ
こ
の
課
題
を
解
く
べ
き
本
曇
の
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
賢
妻
に
そ
こ
で
讃
み
取
れ
る
も
の
は
以
上
の
如
く
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も

人
間
理
性
に
と
っ
て
最
高
の
自
律
性
の
裏
付
け
で
あ
る
灰
の
道
徳
律
が
、
同
時
に
紳
の
命
令
と
し
て
受
取
ら
れ
乍
ら
、
然
も
そ
れ
が
理
性

の
他
律
を
結
果
す
る
の
で
は
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
の
本
質
に
繊
ず
る
豪
に
他
な
ら
ぬ
と
い
う
事
態
（
前
揚
「
純
粋
質
践
理
性
の
要
論
と
し
て

の
榊
の
存
在
」
の
項
隊
・
畠
・
戸
く
・
・
ω
・
嶺
。
。
あ
・
H
①
。
。
）
が
正
當
に
取
上
げ
ら
れ
、
且
つ
徹
底
的
に
考
へ
抜
か
れ
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
問
題
に
封
ず

る
正
し
い
解
決
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
Q
　
（
一
九
五
五
・
一
一
・
二
五
・
脆
稿
）

註
一
　
こ
㌧
で
不
用
意
に
恩
寵
と
い
う
糠
か
概
念
を
翁
人
す
る
琳
は
、
こ
の
概
念
に
ま
つ
わ
る
多
義
性
に
加
え
、
カ
ン
ト
自
身
の
使
用
例
に
徴
し
て
も
恣

　
　
り
に
カ
ン
ト
の
立
場
を
越
え
る
危
瞼
を
腎
す
享
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
「
理
盤
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
」
の
中
で
カ
ン
ト
が
こ
の
言
葉
を
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
い
る
臨
は
、
大
搬
に
於
い
て
、
超
理
性
的
な
も
の
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
反
理
牲
的
な
心
術
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
取
扱
っ

　
　
て
い
る
。
即
ち
、
眞
距
な
る
信
仰
は
た
讐
道
徳
的
に
善
な
る
人
閥
と
な
る
事
の
上
に
成
立
つ
べ
き
で
あ
る
…
α
①
同
日
。
「
鉱
凶
の
。
『
・
ひ
q
ロ
け
。
い
Φ
ぴ
①
質
ω
8

　
譲
騨
昌
山
①
圃
物
み
が
紳
の
人
…
岡
に
封
ず
る
唯
こ
の
要
求
で
あ
り
、
O
呉
な
る
宗
教
の
本
質
で
あ
る
。
（
U
凶
。
図
。
瓢
α
q
δ
P
一
質
コ
。
村
げ
既
σ
伍
。
騰
び
周
。
ω
ω
o
コ
＜
Φ
鴨
・

　
⇔
¢
蔑
F
H
刈
り
Q
o
噛
ω
・
嵩
メ
回
G
o
Q
。
》
H
①
Q
。
噂
囲
⑩
り
．
α
6
ω
●
芝
・
）
一
に
拘
ら
ず
、
そ
の
様
な
韓
換
を
道
徳
律
に
從
う
理
牲
の
白
熱
に
依
ら
ず
、
碑
の
恩
寵
の
援

　
け
を
借
り
て
な
さ
ん
と
す
る
駈
に
「
切
の
迷
妄
、
乃
至
は
狂
搭
が
坐
み
忠
さ
れ
る
。
〉
、
れ
故
恩
寵
を
頼
む
心
は
道
徳
的
心
術
か
ら
は
遠
い
も
の
で
あ

　
り
、
自
ら
の
道
徳
的
實
袋
の
白
き
に
辟
易
し
て
易
き
を
求
め
る
怠
楕
に
愚
な
ら
ず
、
從
っ
て
又
ン
、
れ
は
自
己
愛
ω
巴
σ
忽
嵩
O
び
①
に
根
差
し
、
宗
教
に

　
於
け
る
｝
切
の
臼
己
欺
瞳
の
根
擦
に
他
な
ら
な
い
と
山
、
・
れ
る
。
（
3
己
・
ψ
さ
σ
b
。
虹
鱒
G
。
麟
σ
．
ω
≦
●
）

　
　
從
っ
て
そ
の
露
な
反
理
牲
的
か
概
念
を
豫
零
し
て
所
謂
辮
騨
論
を
築
き
上
げ
よ
う
と
し
て
も
失
敗
に
終
る
べ
き
は
理
の
當
然
で
た
け
れ
ば
た
ら
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ぬ
。
赫
に
封
ず
る
人
間
の
唯
一
の
正
し
い
心
衛
は
、
紳
に
氣
に
入
ら
れ
る
爲
の
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
約
に
純
粋
な
る
事
、
誠
實
さ
諺
芦
燈
｝
o
グ
ユ
ぴ
礎
貯
①
溶

　
　
で
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ブ
が
最
後
に
紳
に
傷
み
せ
ら
れ
、
聯
の
恩
寵
に
依
っ
て
救
い
取
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
誠
単
な
る
心
術
に
基
く
以
外
の
何

　
　
物
で
も
な
か
っ
た
。
（
図
9
。
昌
f
d
σ
o
機
匹
凶
。
。
窯
δ
ω
躍
欝
ぴ
q
Φ
μ
巴
剛
。
村
℃
ぴ
＝
O
ω
O
且
は
ω
o
げ
⑦
＜
Φ
『
ω
自
。
『
①
ぎ
山
①
N
臼
げ
o
O
象
。
①
P
H
刈
Φ
目
）

　
　
　
以
上
か
ら
知
ら
れ
る
鎌
に
恩
籠
は
反
理
性
的
、
部
ち
道
徳
約
に
不
文
な
心
衛
に
結
び
つ
き
や
す
く
、
久
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
の
み
開
題
と
し
て

　
　
採
卜
…
げ
よ
う
と
す
る
の
が
カ
ン
ト
の
「
柵
増
し
た
能
勘
度
で
め
る
綴
に
見
え
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
し
て
裾
短
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
從
っ
て
我
々
は
こ
の
糠
な
意
味
に
於
け
る
恩
寵
を
不
用
意
に
も
我
々
の
論
究
に
導
入
し
て
從
ら
に
妙
機
と
誤
解
を
招
く
事
は
骸
に
つ
玉
し
ま
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
ば
な
ら
な
い
、
た
攣
我
々
は
恩
寵
と
い
う
概
念
の
反
親
切
的
性
格
を
で
は
な
く
、
超
理
性
的
性
格
を
純
粋
に
と
り
離
す
事
を
努
め
て
も
必
ず
し
も
カ

　
　
ン
ト
を
曲
解
す
る
事
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
恩
寵
を
云
爲
す
る
心
が
自
ら
の
道
徳
的
賃
践
を
同
泌
す
る
自

　
　
己
愛
に
山
來
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
瀧
徳
的
確
蹉
の
究
趣
的
な
高
さ
に
於
け
る
薫
製
理
性
そ
の
も
の
の
自
穏
に
嚢
す
る
揚
合
が
あ
る
事
を
否
定

　
　
轟
來
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
田
鶴
の
根
源
的
被
制
約
性
i
被
造
性
一
の
自
髭
と
先
に
違
べ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
自
発
は
怠
惰
な
依
地

　
　
心
に
赦
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
限
界
に
立
つ
自
律
の
趣
、
努
力
・
刀
行
の
糧
に
於
て
の
み
生
ま
れ
屠
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
て
、
逆
に
又
、
眞
に
超
理
性
的
な
恩
寵
は
、
た
亨
か
」
る
極
鮎
に
託
る
人
に
の
み
興
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
ヨ
ブ

　
　
の
誠
賃
を
摯
揚
す
る
の
は
こ
の
慧
昧
に
於
い
て
趣
め
て
示
峻
に
富
ん
で
い
る
と
言
う
事
が
轟
湿
る
。
そ
し
て
こ
の
襟
に
自
律
の
趣
が
恩
寵
と
照
し
含

　
　
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
こ
そ
人
開
土
左
の
最
深
の
謎
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
辮
讃
諭
は
理
挫
の
自
律
性
を
貫
き
通
す
そ
の
峻
耀
な
る
純
塑
性
か
ら
し
て
、
こ

　
　
の
謎
に
立
向
う
正
し
い
塗
、
或
い
は
、
こ
の
謎
に
取
組
む
に
際
し
て
の
正
し
い
心
術
を
教
え
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

三
二
　
幸
紹
が
感
学
的
灘
足
に
外
な
ら
ぬ
と
す
る
事
は
カ
ン
ト
の
人
悶
を
見
る
眼
が
鈍
い
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
無
く
且
深
い
か
ら
で
あ
ろ
う
と

　
　
終
う
。
幸
藤
の
種
類
を
分
愛
し
て
、
よ
り
理
憧
．
的
、
乃
至
精
帥
酌
と
思
え
る
醗
酵
に
安
住
す
る
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
翠
に
言
葉
の
問
題
と

　
　
し
て
で
は
か
く
、
道
徳
性
の
究
雑
的
な
純
粋
性
、
或
い
は
道
徳
的
貧
践
の
趣
限
を
究
め
る
上
に
有
害
な
響
き
の
石
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
幸
瀦
が
感
性

　
　
的
と
規
定
さ
れ
る
事
に
依
っ
て
、
逆
に
徳
は
そ
の
本
釜
の
純
絆
性
を
究
め
識
す
琳
を
迫
ら
れ
、
且
久
そ
れ
に
も
殉
ら
ず
三
編
を
求
め
る
人
間
の
本
牲

　
　
が
暴
露
さ
れ
、
か
く
し
て
辮
詮
論
が
本
來
問
題
と
す
べ
き
入
聞
存
在
の
根
源
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
明
か
に
す
る
事
が
出
誤
る
。
從
っ
て
、
こ
の
様

　
　
な
幸
編
を
知
何
な
る
意
味
に
於
い
て
も
、
道
徳
的
貧
踵
〉
、
の
も
の
の
内
に
含
ま
せ
る
慕
は
許
山
・
・
れ
な
い
。
恩
寵
に
依
っ
て
輿
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て

　
　
受
取
り
直
す
と
鱒
．
目
っ
て
も
、
そ
れ
．
は
融
隠
秘
酌
な
意
味
で
も
な
く
、
久
讃
〃
徳
的
質
蹉
を
い
》
癩
減
に
し
て
碑
の
助
力
を
願
う
あ
泓
惰
、
不
純
を
意
昧
す
る

　
　
の
で
も
な
い
。
た
㌢
遺
徳
的
實
鍍
を
純
化
す
る
事
と
、
幸
酬
を
求
め
る
事
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
二
つ
の
事
で
あ
り
、
前
者
の
極
限
が
恩
魂
に

　
　
報
接
す
る
事
を
媒
介
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
絶
封
に
爾
者
の
結
合
は
考
え
得
ら
れ
ぬ
事
、
〉
、
し
て
、
カ
ン
ト
の
立
場
を
徹
底
す
れ
ば
、
こ
う
い
う

最
高
善
に
就
い
て

六
九
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方
向
を
池
る
以
外
に
な
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
聯
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
道
徳
蘭
實
蹉
の
極
限
に
立
っ
て
恩
酌
龍
と
相
可
す
る
と
い
う
事
は
、
一
辛

驕
を
肖
ら
も
要
求
し
よ
う
と
す
る
（
如
何
な
る
意
味
で
そ
れ
が
言
は
れ
よ
う
と
）
埋
娃
の
不
純
さ
が
徹
底
的
に
溌
い
去
ら
れ
る
事
、
即
ち
理
性
が
直

接
的
な
自
己
主
張
を
露
ら
閉
り
越
え
（
自
己
否
定
）
か
く
て
聖
な
る
領
域
を
ひ
ら
く
鐵
を
雪
辱
す
る
に
嫌
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
於
い
て
超

絶
酌
な
天
平
が
ひ
ら
け
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
己
否
定
の
後
に
來
る
も
の
が
安
穏
な
論
辛
…
閥
と
し
て
、
自
己
否
定
以
薄
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
と

し
た
ら
、
こ
れ
程
お
か
し
な
話
は
有
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
自
己
否
定
に
黒
く
も
の
は
、
よ
り
塾
し
い
蓮
徳
的
鍛
蹉
の
絶
え
ざ
る
課
題
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
感
牲
的
な
も
の
が
改
め
て
受
取
り
直
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、
前
脚
の
意
味
に
於
け
る
恩
寵
を
介
し
て
し
か
達
し
得
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
受
取

り
颪
さ
れ
る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
逆
に
言
え
ば
、
論
辛
蔵
に
値
す
る
妻
郎
頃
畠
お
と
い
う
事
は
日
常
的
な
相
封
〆
比
較
の
長
に
威
立
つ

安
易
な
意
識
で
は
な
く
、
恩
寵
に
霜
接
し
得
る
究
蟹
田
な
激
徳
的
貴
践
の
勅
祭
に
自
ら
立
つ
事
を
髄
鞘
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
の

み
始
め
て
、
カ
ン
ト
の
言
う
宗
敏
、
乃
至
信
仰
の
本
質
が
幸
綴
を
目
的
と
す
る
｝
切
の
不
純
な
る
宗
教
か
ら
決
定
的
に
断
絶
さ
れ
て
眞
正
な
る
「
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

牲
信
仰
」
と
し
て
明
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
恩
寵
を
要
請
す
る
購
は
賃
は
恩
寵
を
も
倉
め
て
「
切
の
他
か
ら
の
援
助
を
期
待
す
る
陰
微
な
る
傾

向
性
を
決
定
的
に
克
服
し
よ
う
と
す
る
搬
的
な
實
蹉
現
性
の
決
慧
に
獲
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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On　flhe　］．Ms，’hest　Good

by　Sadami　Minamisawa

　　The　diaiectic　of　Kant’s　phiiosophy　plays　sorr｝e　important　role　in　its

system．　1t　has　no　positive　meaning，　but　it　is　a　springboard　by　whieh

we　are　propelled　into　the　higher　region．　For　example，　the　dialectic　in

“The　Critique　ofi　Pttre　Reason”　shows　us　the　way　£rorn　Nature　to

Freedom．　So，　we　are　going　to　study　to．　what　region　£rom　Freedom　the

dialectic　in　“The　Crltique　of　Practical　Reason”　will　lead　tis．　The

problem　of　this　dialectic　is　the　highest　good－summum　bonum一，　that

is，．　the　chief　good（virtue）a1ユd　the　complete　good（combi舩tion　of　virtue

atid　IRappiness）．

　　The　realisation　o£　perfect　virtue　is　an　ideal　infinitely　remote　from

the　tinite　rationa1　beiBg，　and　the　neccessary　connectlon　between　virtue

and　happiness　may　be　reaiized　only　through　the　inte11igible　Author　of

nature，　i．　e．，　God．

　　As　it　is　rx｝an’s　duty　to　pursue　the　highest　good，　the　practicnctl　reason

must　postulate　the　immortality　of　the　soul　and　the　existence　of　God．

These　postulates　laave　some　reality　because　of　the　“　superiority　of　tlie

practical　reasolゴ’．　In　this　way　we　are　led　to　find　ourselves　in　the

higher　region　beyond　Freedom．

　　But　there　must　be　the　radical　self－censciousness　of　the　fin2teness　of

human　reason一一一not　simply　in　so　fay　as　it　connects　with　sensibility．

Otherxvise　1t　would　be　unreasonable　to　expect　the　infinite　progress　to

higher　grades　ofi　moral　perfection　of　the　：oul，　and　to　1）ope　for　the　kinds

of　happiness　in　due　proportion　to　th6se　grades．　The　problem　ef　suin－

mum　bonum　discloses　the　real　nature　of　the　finite　reason　of　manklnd．

　　Owing　to　that　seif－consclousness　we　can　understand　the　neccessary　con－

nection，　maintained　by　the　will　of　god，　bet．ween　virtue　and　happiness．

　　The　dialectic　o£　the　practical　reason　shows　us　the　xvay　from　virtue

to　holiness，　frorn　morality　te　religion　in　its　true　meaning．
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