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一

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
の
暫
學
は
そ
の
翼
便
を
正
気
に
認
め
ら
れ
て
來
た
と
は
云
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
Q
政
治
・
宗
教
に
つ
い
て
の
彼
の
學

　
　
論
は
生
前
す
で
に
保
守
派
こ
と
に
聖
職
者
た
ち
の
「
櫓
悪
と
嫌
忌
」
を
招
い
た
。
さ
ら
に
次
の
世
代
に
議
會
民
主
政
治
が
確
立
せ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
　
以
來
、
彼
の
「
反
動
的
」
な
愛
器
は
十
分
な
反
言
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
了
つ
た
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
理
論
哲
學
は
．
一
説
輕

　
　
親
さ
れ
て
架
た
。
デ
カ
ル
ト
と
デ
カ
ル
ト
を
宗
と
す
る
多
く
の
傷
者
た
ち
が
そ
れ
を
粗
筆
で
論
ず
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し
た
し
、
ロ
ッ
ク

　
　
に
始
ま
る
英
國
経
験
論
の
圭
流
も
ホ
ッ
ブ
ス
よ
り
も
ベ
ー
コ
ン
と
デ
カ
ル
ト
と
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
こ
と
に
彼
の
認
識
論
は
経
騰
論
と

　
　
含
理
論
の
綜
合
の
試
と
し
て
カ
ン
ト
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
柔
し
て
は
殆
ど
何
等
の
直
接
的
影
響
を
謡
え
て
い
な

　
　
い
。
そ
の
後
の
有
名
な
哲
顕
者
・
哲
學
史
家
た
ち
も
、
概
し
て
云
え
ば
ホ
ッ
ブ
ス
哲
學
に
同
感
を
示
す
も
の
は
少
な
か
っ
た
。

　
　
　
勿
論
ホ
ッ
ブ
ス
誓
學
の
卓
越
性
を
認
め
た
人
々
も
少
く
は
な
か
っ
た
Q
彼
と
同
時
代
の
苦
笑
の
指
導
的
科
独
者
で
あ
っ
た
ハ
ー
ヴ
ェ
ー

　
　
は
ベ
ー
コ
ン
の
暫
學
を
冷
笑
し
な
が
ら
ホ
ッ
ブ
ス
に
敬
意
を
表
し
た
。
彼
の
晩
年
か
ら
、
後
の
ア
ン
シ
ク
・
ペ
デ
ィ
ス
ト
た
ち
の
時
代
に

　
　
至
る
ま
で
、
大
陸
で
の
名
聲
は
肝
脳
で
の
よ
り
も
高
か
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
彊
い
影
響
を
受
け
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
高
く
評
便
し
て
い
た
。

　
　
叉
近
く
は
テ
ン
ニ
ー
ス
の
様
に
彼
に
傾
倒
し
た
學
者
も
現
わ
れ
、
思
郷
変
家
た
ち
の
見
解
も
次
第
に
訂
正
さ
れ
て
干
た
。
　
「
レ
ヴ
ァ
イ
や

卿　
　
　
　
　
　
永
ツ
プ
ス
暫
難
の
再
評
綴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
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鷺
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欝
究
　
第
四
育
騰
十
蹴
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

サ
ソ
L
は
英
圏
第
一
の
叉
は
唯
一
の
政
治
挙
上
の
名
著
、
プ
ラ
ト
ン
の
ポ
リ
テ
イ
ヤ
、
へ
！
ゲ
ル
の
法
哲
學
綱
要
と
肩
を
並
べ
る
も
の
と

　
　
　
　
　
ハ
ニ
　

す
る
人
も
あ
る
。
我
た
は
忘
れ
ら
れ
た
人
を
登
掘
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
Q

　
併
し
大
勢
に
つ
い
て
云
え
ば
ホ
ッ
ブ
ス
嘗
學
は
今
日
も
な
お
十
分
に
評
寝
せ
ら
れ
て
い
な
い
糠
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
今
日
の
英
闘
の
代

表
的
哲
學
者
8
．
ラ
ッ
セ
ル
は
ホ
ッ
ブ
ス
が
経
験
論
を
と
り
乍
ら
簸
學
の
認
識
論
的
意
義
を
認
め
、
合
理
圭
義
と
経
験
圭
義
と
の
弊
を
掌

れ
て
い
た
黙
に
「
偉
大
な
功
績
」
を
有
す
る
こ
と
、
叉
そ
の
國
縁
論
が
「
注
意
深
く
研
究
す
る
値
打
」
の
あ
る
こ
と
は
承
認
す
る
が
、
「
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

た
重
大
な
映
鮎
を
有
し
て
い
る
の
で
第
一
流
の
誉
者
と
は
さ
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
Q
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
學
詮
の
卓

越
性
を
承
認
し
強
調
し
た
人
汝
も
、
そ
の
眞
頓
を
十
分
に
明
白
に
し
得
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
彼
等
も
多
く
は
そ
の
學
説
の
一
部
に

の
み
無
心
を
も
ち
、
或
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
思
想
輿
的
意
義
の
み
を
辮
じ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
テ
ン
ニ
ー
ス
の
勢
心
な
努
力
も
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

ッ
ブ
ス
を
「
中
世
に
封
ず
る
近
靴
磨
思
惟
の
乱
費
的
代
表
者
し
と
し
て
示
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
。

　
以
下
我
々
は
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ス
の
理
論
哲
學
が
、
そ
の
表
現
の
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
組
繁
さ
、
ラ
ッ
セ
ル
の
所
謂
。
〈
Φ
撃
牲
欝
℃
一
男
。
効
氏
。
昌

に
も
絢
ら
ず
、
今
日
も
な
お
教
え
る
所
の
あ
る
編
の
難
い
學
詮
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
次
に
彼
の
政
治
哲
學
と
宗
藪
哲
學
と
が
、

そ
の
時
代
的
尊
親
に
も
拘
ら
ず
、
否
あ
る
意
味
で
は
却
っ
て
そ
の
制
約
に
幸
さ
れ
て
、
安
易
な
時
代
の
安
易
な
思
想
蒙
た
ち
の
思
い
及
ば

な
か
っ
た
深
い
本
質
的
洞
察
に
到
類
し
得
て
い
た
こ
と
を
諦
示
し
得
る
で
あ
ろ
う
Q
勿
論
こ
の
洞
察
は
輩
に
そ
の
歴
史
空
振
件
に
よ
っ
て

で
な
く
、
理
論
哲
皐
と
の
膿
系
的
蓮
關
に
激
て
は
じ
め
て
十
分
に
理
解
さ
れ
、
叉
逆
に
理
論
哲
學
の
一
驚
の
灘
解
に
も
役
立
つ
で
あ
ろ

㌧
罷二

）
O
。
茜
7
じ
。
穿
．
。
。
℃
・
簿
甘
紘
蓼
ぎ
ω
8
ξ
℃
‘
路
。
。
に
よ
れ
ほ
驚
五
感
あ
政
府
，
、
．
冨
蕗
一
に
於
て
喬
、
ブ
ス
で
む
く
フ
ィ
ル
マ
…
の
笑
止
な

　
ひ
曜
漏
間
を
批
醗
し
た
所
以
・
㍉
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
ぎ
作
渉
雷
心
す
イ
、
に
を
の
影
奪
力
を
失
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
　
］
≦
ざ
需
ρ
色
○
巴
（
Φ
の
ゴ
O
菖
蒲
い
Φ
〈
『
昏
P
ロ
に
於
け
る
編
者
の
序
鹸
。

（
三
）
　
切
㊤
霞
餌
口
鳥
菊
鐸
6
Q
ω
①
踏
博
諺
缶
δ
8
噌
鴇
。
隔
薯
①
舞
興
口
男
プ
一
矧
。
ω
o
冨
莞
℃
．
q
恥
①

　
　
ラ
ッ
七
ル
は
ホ
ッ
ブ
ス
・
侭
こ
、
彼
妙
た
問
趣
を
鮎
掛
深
く
解
く
こ
と
が
出
来
ず
、
ゴ
ル
デ
ィ
ウ
ス
の
結
び
穏
掛
、
切
臨
『
す
る
方
に
弔
い
て
い
た
し
と
か



　
職
彼
の
閥
題
欝
決
は
慮
斑
的
だ
が
、
面
倒
な
雰
實
も
省
略
し
て
得
’
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
し
と
す
る
。
我
々
も
多
く
の
繍
で
、
こ
と
に
ホ
ヅ
ブ
ス
の
表

　
想
詣
振
事
に
つ
い
て
．
訳
わ
れ
色
も
ゆ
と
㌧
て
は
、
こ
の
聖
旨
㎡
を
菅
わ
ざ
る
を
得
点
㌧
い
が
、
ホ
ヅ
ブ
ス
が
混
鋤
し
た
寮
ザ
象
の
中
で
よ
く
本
質
納
な
も
の
を

　
洞
察
し
デ
．
い
た
こ
と
を
艦
凪
粥
ヤ
」
た
い
。

（
鰹
）
　
司
・
6
α
膨
づ
帯
ω
℃
鵠
。
σ
σ
①
ω
〔
閃
戦
。
讐
ヨ
ρ
コ
ω
匿
冨
。
ゆ
ω
二
日
⑦
冠
）
ω
●
鵬
卜
⊃
一
一
鱒
春
こ
伊
尤
も
こ
こ
に
一
、
鷺
世
的
恩
惟
・
万
雷
し
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
か
査
り

　
多
噺
蕊
的
で
あ
り
、
日
山
群
．
誠
の
外
匹
…
，
．
常
肝
命
的
L
姪
門
田
．
欝
ハ
展
や
「
黒
推
の
描
蟹
機
上
伝
的
原
埋
」
ま
で
包
楓
鶉
し
て
い
る
。
以
下
の
舐
々
の
叙
…
灘
…
も
、
テ
ン
ニ

　
　
ー
ス
の
示
畦
に
柔
つ
た
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
斡
路
が
幽
隊
見
し
乍
・
ら
湿
粛
説
し
溢
か
つ
た
帯
仏
後
の
購
…
、
即
ち
ホ
ッ
ブ
ス
哲
回
心
申
の
愚
麟
阪
勘
当
獄
倒
性
絡
田
の
一
臓
摘
に

　
す
ぎ
鳶
い
と
も
…
詮
せ
ら
れ
よ
う
。

（
五
）
以
下
ホ
ッ
ブ
ス
か
ら
の
引
那
で
ペ
ー
ジ
数
だ
け
の
は
ピ
。
＜
㌶
け
げ
ρ
昌
（
国
く
①
畦
矯
ヨ
麟
二
げ
ピ
訟
）
吋
瓦
版
鴫
）
の
も
の
。
又
点
単
一
師
の
厭
偶
號
だ
け
の
は
さ
q
論
旨
。
コ
酔
ρ

　
℃
ず
鵠
。
ω
o
℃
ぴ
凶
⇔
Φ
の
駕
よ
小
事
恥
Φ
O
o
巴
質
。
肘
①
　
の
も
の
。
　
い
Φ
〈
剛
鋤
け
財
p
質
　
に
つ
い
て
は
0
9
騨
①
ω
げ
。
簿
版
そ
の
飽
と
照
合
し
た
が
、
　
国
帯
ヨ
Φ
拶
件
9

　
勺
財
出
o
o
。
o
℃
三
㊤
Φ
は
墾
｛
．
か
と
も
英
・
濁
爾
課
に
よ
っ
た
。

　
　
樹
、
こ
こ
で
電
松
俊
明
民
「
、
ホ
ッ
ブ
ス
」
に
潜
∵
翫
ら
れ
た
二
大
で
あ
る
こ
と
を
管
げ
て
講
意
を
表
す
、
♂
、
き
で
あ
ろ
う
。
小
論
は
圃
液
M
の
肩
に
あ
り

　
博
引
を
期
刷
㍗
、
〕
て
は
い
た
い
。一

　
　
　
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ス
の
認
識
論
を
考
察
し
よ
う
。
彼
は
知
識
の
威
立
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
経
験
，
に
始
ま
る
こ
と
を
力
饗
し
た
が
、
學
…
閲
の
方

　
　
法
と
し
て
は
理
性
な
重
思
し
た
Q
哲
學
は
自
然
的
人
影
理
性
と
世
…
界
全
膿
と
の
娘
な
の
で
あ
る
Q
併
し
勿
論
こ
の
理
性
は
超
越
的
に
勤
象

　
　
に
規
周
を
奮
え
る
様
な
も
の
で
な
く
、
　
「
被
造
物
の
開
を
注
意
深
く
歩
き
廻
っ
て
、
そ
れ
ら
の
秩
序
や
原
因
に
つ
い
て
の
地
味
な
眞
理
を

　
　
求
め
か
つ
報
告
す
る
」
こ
と
を
任
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
傷
Φ
Ω
〈
o
序
）
ホ
ッ
ブ
ス
は
費
験
．
の
意
義
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科

　
　
學
輿
的
意
義
を
も
つ
も
の
で
も
な
く
、
形
而
上
學
に
裏
づ
け
ら
れ
た
蓋
世
な
論
理
を
提
出
　
し
た
の
で
も
な
い
。
併
し
こ
の
常
識
的
な
見
解

　
　
が
雪
隠
の
學
者
た
ち
の
偏
狭
さ
を
脱
し
て
「
偉
大
な
功
績
」
な
有
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
お
り
で
あ

　
　
る
◎
人
汝
は
云
う
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
場
含
と
異
り
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
見
ら
れ
る
の
は
経
験
論
と
含
難
論
の
綜
合
で
は
な
く
、
爾
鴛

29　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
　
　
ホ
ツ
プ
ス
哲
學
の
暮
鰯
絆
領
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
…
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糎
學
欝
寵
　
旧
離
胃
四
十
鷲
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
澱

の
當
識
的
・
無
批
鋼
的
な
並
存
．
混
合
に
す
ぎ
な
い
と
Q
な
る
ほ
ど
カ
ン
ト
が
経
験
論
・
含
理
論
の
繭
思
潮
が
一
聯
行
き
つ
く
所
ま
で
行

き
つ
い
て
、
そ
の
鋏
陥
を
自
己
暴
露
し
た
後
に
現
れ
て
双
方
を
批
判
的
に
綜
合
し
ょ
う
と
し
た
の
に
比
べ
、
双
方
が
新
し
い
學
の
方
法
と

し
て
希
望
に
溝
ち
て
い
た
頃
、
記
者
を
共
に
採
入
れ
て
學
の
腱
系
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
ホ
ッ
ブ
ス
が
、
カ
ン
ト
に
見
ら
れ
る
批
覇
の
綿

糟
性
と
徹
底
性
と
を
鋏
い
て
い
る
こ
と
は
雪
う
迄
も
な
い
。
併
し
こ
の
こ
と
ぽ
ホ
曽
・
ブ
ス
の
認
識
論
の
意
義
を
承
認
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
。
し
か
も
カ
ン
ト
に
お
け
る
爾
思
潮
の
綜
含
は
、
賢
践
理
性
の
要
講
も
あ
っ
て
、
現
象
界
と
本
領
界
と
を
切
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
理
性

と
経
験
の
無
制
限
の
妥
當
を
禁
ず
る
と
い
う
苦
し
い
解
決
策
で
も
あ
っ
た
た
め
、
理
性
論
．
経
験
論
双
方
の
本
來
の
要
求
を
何
れ
も
灘
足

さ
せ
ず
、
双
方
が
濁
自
の
褒
展
を
企
て
、
或
は
よ
り
制
限
さ
れ
な
い
形
で
の
綜
含
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
葱
起
し
た
こ
と
を
愚
え

ぽ
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
學
詮
を
蒋
槍
討
す
る
こ
と
も
意
義
な
し
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
こ
に
彼
の
論
理
學
と
感
畳
論
と
を
考
察
し

よ
う
。
そ
れ
は
含
理
論
と
維
験
．
論
と
の
原
理
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
を
知
る
た
め
で
あ
る
が
、
ま
た
ホ
ッ
ヅ
ス
自
身
の
髄
系
的
叙
蓮
が
論

理
學
に
始
ま
る
場
合
と
感
畳
に
始
ま
る
場
合
と
の
二
つ
の
出
受
勲
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
「
甲
羅
原
理
」
（
物
干
論
）
に
於
て
は
営
門
の
膨
満
的
方
法
的
叙
蓮
は
論
理
學
に
始
ま
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
ホ
ッ
ブ
ス
自
身
も
勿
論

こ
の
殖
を
と
っ
て
い
る
。
哲
學
的
害
鳥
が
楼
観
を
免
れ
る
た
め
に
は
獲
物
の
創
逡
に
徹
わ
ね
ぽ
な
ら
ず
・
、
測
幾
が
光
に
始
つ
た
の
に
慮
じ

「
理
性
の
光
」
邸
ち
思
惟
の
考
察
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
融
を
哲
學
の
中
に
一
つ
の
原
理
と
し
て
3
1
こ
む
こ

と
に
激
し
く
反
愛
し
た
彼
が
、
序
文
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
こ
の
様
な
比
論
に
頼
っ
た
こ
と
は
、
學
の
端
緒
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
。

勿
論
彼
は
「
方
法
の
認
識
の
た
め
に
は
私
は
哲
學
の
定
義
を
繰
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
＜
H
・
H
・
）
と
し
て
い
る
が
、
定
義
と
は
我
々
の
箪

純
な
表
象
の
読
明
に
外
な
ら
な
い
か
ら
（
＜
固
・
①
・
）
、
合
理
論
器
の
要
求
す
る
様
な
論
理
的
必
然
性
は
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も

か
く
定
義
に
よ
れ
ぽ
誓
學
は
既
知
の
こ
と
か
ら
未
知
の
こ
と
を
推
理
・
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
識
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
醜

知
の
こ
と
を
定
義
に
於
て
礁
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
哲
學
が
定
義
・
名
蹴
・
言
藷
の
考
察
に
は
じ
ま
る
の
は
言
語
が

こ
の
楳
に
感
性
的
な
も
の
と
理
性
的
な
も
の
の
媒
介
者
で
あ
る
か
ら
で
山
‘
o
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
理
性
と
は
つ
言
語
の
意
味
を
理
解
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す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
し
貧
①
¢
婁
凱
器
×
・
扁
も
と
さ
え
云
わ
れ
て
い
る
Q

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
言
語
の
も
つ
基
礎
飽
な
綻
．
能
を
瀬
去
の
経
験
．
の
保
存
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
ま
ず
各
人
の
隅
じ
る
し
と
し
て
用
い
ら
れ
、

次
い
で
他
人
へ
の
合
掌
に
用
い
ら
れ
る
と
し
た
。
言
譲
の
認
識
論
的
意
義
を
論
ず
る
今
吟
場
合
、
こ
の
こ
と
を
主
知
圭
義
的
・
個
入
圭
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

酌
な
ど
と
し
て
批
制
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
晋
語
は
過
去
の
経
験
を
讐
端
的
な
彫
で
保
有
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
更

に
我
汝
の
悪
考
即
ち
計
算
の
道
具
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
受
動
的
・
早
尾
的
7
5
、
至
代
替
的
な
機
能
は
人
閥
の
能
動
性
に
基
け
ら
れ

て
い
た
。
い
や
彼
は
言
語
作
用
に
於
て
入
紐
の
能
動
性
を
認
め
た
と
云
う
よ
り
、
跡
口
俄
作
絹
に
こ
り
て
入
闘
の
能
動
性
を
認
め
た
の
で
あ
っ

た
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
は
意
志
も
「
考
癒
に
於
け
る
最
後
の
欲
求
叉
は
忌
寵
し
に
外
な
ら
ず
、
こ
の
黙
に
於
て
他
の
動
物
と
人
閥
と
の

間
に
は
差
異
は
な
い
（
図
図
く
・
u
ら
。
・
）
。
他
方
印
…
刷
術
の
蛮
購
や
文
竿
の
褒
明
も
言
語
の
農
明
に
比
べ
る
と
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
言
語

に
よ
っ
て
の
み
國
嫁
・
肚
會
・
契
約
∴
牛
和
が
成
立
し
、
人
聞
は
他
の
動
物
と
異
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
（
℃
・
這
）
。
し
か
も
こ
の

雷
語
は
入
聞
に
よ
っ
て
金
く
恣
意
的
に
作
ら
れ
る
も
の
と
繰
返
し
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
H
同
・
卜
。
・
他
）
Q

　
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
命
名
の
恣
意
性
に
翻
え
て
、
甲
唄
は
命
題
又
は
言
表
の
厨
性
で
あ
る
と
い
う
圭
、
張
を
採
用
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

或
意
味
で
は
許
さ
れ
得
る
表
現
か
ら
、
　
「
貫
爲
は
嘗
語
を
・
も
つ
生
物
に
の
み
見
出
さ
れ
る
」
更
に
は
「
最
初
の
翼
理
は
最
初
に
物
に
名
を

興
え
た
人
に
よ
っ
て
恣
意
的
に
作
ら
れ
た
」
（
H
図
圃
噸
Q
Q
．
）
と
い
う
誤
解
さ
れ
易
い
表
珊
さ
え
敢
て
し
た
の
で
あ
っ
た
Q
併
し
こ
れ
ら
の
そ
れ

だ
け
で
は
確
に
粗
暴
な
表
現
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
色
凌
な
囲
語
に
異
っ
て
い
る
語
と
、
「
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
書
写
」
（
こ
れ
に
は
今
欝

慧
味
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
含
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
）
と
を
遜
別
し
な
か
っ
た
と
か
、
あ
た
か
も
言
語
の
操
作
の
み
に
よ
っ
て
魔
睡
を
藤
見

し
得
る
と
し
た
と
か
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
一
切
の
知
識
は
將
．
棋
の
問
題
を
解
く
遊
戯
に
圖
じ
く
、
而
も
そ
の
遊
戯
の
規
則
は
任
意
に
作

威
・
輩
下
さ
れ
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
な
ど
と
解
礫
す
る
の
は
甚
し
い
誤
解
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
知
識
と
欝
仰
と
を
封
比

し
た
場
合
彼
は
次
の
捺
に
云
っ
て
い
る
。
凡
そ
我
々
が
何
事
か
を
翼
難
と
し
て
認
め
る
場
含
と
し
て
は
、
　
（
勿
論
一
時
的
容
認
や
構
威
へ

の
承
服
で
な
く
猫
自
の
事
事
に
這
い
て
・
贈
位
す
る
場
合
で
あ
る
が
）
そ
の
愈
愈
が
命
題
自
身
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
主
張
す
る
入

　
　
　
水
一
2
プ
ス
哲
學
の
尋
評
蟹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
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哲
墨
醗
究
第
四
買
践
十
駕
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

に
あ
る
か
の
二
つ
で
あ
る
Q
黒
渋
が
命
題
自
身
に
あ
り
、
そ
の
命
題
の
含
ん
で
い
る
語
に
よ
っ
て
如
何
な
る
封
象
が
記
聞
さ
れ
て
い
る
か

を
想
っ
た
時
紀
一
る
の
が
知
識
で
あ
り
、
穣
擁
…
。
が
人
に
・
め
る
場
合
聞
一
ち
へ
閣
題
の
魁
認
が
他
入
の
知
識
に
依
存
し
て
い
る
場
含
が
信
仰
で
あ
る

と
（
α
Φ
Ω
〈
。
×
≦
算
劇
・
）
Q
こ
の
様
に
ホ
ッ
ブ
ス
に
於
て
命
題
に
於
け
る
充
足
と
は
封
象
へ
の
關
係
を
排
除
す
る
規
定
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
只
ホ
ッ
ブ
ス
は
そ
の
論
理
箪
に
於
て
は
呉
驚
的
翼
理
を
黒
蝿
た
ら
し
め
る
嫌
件
で
な
く
、
「
幽
寮
は
幽
蹴
で
あ
る
」
と
い
う

　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

命
題
も
員
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
意
味
で
の
彫
像
的
泥
の
規
定
の
み
を
取
上
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
こ
の
こ
と
は
彼
の
費
際
に
使
用
し
た
論

理
が
形
式
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
我
々
は
彼
の
論
理
的
把
握
の
脳
髄
性
を
以
下
の
諸
節
で
明
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
重
富
の
通
り
ホ
ッ
ブ
ス
は
原
理
第
一
郡
で
は
論
理
學
か
ら
出
　
獲
し
た
が
、
「
法
の
原
理
」
や
「
レ
ヴ
ァ
イ
ヤ
サ
ン
」
で
は
人
聞
の
本
性
、

こ
と
に
入
聞
の
想
念
の
端
緒
と
し
て
の
感
光
か
ら
出
疲
し
て
い
る
。
尤
も
費
際
問
題
と
し
て
人
闇
共
同
儂
と
そ
の
法
と
の
叙
蓮
を
国
的
と

す
る
こ
れ
ら
の
著
作
に
射
て
は
、
共
同
盤
の
「
質
料
」
で
あ
り
「
制
作
嚢
」
で
あ
る
人
闇
の
想
念
か
ら
隠
鬼
す
れ
ぽ
十
分
な
謬
で
あ
る
。

併
し
生
物
一
般
の
感
畳
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
馬
鞭
即
ち
彼
の
自
然
學
の
爵
搬
黙
に
於
て
も
、
こ
こ
で
既
知
か
ら
未
知
へ
と
進
む
寸
志
の

方
法
が
一
饗
す
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
（
四
丁
ζ
ご
。
こ
れ
ま
で
（
論
蝿
學
・
第
一
哲
學
・
運
動
と
大
き
さ
等
の
原
理
）
は
普
遜
駒

な
定
義
か
ら
｛
出
饗
し
て
可
能
な
結
果
へ
と
進
ん
だ
が
、
　
こ
れ
か
ら
は
結
某
又
は
現
象
か
ら
そ
の
可
能
な
る
原
因
へ
と
進
ま
瓜
ぽ
な
ら
な

い
。
こ
こ
で
も
原
理
は
求
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
定
義
と
異
、
り
我
汝
が
定
め
た
も
の
で
な
く
、
霞
然
の
創
造
者
が
定
め
た
も
の
で
、
我
汝

は
そ
れ
を
受
取
る
だ
け
で
あ
る
と
。

　
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
人
闇
の
想
念
は
、
何
れ
も
我
々
の
外
に
あ
る
物
懲
が
我
湊
の
単
字
そ
の
他
身
膿
の
各
部
分
に
作
下
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
盤
．
ず
る
あ
る
性
質
（
或
は
そ
の
他
の
厨
性
）
の
表
穣
乃
至
現
頻
お
O
お
ω
①
艮
馨
一
〇
露
。
塊
嚢
Ω
O
℃
Φ
黛
占
憲
コ
。
①
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
用
が
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
隊
，
に
、
現
象
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
（
℃
・
ω
）
Q
凡
て
の
想
念
の
源
泉
で
あ
る
感
畳
に
つ
い
て
滑
え
ば
、
色
黒
等
は
年
篭
の

「
勤
象
」
で
は
な
く
、
振
動
す
る
封
象
の
贋
．
辿
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
外
親
・
惣
像
・
心
像
ω
Φ
Φ
ヨ
冒
騨
鍵
欝
ざ
瞬
彗
鋤
ひ
q
①
に
外
な
ら
な

い
（
勺
陰
ω
．
α
）
G
感
畳
が
蓮
動
ず
る
鋤
象
の
麻
…
迫
に
よ
っ
て
起
る
こ
と
か
ら
ホ
ッ
ブ
ス
が
感
…
覚
そ
の
も
の
に
も
麺
動
の
法
則
を
適
用
し
、
記
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　形
　揃
ホ上
ッ學
ヅに
ス　つ

暫い
學て
びう　　

響ギ
妥添二
　演

　ジ

　ゑ

　膓

　嚢

　羨

　為

　驕

　膓

　襲

　叢

　裏

　婆

　難

　で
七あ
　る
　o
　彼
　は

．哲

　學
　の
　饗
　象

憶
・
恥
曝
・
連
想
等
の
心
理
作
用
も
纏
械
論
的
に
謹
明
し
た
こ
と
は
崩
知
の
通
り
で
あ
る
。
併
し
我
々
は
こ
の
唯
物
論
的
方
法
が
樋
端
な

概
念
論
的
主
張
と
結
合
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
論
理
學
か
ら
財
嚢
す
る
こ
と
が
合
理
論
的
で
あ
る
の
に
亡
し
、
こ
の
様
に
感
畳
か
ら
出
納
し
、
論
理
を
言
語
と
共
に
後
で
取
上
る
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

は
経
験
論
的
で
あ
る
と
衰
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
我
々
は
こ
の
二
つ
の
黒
費
の
閲
に
矛
盾
や
不
平
台
を
見
出
す
必
要
は
な
い
。
上
蓮

に
よ
っ
て
も
推
察
さ
れ
得
る
振
に
、
ホ
ッ
ブ
ス
に
於
て
戴
性
と
感
性
と
は
廉
く
異
質
的
に
断
絶
す
る
の
で
は
な
く
、
互
に
循
環
的
に
補
足

す
る
も
の
で
あ
り
、
又
轟
．
口
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
結
心
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
理
性
の
計
算
は
こ
の
言
語
を
道
具

と
し
て
行
わ
れ
、
計
算
は
抽
黍
的
・
形
式
的
．
に
も
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
封
積
へ
の
關
係
・
経
験
的
直
観
を
排
除
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

感
性
は
理
性
が
抽
象
的
普
逓
か
ら
其
膿
的
金
膿
へ
進
展
す
る
媒
介
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
解
移
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
我
々
は

経
験
論
と
合
理
論
と
が
排
除
し
あ
う
も
の
と
さ
れ
ず
、
双
方
が
共
に
學
の
方
法
と
し
て
採
用
さ
れ
た
所
以
を
理
解
寓
來
る
で
あ
ろ
う
。
併

し
経
験
，
と
理
性
と
が
教
え
る
も
の
が
翼
に
封
象
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
保
讃
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
ぱ
次
に
認

識
の
鋤
象
・
形
而
上
學
の
燭
題
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
見
解
を
考
察
し
よ
う
Q

　
（
「
）
　
戴
鮭
懸
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
醗
虎
か
、
　
「
世
の
申
に
、
名
緋
以
外
に
無
敵
過
的
た
も
の
は
な
い
」
（
勺
隔
圃
Q
Q
）
な
ど
と
い
う
表
出
か
ら
輕
々
に
側
断

　
　
　
さ
る
べ
き
峠
．
な
い
こ
と
に
つ
い
で
．
は
、
森
口
美
r
都
男
氏
「
既
習
愚
・
榔
装
芯
・
瀕
旨
…
味
」
（
概
山
畑
班
究
四
…
肖
院
十
∴
號
）
に
ナ
で
に
蓮
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

　
　
　
こ
で
は
「
ホ
ッ
ブ
ス
8
2
現
代
性
は
誠
に
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
人
姻
環
猟
丁
が
現
代
の
今
週
肖
た
り
面
出
恩
宰
庸
か
む
驚
嘩
ハ
せ

　
　
　
ら
准
た
の
で
あ
る
か
ら
「
猟
巳
翠
」
と
い
う
国
印
が
必
ず
し
も
ホ
ッ
ブ
ス
の
奄
面
に
あ
て
は
ま
る
の
で
な
い
需
隷
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
）
　
「
息
考
は
々
慣
鱗
に
依
仔
し
、
各
瞬
は
い
武
豪
に
、
崇
象
は
μ
の
考
で
は
身
驚
掩
鈴
の
難
動
に
依
仔
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
　
命
名
に
お
け
る
次
心
意
性

　
　
　
と
も
矛
盾
…
し
な
い
．
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蜜

語
は
材
料
を
物
膿
と
し
た
（
剛
・
c
。
・
）
。
後
に
官
ッ
ク
は
「
毒
念
は
思
考
の
封
象
で
あ
る
」
と
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
一
切
の
認
識
封
象
、
夏
に

は
費
在
一
般
も
槻
念
に
外
な
ら
な
い
と
す
る
バ
ー
．
ク
リ
の
忌
違
論
が
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
一
般
に
認
識
封
象
の
性
質
か
ら
費
在
の

性
質
が
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
封
象
を
こ
の
様
に
物
療
と
名
づ
け
、
そ
の
腰
髄
を
感
畳
の
原
因
、
從
っ
て
ま
た
一
切
の
想
念
の
原
因
と

し
た
ホ
ッ
ブ
ス
の
學
論
を
唯
物
論
と
呼
ぶ
こ
と
は
鴬
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
と
に
生
命
を
「
四
肢
の
運
動
」
と
す
る
彼
の
表
現
、

（
尤
も
こ
の
艶
麗
は
あ
る
内
部
の
申
心
部
分
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
一
般
に
所
謂
機
械
論
的
な
彼
の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

は
「
完
全
な
唯
物
論
」
（
ラ
糊
・
セ
ル
）
と
も
評
せ
ら
れ
よ
う
。
　
燃
し
我
々
は
、
　
ま
ず
ホ
ッ
ブ
ス
の
い
う
物
膿
と
は
人
闇
や
画
家
を
も
包
括

す
る
概
念
で
あ
り
、
所
謂
豊
漁
餉
な
も
の
を
排
除
し
た
概
念
で
は
な
い
か
ら
、
彼
の
學
説
を
簡
軍
に
唯
物
論
と
規
定
す
る
こ
と
は
避
け
ね

ば
な
ら
ぬ
。
の
み
な
ら
ず
前
事
で
の
べ
た
逓
り
、
ホ
ッ
ヲ
ス
の
認
識
論
に
顯
著
な
卑
湿
論
へ
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
轟
來
な
い
審

費
で
あ
る
。
邸
ち
前
述
の
感
叢
論
に
基
づ
け
ば
窒
笹
が
知
命
し
て
い
る
も
の
は
物
髄
の
心
像
に
罪
な
ら
な
い
し
、
物
鰹
そ
の
も
の
は
、
哲

學
の
勤
象
と
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
我
凌
に
は
認
識
さ
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
一
般
に
感
喜
か
ら
出
画
し
て
知
畿
を
諦
ず
れ
ば
、

懐
疑
論
的
な
結
論
に
導
か
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
を
冤
れ
る
た
め
ぼ
は
逆
槻
の
栂
界
を
充
足
的
な
も
の
と
す
る
槻
念
論
及
至
現
象
論
に
逃

道
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
後
の
英
園
経
験
論
の
歴
契
が
明
甘
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
も
物
膿
そ
の
も
の
と
心
像
と

を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
知
論
へ
の
道
を
開
い
た
と
も
評
せ
ら
れ
る
し
、
又
凡
て
の
感
性
的
諸
性
質
の
圭
心
性
と
云
う
専
念
論
的
な

結
論
を
用
意
し
た
と
も
云
え
る
。
こ
と
に
こ
の
感
愚
論
に
更
に
、
眞
檎
は
営
葉
の
属
性
で
あ
り
、
翼
理
は
入
が
任
意
に
作
っ
た
も
の
で
あ

る
と
の
前
蓮
の
論
理
學
の
圭
．
張
を
併
せ
る
な
ら
ば
、
人
は
糧
念
の
髄
系
は
物
の
灘
系
が
な
く
と
も
自
立
出
來
る
と
の
結
論
を
得
る
で
あ
ろ

う
。
審
費
ホ
ッ
ブ
ス
は
有
名
な
世
界
滅
坤
の
予
定
を
試
み
、
物
彊
界
を
絶
滅
し
た
と
し
て
も
、
擬
磁
界
が
残
る
以
上
、
そ
れ
だ
け
で
學
の

封
象
は
成
立
し
得
る
と
の
見
方
を
と
っ
て
い
る
（
＜
岡
H
．
ご
。

　
こ
の
こ
と
は
時
間
・
察
賜
に
つ
い
て
の
彼
の
學
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
書
明
白
に
な
る
。
彼
は
搬
界
滅
却
の
假
定
の
ま
N

で
、
脚
ち
趨
勢
界
を
考
察
す
る
だ
け
で
時
察
の
問
題
は
十
分
解
か
れ
配
る
ど
す
る
。
田
く
、
世
界
滅
却
が
櫃
定
さ
れ
て
も
滅
却
以
前
に
存
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在
し
て
い
た
物
の
心
繰
は
な
お
記
憶
と
し
て
残
る
。
そ
れ
ら
を
惣
起
し
想
像
の
中
で
現
慾
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
他
に
さ
ま

ざ
ま
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
捨
象
し
て
只
「
そ
れ
ら
が
心
の
外
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
だ
け
注
意
す
る
な
ら
ば
、
我

凌
は
室
聞
の
表
象
を
得
る
Q
こ
の
察
閥
は
心
像
雄
聞
に
粗
違
な
い
が
、
我
涛
が
轡
通
に
室
間
と
呼
ぶ
も
の
は
こ
の
様
な
も
の
で
あ
る
、
師

ち
そ
れ
自
身
に
於
て
充
費
し
た
も
の
で
な
く
、
充
賢
．
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル
↑
を
念
頭
．
に
お
い
て
主
張
し
て
い
番
。
物
膳
…
が

心
に
大
き
さ
の
心
像
を
残
す
擾
、
に
蓮
動
ず
る
物
灘
は
麺
動
の
心
像
を
残
す
、
こ
の
蓮
動
の
心
像
、
よ
り
正
確
に
は
越
動
に
お
け
る
先
後
の

心
像
が
時
闇
に
外
∵
な
ら
な
い
。
時
室
を
こ
の
醸
に
主
親
的
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
爾
器
の
無
限
可
分
性
や
無
限
な
延
長
に
つ
い

て
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
。
邸
ち
延
、
長
ず
る
こ
と
も
分
心
す
る
こ
と
も
我
々
の
思
惟
の
作
用
で
あ
る
以
上
、
そ
の
こ
と
に
は
何
の
制
限
も

つ
け
ら
れ
る
筈
は
な
い
か
ら
と
（
＜
固
い
日
山
ω
）
。

　
併
し
こ
の
糠
な
懸
念
論
的
主
張
に
も
絢
ら
ず
、
ホ
ッ
ブ
ス
は
心
外
に
あ
る
物
籠
の
存
在
を
承
認
す
る
の
に
何
の
躍
躇
も
し
な
か
っ
た
。

心
外
の
物
盤
の
存
在
の
承
認
も
、
否
そ
れ
こ
そ
一
驚
、
圭
槻
的
で
あ
る
と
し
て
槻
念
論
に
薗
賦
す
る
こ
と
は
ホ
ッ
ブ
ス
の
と
る
所
で
な
か

っ
た
。
か
く
し
て
冥
界
滅
却
と
い
う
否
定
の
道
を
と
つ
だ
ホ
ッ
ブ
ス
は
樽
び
物
心
を
導
入
す
る
（
≦
固
圃
藁
・
）
。
カ
ッ
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
ホ

ッ
ブ
ス
が
人
立
に
直
接
に
輿
え
ら
れ
た
心
像
に
出
潮
し
乍
ら
、
軍
な
る
感
喜
か
ら
濫
立
に
そ
れ
自
前
に
賢
在
す
る
物
質
な
る
も
の
を
措
定

し
た
の
は
論
理
的
な
必
要
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
物
髄
を
論
説
的
冷
語
か
ら
も
猫
立
な
費
在
と
し
て
絶
勤
的
に
措
定
し
た

の
で
、
彼
の
経
験
．
論
も
「
形
而
上
灘
こ
に
堕
し
た
と
さ
れ
る
（
U
簿
ω
語
弊
魯
葺
巳
ω
胃
。
望
Φ
ヨ
鍔
b
ご
勾
巳
ω
・
O
。
。
）
Q
併
し
乍
ら
こ
れ
に
話
し

て
は
二
つ
の
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
つ
横
界
滅
却
と
云
っ
て
も
前
に
あ
っ
た
も
の
を
假
に
な
い
と
し
て
見
る
と
い
う
思
惟

の
操
作
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
か
ら
の
創
燈
や
そ
の
逆
の
施
滅
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
外

的
封
象
へ
の
關
係
は
世
界
滅
却
の
中
で
も
記
憶
と
し
て
蔑
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
・
に
。
彼
．
は
も
と
も
と
滅
却
の
操
作
に
よ
っ
て
意
識
の
外
に

あ
る
と
い
う
物
量
の
本
性
を
純
粋
に
取
撫
そ
う
と
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
第
二
に
か
く
し
て
得
ら
れ
た
定
義
「
，
物
詣
と
は
我
々
の
愚
惟
か

ら
賢
立
に
峯
聞
の
一
部
と
合
致
し
又
は
そ
れ
と
共
に
延
長
す
る
と
こ
ろ
の
凡
て
で
あ
る
」
｛
〆
＜
岡
H
剛
・
一
・
）
と
い
う
規
定
が
示
し
て
い
る
様
に
、

　
　
　
ホ
ッ
．
ブ
訊
哲
學
の
轡
詳
擬
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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○

物
盤
そ
の
も
の
は
鳩
性
等
と
異
り
軍
器
に
表
罫
か
ら
蛉
訳
し
て
矩
立
さ
れ
る
の
で
な
く
、
岡
時
に
忽
惟
と
異
っ
た
も
の
と
し
て
、
云
わ
ぽ

思
為
の
自
己
否
定
に
よ
っ
て
、
蹄
『
ち
思
准
に
心
し
て
併
し
勿
論
思
惟
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
．
る
。
　
即
ち
前
浜
の
察
聞
と
匠
濁
さ
れ

た
「
大
き
さ
」
乃
至
鍾
．
長
が
「
我
湊
の
意
識
に
羨
存
し
な
い
も
の
し
と
し
て
｛
｝
κ
立
き
れ
る
。
尤
も
［
輩
我
々
の
外
に
あ
る
し
と
云
う
だ
け
な

ら
奇
聞
の
表
象
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
爾
者
は
、
室
闘
即
ち
「
大
き
さ
の
心
像
」
は
歌
み
の
想
像
の
結
露
で
あ
る
が
、
　
「
大
き
さ
」
は
そ
の

想
像
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
隈
別
さ
れ
て
い
る
（
≦
瞬
H
・
ε
。

　
之
に
議
し
て
は
先
ず
、
物
の
大
き
さ
は
ロ
ッ
ク
の
所
謂
第
一
性
質
で
あ
っ
て
、
物
置
一
霞
身
で
は
な
い
、
後
者
の
規
定
こ
そ
求
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
の
異
論
が
提
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ス
に
と
っ
て
は
併
し
、
凡
て
の
も
の
に
共
通
の
質
料
、
ア
リ
ス
ト
テ
ン
ス

の
第
一
質
料
ぱ
箪
な
る
七
里
に
す
ぎ
な
か
っ
た
（
＜
欝
・
帥
δ
。
物
膿
は
常
に
大
き
さ
や
運
動
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
、
具
、
膿
的
に
と
ら

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
併
し
更
に
、
塗
替
と
臨
別
さ
れ
た
「
大
き
さ
」
に
せ
よ
、
バ
ー
ク
リ
が
明
確
に
讃
明
し
た
傑
に
、
我
乗
の
親
念
に
高
な
ら
な
い
で
は
な
い

か
、
と
の
異
論
が
提
幽
さ
れ
よ
う
。
こ
と
に
「
存
在
す
る
こ
と
と
は
知
呈
す
る
こ
と
」
と
の
バ
ー
ク
リ
の
表
現
に
「
知
る
こ
と
昌
。
①
貯
と

存
在
す
る
こ
と
と
は
同
一
で
あ
る
し
と
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
表
現
を
併
せ
た
も
の
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
厨
謂
現
象
性
の
原
理
は
西
洋
欝
忍
野

…
膿
の
前
提
で
あ
り
墓
磐
で
あ
り
、
い
わ
ば
不
可
侵
な
も
の
で
あ
る
。
物
自
膿
と
現
象
の
封
立
も
、
本
門
又
は
結
局
、
こ
の
原
理
の
内
部
に

於
け
る
理
性
知
と
筆
録
と
の
歯
群
に
愚
な
ら
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
物
髄
と
心
像
、
大
き
さ
と
室
間
の
子
別
も
岡
様
で
あ
る
Q
黙
し
こ
の
様

に
批
評
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
、
毒
血
は
ホ
ッ
ブ
ス
が
そ
の
事
に
氣
付
か
な
い
掲
断
論
者
で
な
か
っ
た
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
彼
が
…
封
象
の
黙
念
性
を
認
め
る
こ
と
に
猛
て
人
後
に
落
ち
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
室
闇
は
精
神
の
属
性
、
大
き
さ
は
精

榊
の
外
に
あ
る
物
磯
の
厨
性
で
あ
る
と
云
う
時
も
、
彼
は
鴎
性
と
は
「
売
女
が
物
膿
を
知
博
す
る
仕
方
し
に
備
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
な
い
（
＜
目
H
・
匹
。
・
野
）
Q
　
一
見
毒
断
的
・
へ
娠
彼
の
圏
点
上
學
は
費
は
恩
惟
の
自
己
否
定
の
媒
介
を
経
て
い
た
の
で
あ
る
Q

　
知
畳
か
ら
直
ち
に
存
在
を
導
幽
す
る
試
、
一
般
に
思
惟
（
廣
義
）
か
ら
存
在
を
何
等
の
自
己
否
定
な
し
に
導
出
す
る
試
は
、
圭
狸
臨
槻



念
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
自
己
否
定
を
認
め
な
い
思
惟
は
併
し
掛
帯
が
そ
の
標
傍
す
る
所
を
達
成
し
得
な
い
こ
と
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
Q
存
在
を
知
か
ら
導
齢
す
る
と
の
約
束
に
も
拘
ら
ず
、
物
は
察
虚
な
延
．
長
と
さ
れ
、
叉
は
延
長
さ
え
奪
わ
れ
た

抽
象
物
と
な
さ
れ
て
そ
の
存
在
が
見
失
わ
れ
て
し
突
『
の
で
あ
る
。
ホ
吋
ブ
ス
は
そ
の
営
謂
勲
等
論
的
な
論
壌
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
最
も

肝
要
な
黙
に
果
て
、
思
惟
が
自
己
の
絶
鋤
性
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
事
管
（
、
實
在
性
と
親
念
性
と
が
封
淫
し
て
い
て
し
か
も
不
可
分
で

あ
る
事
費
を
卒
直
に
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。
　
一
般
に
こ
の
様
に
存
在
・
思
惟
・
當
二
等
を
直
接
的
同
一
に
於
て
で
な
く
、
否
定
を
媒
介
と

し
た
同
一
性
に
於
て
捉
え
る
こ
と
が
辮
讃
法
的
と
呼
ぼ
る
べ
き
な
ら
ば
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
見
解
も
正
に
そ
の
檬
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Q
勿
論
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
論
煙
を
自
学
し
て
い
た
の
で
は
な
い
が
、
事
態
の
卒
直
な
嘘
槻
が
彼
を
し
て
こ
の
方

法
に
到
ら
し
め
た
の
で
あ
る
◎
こ
の
こ
と
は
次
の
國
法
論
∴
掌
教
論
に
於
て
は
一
博
明
白
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
～
）
　
水
ッ
ブ
λ
は
自
歳
・
く
は
」
寒
菅
”
に
丹
箏
的
凹
二
心
濠
か
査
い
・
．
”
し
㌧
と
解
一
㌣
、
所
剛
主
な
野
心
の
H
自
は
べ
霜
富
　
し
た
◎
飛
，
獣
へ
繭
的
と
・
も
唯
物
六
醐
的
と
も
」
語
せ
ら
九
［
よ

　
　
　
う
。
併
し
こ
の
所
、
謂
決
定
翫
．
仙
客
常
鱈
の
識
か
！
燃
r
誤
認
し
、
剛
勇
に
上
す
る
・
費
日
晒
の
μ
冥
径
か
一
免
醸
す
る
こ
と
を
意
潤
し
た
の
で
は
勿
講
な
い
し
、
又
多

　
　
　
～
の
人
生
が
考
へ
る
…
嫉
に
必
ず
非
．
れ
に
蹄
u
嶺
す
る
の
で
も
な
い
。
繍
粋
腕
の
考
へ
琳
〃
と
比
津
す
れ
ば
直
ち
に
哺
明
瞭
に
な
る
が
、
決
ん
紀
論
へ
の
反
戒
心
は
多

　
　
　
く
は
キ
リ
㎝
ヘ
ト
…
収
神
話
に
職
漁
つ
く
下
見
に
外
叛
ら
な
い
。
ホ
ッ
プ
ス
か
之
に
つ
い
て
請
る
こ
と
は
っ
と
め
て
濫
け
撫
の
は
こ
の
編
…
見
を
恐
れ
た
か
ら

　
　
　
で
あ
ろ
う
。
、
℃
ち
鼠
は
嘗
由
　
の
陽
蔭
宵
か
ホ
ヅ
プ
ス
に
・
．
、
つ
て
騒
決
・
，
・
れ
！
．
い
た
・
二
、
．
弘
」
い
る
の
鴫
隔
は
憩
い
。

三

737

　
ホ
ッ
ブ
ス
の
國
家
・
政
治
哲
學
の
方
法
論
的
意
義
郎
ち
「
國
家
を
人
聞
の
眼
で
見
る
様
に
な
り
、
そ
の
法
則
を
神
馬
か
ら
で
な
く
理
性

と
経
験
と
か
ら
引
出
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
（
勿
論
こ
れ
に
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
η
の
様
な
先
覚
者
も
あ
り
ボ
ッ
ブ
ス
だ
け
の
業
績
で
は
な
か

っ
た
が
）
、
今
日
で
は
改
め
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
た
い
こ
と
ば
彼
の
深
い
直
轄
的
洞
察
と
そ
の
包
審

力
の
あ
る
論
蝿
と
で
あ
る
。

　
彼
ぱ
人
聞
は
翫
謂
祉
會
的
動
物
で
は
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
出
機
す
る
。
彼
も
明
白
に
認
め
る
通
り
、
人
間
の
歳
誓
約
結
合
は
何
入
も

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
饗
…
學
の
　
描
認
綴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
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哲
學
観
紺
第
騰
賀
照
＋
厩
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
三

否
r
定
で
葬
。
な
い
銑
成
の
毒
費
で
あ
り
、
人
ぱ
謎
轡
の
外
に
生
き
て
行
く
こ
と
は
費
際
上
出
來
な
い
し
、
心
理
的
に
も
長
い
孤
猫
に
耐
え
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
敢
て
こ
の
蘇
な
浮
輪
を
す
る
の
は
、
自
励
の
主
張
へ
の
信
頼
を
失
わ
し
め
る
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ

と
で
あ
る
と
も
云
え
る
盆
Φ
Ω
〈
ρ
H
二
・
）
。
併
し
か
の
潤
界
滅
却
の
論
定
に
よ
っ
て
物
燧
の
意
識
の
外
で
の
存
在
を
純
粋
に
取
出
す
こ
と

が
試
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
否
定
的
前
提
に
よ
っ
て
彼
は
國
家
櫨
力
の
本
質
を
よ
り
明
確
に
と
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
人

が
融
會
生
活
を
歓
す
る
と
し
て
も
そ
れ
は
自
己
の
名
恐
や
利
釜
の
た
め
に
で
あ
っ
て
、
面
掛
の
た
め
に
謎
斡
を
欲
し
た
の
で
は
な
く
、
謎

會
生
活
に
入
る
の
は
自
然
必
然
的
で
は
な
く
て
偶
然
的
で
あ
る
と
か
い
う
彼
の
論
議
は
、
（
号
Ω
〈
ρ
い
ゆ
・
）
人
聞
が
識
金
的
に
生
活
し
て

い
る
と
い
う
裏
費
に
議
し
て
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
人
は
本
源
自
由
帥
ち
他
人
か
ら
支
配
さ
れ
ぬ
こ
と
を
望
む
に
も
拘
ら
ず
、
拙
家

穣
力
に
服
従
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
凄
質
1
こ
の
矛
盾
に
灌
ち
た
事
態
・
一
を
照
し
出
す
た
め
の
仁
徳
き
に
外
な
ら
な
か
っ

た
Q
な
お
こ
こ
に
綴
穐
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
と
ば
、
人
聞
の
祉
會
に
於
て
は
勿
論
父
が
子
に
長
し
、
征
服
潜
が
被
征
服
、
者
に
封
ず
る

様
に
自
然
的
な
力
に
よ
っ
て
支
配
が
誤
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
ぱ
な
い
が
、
普
通
の
國
家
の
織
…
成
員
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
の
能
力

は
大
回
に
於
て
干
等
で
あ
り
、
服
從
は
彊
、
要
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
各
自
の
嗣
意
に
よ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
ホ
ッ
ブ
ス
は
こ
の
矛
盾
を
、
自
然
撚
と
自
然
法
と
を
優
戯
し
砲
者
を
そ
の
封
立
と
就
一
に
於
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
明
し
た
。
敏
に
よ
れ
ば
至
恩
は
本
來
・
自
己
の
生
存
の
た
め
必
要
な
如
何
な
る
こ
と
も
な
す
営
利
を
持
っ
て
い
る
Q
櫃
利
と
は
自
己
の
自

然
的
能
力
を
正
し
い
聲
性
に
從
っ
て
使
用
す
る
と
い
う
各
人
の
も
っ
て
い
る
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
椛
利
は
自
然
歌
読
郎
ち
國
籔
の

成
立
し
て
い
な
い
状
態
に
於
て
は
無
制
限
に
安
労
す
る
。
併
し
電
來
そ
の
能
力
に
於
て
千
等
で
あ
る
各
人
が
、
何
れ
も
こ
の
構
利
を
以
て

勤
熱
す
る
以
上
、
四
丁
の
聞
に
は
不
信
と
恐
怖
と
が
生
じ
、
出
來
得
れ
ば
進
ん
で
他
を
制
熾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
安
垂
を
認
ろ
う

と
す
る
歌
態
師
ち
萬
人
の
萬
人
に
封
ず
る
駿
争
状
態
が
生
ず
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
態
が
却
っ
て
新
顔
の
安
金
利
盆
を
危
く
す
る
こ
と
を

知
る
と
共
に
、
人
澄
は
自
然
貯
．
理
性
の
示
す
と
こ
ろ
郵
、
6
自
然
法
に
報
う
ほ
か
こ
の
欣
態
を
脆
し
得
な
い
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
。
自
然

法
と
は
自
然
構
と
異
り
各
入
の
藷
、
務
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
［
、
自
分
の
し
て
も
ら
い
た
く
な
い
こ
と
を
他
人
に
す
る
な
し
と
い
う
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言
葉
に
要
約
さ
れ
得
る
、
詞
騨
に
道
徳
の
原
照
で
も
あ
る
も
の
で
あ
る
Q
所
で
こ
の
自
然
法
の
諸
條
項
、
は
之
を
認
め
る
こ
と
は
殉
難
で
は

な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
そ
の
試
供
は
結
果
し
な
い
Q
自
然
法
が
行
わ
れ
る
た
め
に
ぱ
自
分
一
人
で
は
な
く
、
各
人
が
そ
の
自

然
樺
を
放
葉
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
一
般
に
各
人
が
自
己
の
暴
力
を
用
い
る
よ
り
用
い
な
い
方
が
有
利
て
あ
る
檬
に
す
る
機
構
、
こ
と
に
契
約

の
不
履
行
潜
を
も
刑
罰
に
よ
っ
て
張
制
し
て
履
行
せ
し
め
る
穣
力
郎
ち
國
家
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
な
お
こ
の
國
家
は
そ
の
本
來
の
目

的
か
ら
み
て
諸
個
人
の
自
由
な
闘
事
行
爲
を
禁
璽
す
る
と
共
に
外
敵
の
侵
入
な
防
禦
す
る
に
足
る
人
徽
を
も
つ
強
、
力
な
囲
隙
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
叉
各
人
が
自
分
の
都
議
の
よ
い
間
だ
け
之
に
渇
す
る
と
い
う
の
で
は
自
然
法
の
遵
守
は
保
讃
さ
れ
な
い
か
ら
、
國
家
は
各
成
員

の
私
的
利
釜
が
全
髄
的
公
議
と
背
馳
す
る
場
合
も
喧
ち
に
離
臆
し
な
い
よ
う
に
、
各
人
の
恐
怖
に
訴
え
て
塩
入
を
拘
束
す
る
力
で
な
け
れ

ぽ
▼
な
ら
な
い
（
主
と
し
て
α
O
Ω
く
Φ
に
よ
る
。
ピ
。
鼠
纂
び
ρ
⇒
を
懸
照
）
Q

　
以
上
の
よ
く
知
ら
れ
た
議
論
は
決
し
て
輩
純
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
鋼
人
の
自
然
穣
か
ら
嵩
褒
し
乍
ら
そ
の
自
然
樺
の
否
定
が

導
來
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q
こ
の
こ
と
は
自
然
構
か
ら
直
接
的
に
公
構
を
導
博
す
る
功
利
圭
義
と
比
較
す
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
彼
を

「
功
利
主
素
的
政
治
思
想
の
先
駆
者
」
と
す
る
通
詮
は
核
心
を
逸
し
て
い
る
。
併
し
ホ
ッ
ブ
ス
に
於
て
も
自
然
穣
が
撚
源
と
し
て
の
償
餓

を
失
う
の
．
で
は
勿
論
な
い
。
國
家
書
力
を
地
上
に
於
け
る
最
も
張
大
な
も
の
・
レ
ヴ
ァ
，
↓
ヤ
サ
ン
と
す
る
が
故
に
茜
雲
主
義
の
理
論
家
と

さ
れ
る
彼
の
圭
．
張
は
自
己
の
中
に
徹
底
し
た
個
入
主
義
を
含
み
、
そ
れ
を
立
論
の
根
櫨
と
し
て
い
た
。

　
こ
の
ホ
田
・
ブ
ス
の
教
詮
の
意
義
を
十
分
に
評
偵
す
る
た
め
に
は
近
僅
跳
出
の
歴
年
を
想
起
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
自
然
法
學
は
近
世
法
學

の
鷺
流
を
な
し
て
い
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
傳
統
の
擁
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
し
い
法
盤
上
を
形
成
す
る
の
に
有
力
な
根
曳

と
手
段
を
與
え
た
。
併
し
一
般
に
自
然
法
三
門
当
然
権
と
い
う
櫃
念
は
極
め
て
多
義
的
で
あ
る
。
こ
と
に
近
世
に
入
っ
て
か
ら
ぱ
永
久
的

理
性
的
な
宇
宿
秩
序
と
い
う
よ
り
、
人
聞
性
一
般
に
合
致
し
た
も
の
が
自
然
的
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
自
然
概
念
乃
至
人
性
概
念
の
多
義

性
か
ら
ゾ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ク
な
議
論
が
生
じ
、
時
間
的
・
歴
典
的
に
原
始
状
態
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
野
饗
を
歪
曲
す
る
な
ど
、
人
乗
の

不
信
を
招
い
た
Q
こ
の
こ
と
が
反
省
さ
れ
て
費
定
法
の
．
研
究
に
繁
く
歴
輿
的
な
法
學
も
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
軍
な
る
歴
獣
的
審

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
嘗
學
の
再
評
飢
　
　
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
雛
…
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哲
峨
繊
究
　
第
㈱
再
響
十
楓
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
臨

賢
は
叉
鋤
領
掌
を
脆
せ
し
め
な
い
。
木
來
不
膨
化
的
と
考
へ
ら
れ
る
筈
の
自
然
法
を
時
諸
鐙
事
態
と
し
て
の
自
然
藤
野
と
結
び
つ
け
て
考

へ
よ
う
と
す
る
の
も
、
費
定
法
の
根
笠
に
自
然
法
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
も
、
共
に
、
愚
者
が
統
一
的
に
杷
握
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
併
し
又
こ
の
統
一
を
直
接
的
に
設
定
す
る
功
利
主
義
は
寝
費
と
當
爲
と
を
混
溝
し
、
第
凡
な
審
賢
の
指

摘
に
見
え
る
が
、
賢
は
一
面
淺
源
な
叉
一
面
僑
繊
的
な
理
論
に
堕
し
た
の
で
あ
っ
た
◎
此
等
の
諸
詮
に
厳
し
、
自
然
法
學
の
時
代
に
生
き

た
ホ
ッ
ブ
ス
が
却
っ
て
、
海
瀬
…
稚
と
自
然
法
、
個
人
の
忌
門
と
國
家
の
法
、
更
に
は
當
爲
と
寮
費
と
の
關
…
係
を
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
と
統
一

に
於
て
捉
え
る
こ
と
が
患
來
た
の
で
あ
っ
た
。

　
な
お
こ
こ
に
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
落
下
が
非
歴
輿
的
な
総
構
で
あ
る
と
の
舞
難
に
つ
い
て
ご
冒
し
て
お
く
の
が
適
當
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ

ど
そ
れ
は
彼
の
想
想
展
開
の
た
め
の
一
つ
の
手
績
で
あ
っ
た
に
掃
海
な
い
。
皿
ッ
ク
の
場
含
と
異
り
ボ
ッ
ブ
ス
は
所
謂
自
然
歌
態
を
歴
史

的
南
下
と
は
し
な
か
っ
た
。
並
家
状
態
に
入
る
や
否
や
浩
失
し
て
し
ま
う
箪
な
る
過
去
の
窪
費
と
い
う
だ
け
で
は
そ
れ
は
却
っ
て
力
を
も

た
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
叉
そ
．
れ
は
軍
な
る
論
理
的
前
提
で
も
な
く
、
人
聞
の
本
性
に
基
い
て
何
時
で
も
（
た
と
え
ば
内
心
の
際
、
又
國

家
閤
で
は
堺
時
で
も
）
起
り
得
る
、
又
現
に
起
り
つ
つ
あ
る
、
永
遠
に
妥
話
す
る
、
帥
ち
そ
の
意
味
で
自
然
的
な
審
態
な
の
で
あ
る
。
か

く
し
て
彼
の
い
う
自
然
は
規
範
的
な
方
法
の
原
理
で
あ
り
同
時
に
事
費
的
な
智
利
の
根
源
で
あ
っ
た
Q
彼
の
法
學
が
自
然
法
學
に
厨
し
乍

ら
も
、
具
膿
的
で
あ
り
得
た
所
以
で
あ
る
。

　
所
で
ホ
”
、
ブ
ス
は
如
何
に
し
て
こ
の
線
な
把
握
に
附
し
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
「
人
聞
が
人
聞
に
修
し
て
狼
で
あ
る
」
ブ
ル
ジ
ョ

ア
祉
會
の
歌
態
を
誤
っ
て
企
人
類
典
に
お
し
ひ
ろ
げ
、
そ
れ
を
自
然
状
態
と
し
た
、
と
非
難
さ
れ
る
こ
ど
が
少
く
な
い
。
併
し
彼
が
人
性

を
所
讃
性
悪
説
的
に
み
た
と
か
、
況
や
悪
徳
を
是
認
し
た
と
か
す
る
解
麗
が
談
っ
て
い
る
こ
と
は
上
蓮
に
よ
っ
て
も
既
に
閉
か
で
あ
ろ
う
℃

彼
は
「
入
閣
は
人
権
に
と
っ
て
紳
で
あ
る
」
と
も
云
っ
て
い
る
（
号
Ω
〈
ρ
獣
緋
）
。
又
ホ
ッ
ブ
ス
の
考
え
方
が
非
歴
輿
的
で
あ
る
と
す
る

こ
と
が
誤
で
あ
る
こ
と
も
明
白
と
な
っ
た
。
從
っ
て
か
の
非
難
は
＝
小
ッ
ブ
ス
が
人
性
に
甥
す
る
深
い
洞
察
に
為
し
た
所
以
の
一
は
彼
が

ブ
ル
ジ
ョ
ア
就
會
（
し
か
も
成
立
期
に
お
け
る
）
を
そ
の
考
察
の
手
掛
り
と
し
た
か
ら
で
あ
る
し
と
訂
正
し
た
上
で
な
ら
承
認
し
て
よ
い
で
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あ
ろ
う
Q
本
性
は
い
か
な
る
畦
代
に
も
濡
失
は
し
な
い
が
、
穿
る
時
代
に
特
に
瀬
著
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
が
時
代
に
制

約
さ
れ
乍
ら
も
却
っ
て
そ
れ
に
幸
さ
れ
て
深
い
本
質
的
洞
察
に
熱
し
得
た
と
す
る
所
以
の
一
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
蓮
べ
た
通
り
、
國
数
の
．
域
立
に
見
ら
れ
る
辮
謹
法
的
事
態
郎
ち
個
人
の
自
演
こ
そ
が
法
の
根
擦
で
あ
り
、
将
家
の
静
力
も
之

に
温
く
こ
と
、
し
か
も
漁
家
は
そ
の
四
人
の
自
由
の
疲
葉
を
も
要
求
す
る
絶
封
的
な
力
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
封
立
絢
な
規
定
の
双
方
を
認

め
る
こ
と
が
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
園
家
誓
馨
の
立
場
で
あ
っ
た
。
こ
の
矛
盾
に
直
面
し
て
、
園
家
は
個
入
の
自
由
の
玉
葉
を
要
求
す
る
不
都
合

な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
幽
数
こ
そ
先
ず
門
葉
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
無
政
「
贈
主
面
的
思
想
や
、
劇
談
樺
力
の
淵
源
を
直
接
に
紳
に
求
め
る

中
世
駒
思
想
が
、
悟
性
的
抽
象
に
囚
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
ま
た
、
各
人
は
主
権
者
に
一
切
を
委
任
す
る
の
で

は
な
く
、
自
己
に
よ
り
多
く
の
椛
利
を
保
留
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
又
強
悪
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
す
る
見
解
は
、
主
仁
者
が
一
旦
選
ま

れ
た
以
上
、
各
人
は
政
府
が
許
し
た
方
が
都
合
が
よ
い
と
認
め
る
以
外
の
凡
て
の
…
年
利
を
失
う
こ
と
に
な
る
ホ
ッ
プ
ス
の
見
解
よ
り
民
主

主
義
的
で
あ
り
、
議
愈
敢
治
下
に
あ
る
今
日
の
毒
態
に
含
致
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
ラ
ッ
セ
ル
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、

ホ
ッ
ブ
ス
は
定
期
的
な
選
墾
に
よ
っ
て
主
椛
者
を
選
び
直
す
事
の
可
能
性
を
企
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ス
論
が
鷺
ッ
ク
等
に
よ

っ
て
し
ぼ
ら
く
の
間
忘
却
の
境
に
追
わ
れ
た
こ
と
は
費
然
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
學
説
は
、
姻
人
の
自
然
擢
が
そ
れ
自
身
で
榊
聖
不
可

侵
の
も
の
と
し
て
存
立
し
得
る
か
の
様
な
假
定
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
我
々
は
高
家
が
成
立
し
た
以
上
、
各
人
の
自
然
擁
は
絹
漉
的
な
國

法
に
媒
介
さ
れ
ず
に
愛
憎
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
影
藤
生
活
の
根
本
規
定
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
國
籔
は
人
を
死
刑
に
す
る

こ
と
が
出
超
る
し
、
駿
孚
に
塞
仕
さ
せ
る
こ
と
も
出
講
る
。
た
と
え
そ
れ
ら
を
禁
ず
る
法
律
が
義
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
圭
権
の

（
お
そ
ら
く
一
時
的
な
）
自
己
制
限
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
敵
府
が
各
人
に
許
す
自
幽
の
分
量
を
塘
齢
す
る
こ
と
に
は
論
理
的
に
何
の
困
難
も
な
い
ぱ
ず
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
は
後

に
ロ
ッ
ク
等
に
よ
っ
て
自
由
の
よ
き
保
謹
・
絶
｝
し
て
張
調
さ
れ
た
國
家
補
力
の
分
立
を
、
内
慰
に
導
く
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
嫌
っ
た
が
、

強
姦
は
ま
だ
閣
構
の
機
能
的
分
化
は
考
え
ら
れ
ず
、
権
力
の
分
立
ぱ
直
ち
に
王
・
貴
族
・
市
属
へ
の
権
力
の
分
割
∵
三
者
の
抗
争
を
意
味

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
舞
闘
學
の
構
覧
評
優
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

［
戴
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欝
學
爾
究
　
嬉
四
百
類
十
蹴
猴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ハ

し
た
か
ら
で
あ
っ
た
乾
叉
彼
は
主
梅
者
へ
の
反
抗
構
を
否
定
し
た
が
、
反
抗
に
よ
っ
て
幌
糠
藩
が
縫
更
さ
れ
た
場
含
は
新
し
い
圭
椹
者
に

服
労
す
る
こ
と
を
當
然
と
し
た
。
　
こ
れ
ら
ば
割
れ
も
「
干
和
に
有
害
な
教
導
は
貫
理
で
あ
り
得
な
い
し
（
勺
・
Φ
ω
）
と
麟
言
す
る
ほ
ど
亭
聯

を
愛
し
た
彼
の
心
構
に
基
い
て
お
り
、
こ
の
心
情
も
内
胤
外
難
に
脅
か
さ
れ
て
い
た
常
時
の
世
相
に
基
い
て
い
た
。
此
等
の
時
代
的
．
制
約

も
あ
っ
て
、
國
内
に
於
け
る
利
害
の
衝
突
を
歴
典
の
罪
囚
と
し
て
認
め
る
右
心
を
蒼
き
、
彼
が
再
び
翠
な
る
欝
、
械
論
旨
思
考
に
堕
し
て
い

た
こ
と
を
認
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
併
し
こ
の
こ
と
は
彼
が
深
い
本
質
的
洞
察
と
そ
の
辮
讃
法
的
把
握
に
、
即
自
的
に
で
あ
る
が
、
到
毒
し

て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
・

四

　
國
家
と
藪
會
．
政
治
と
宗
教
の
蘭
係
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ス
の
教
説
の
政
治
奥
的
・
文
化
奥
極
意
複
も
置
く
承
認
さ
れ
て
い
る
Q
ス
ピ

ノ
ザ
、
ル
ソ
…
、
英
書
の
「
自
由
思
想
家
」
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
力
で
ホ
ッ
、
ブ
ス
か
ら
細
い
影
響
を
う
け
た
。
併
し
こ
の
こ
と
か
ら

の
み
ホ
ッ
ブ
ス
の
宗
教
論
を
評
言
す
る
の
は
十
分
で
な
い
。
以
下
我
々
は
そ
れ
が
宗
教
の
本
質
を
と
ら
え
る
と
い
う
困
難
な
課
題
に
際
し

て
深
い
洞
察
を
も
つ
て
い
た
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
彼
の
宗
教
論
は
「
レ
ヴ
ァ
．
4
ヤ
サ
ン
」
の
後
牛
を
占
め
る
程
、
彼
の
學
説
の
圭
要

な
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
解
論
者
た
ち
か
ら
さ
え
十
分
に
注
意
さ
れ
て
い
な
い
Q
人
々
は
多
く
の
場
含
レ
ヴ
ァ
イ
ヤ
サ
ン

第
一
部
・
原
理
第
二
部
で
「
宗
敷
に
つ
い
て
」
と
い
う
標
題
の
下
に
蓮
べ
ら
れ
た
所
の
み
に
よ
っ
て
ホ
ッ
ブ
ス
の
宗
教
親
を
論
じ
叉
そ
れ

か
ら
影
響
を
受
け
た
が
、
併
し
そ
の
際
は
宗
教
は
翠
に
人
性
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
ま
ず
彼
の
動
的
・

歴
史
的
な
所
読
の
大
要
を
叙
蓮
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
娘
何
な
る
國
家
も
圭
…
艦
な
く
し
て
は
成
立
せ
ず
、
電
樫
麟
の
命
ヘ
ロ
に
は
轟
の
命
詮
が
禁
ず
る
以
外
の
凡
て
の
こ
と
に
於
て
服
幸
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
つ

　
て
國
家
灌
カ
へ
の
遇
度
の
服
從
に
よ
っ
て
穂
に
罪
を
犯
し
、
又
は
紳
の
爾
に
羅
を
犯
す
こ
と
な
…
誉
れ
て
國
家
に
不
一
・
思
誠
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
次
に
紳
の

　
法
・
命
金
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
舗
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
こ
の
搬
に
實
陛
的
な
見
地
か
ら
…
問
顯
一
が
提
出
さ
れ
る
）
。



743

　
轟
の
國
即
ち
稗
の
命
・
ゲ
守
る
べ
き
壷
網
と
し
て
は
、
覇
が
肖
然
的
煙
挫
に
よ
つ
ヅ
．
治
め
ろ
判
然
の
睡
と
、
豫
、
、
．
目
色
を
通
じ
て
命
へ
・
を
傳
∴
～
る
こ
と
に
よ

っ
て
治
め
る
鞭
…
．
「
一
肖
砦
的
・
な
囲
…
と
の
二
つ
が
あ
り
、
後
轡
は
更
に
響
町
に
よ
る
も
の
と
窟
口
潟
に
よ
る
も
の
の
一
一
つ
に
分
た
れ
る
。
鴇
碑
の
霞
然
的
な
煽
戸
邸
ち
－
口

早
則
貧
般
に
於
て
麟
が
そ
の
法
を
與
え
蓮
瓦
窯
を
脅
す
る
縫
を
得
る
の
は
聯
帯
の
契
約
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
の
自
然
．
的
な
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
人
間

が
そ
の
演
に
憶
う
べ
き
謎
務
を
も
つ
の
も
奄
く
彼
の
弱
さ
の
故
で
あ
る
。
繍
は
国
里
で
あ
り
悪
人
を
悶
調
す
る
と
共
に
善
人
を
饗
し
め
る
こ
と
も
出
産
る
。

笹
ブ
が
憩
に
苦
し
め
ら
れ
た
の
は
鼓
の
罪
の
．
た
め
．
弔
、
な
く
、
旨
く
紳
つ
藤
島
、
附
な
ヵ
の
た
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
・
目
然
切
な
國
∴
於
て
は
入
が
欲
し
よ
う
と

否
と
憩
は
燈
地
の
モ
と
し
て
支
温
ナ
る
。
こ
の
際
ρ
越
ゐ
四
三
ほ
．
．
屑
．
、
辱
パ
す
も
の
、
’
滞
ち
人
、
．
．
屈
．
田
圃
．
．
A
、
ズ
．
．
墨
．
了
し
．
κ
断
然
．
偏
こ
、
輔
σ
威
叢
κ

崇
恥
し
櫛
に
奉
仕
す
べ
し
と
い
う
命
育
と
の
二
つ
に
外
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
と
こ
ろ
7
5
．
入
臨
め
感
情
は
極
め
て
激
し
易
く
、
7
7
へ
礫
挫
の
使
用
も
必
ず
し
も
完
潅
で
な
い
か
ら
、
入
漁
は
練
の
特
…
別
の
提
燈
が
な
け
れ
ば
迷
娠
（
偶
像

崇
拝
）
か
無
僻
論
が
の
い
つ
れ
か
に
陥
り
易
い
。
叉
紳
は
人
閤
の
同
惹
に
よ
る
服
從
を
聴
す
る
。
そ
こ
で
被
は
人
類
を
し
て
眞
の
御
の
崇
拝
に
導
く
た
め

ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
遊
ん
で
之
と
難
癖
し
、
自
己
を
崇
揮
す
る
代
償
と
し
て
カ
ナ
ン
の
地
を
擬
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
契
約
は
．
η
サ
ク
や
ヤ
コ
ブ
と
も
繰
返

さ
れ
た
が
後
に
モ
ー
ゼ
の
時
シ
ナ
イ
由
∵
腎
於
て
足
策
の
溜
意
に
よ
っ
て
こ
の
契
約
が
庚
甥
さ
れ
、
こ
こ
に
麟
の
國
が
縫
め
ら
れ
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
は

「
祭
司
の
國
、
凄
き
饗
し
し
r
r
次
つ
た
の
で
ち
る
。
こ
の
綾
に
要
約
に
お
け
る
紳
の
顧
と
は
塩
℃
糎
界
を
さ
す
の
で
は
な
く
、
紳
が
特
に
王
と
し
て
支
配
す
る

特
殊
な
嗣
で
あ
る
。
こ
の
高
め
顯
に
お
け
る
法
は
云
う
趨
も
な
く
十
誠
と
竜
と
し
て
申
命
記
に
遽
べ
ら
れ
た
祭
儀
の
法
と
で
あ
る
。
十
誠
の
中
に
は
自
然

法
に
馬
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
今
や
法
は
そ
の
狗
東
力
を
融
と
の
契
約
に
も
っ
こ
と
と
な
っ
た
。
新
し
く
娘
接
し
て
明
．
竃
さ
れ
た
繋
金
の
要
冒
は
他
の

碑
・
偶
轍
を
崇
拝
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
縛
約
の
湘
の
園
ば
下
．
の
支
配
、
外
陶
へ
の
澱
罵
に
よ
っ
て
次
儒
に
崩
零
し
て
來
た
が
、
之
を
新
し
い
契
約
に
よ
っ
て
毒
謝
す
べ
く
父
な
る
顧
か
ら

透
ら
れ
て
來
た
約
束
2
王
・
キ
リ
壕
ト
（
メ
シ
ヤ
）
と
し
て
出
々
し
た
の
が
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
が
慨
し
い
契
約
に
よ
っ
て
建
て
る
で
あ
ろ
う

紳
の
國
は
天
的
な
國
と
し
て
比
喩
，
附
に
は
「
紳
の
圃
は
汝
等
の
中
に
あ
“
．
如
な
ウ
』
な
ど
と
汝
F
え
ら
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
キ
リ
ス
ト
の
第
二
の
到
脚
部

ち
キ
リ
ス
ト
が
金
轡
を
委
ね
ら
れ
て
紳
の
代
表
と
し
て
來
る
最
絡
審
判
の
日
に
遡
る
の
で
あ
る
。
或
入
達
の
云
う
蝶
に
軸
の
國
が
す
で
に
封
建
さ
れ
て
い

る
の
な
ら
、
　
「
抽
國
の
來
一
5
ん
こ
と
を
」
・
七
隠
る
必
要
は
眠
く
、
キ
リ
ス
ト
も
高
歩
す
る
必
要
綴
な
い
で
あ
ろ
う
、
な
お
望
ま
れ
た
入
々
と
そ
う
で
な
い

　
　
ボ
ツ
ブ
ス
誓
鐸
ナ
の
再
評
飲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
七
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哲
墨
醗
究
欝
四
胃
四
十
蹴
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

入
々
と
が
混
り
あ
っ
て
住
む
．
騎
壇
モ
腿
の
名
に
値
し
な
い
。

　
　
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
凝
し
い
契
約
と
は
、
入
凌
が
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
仕
方
で
紳
に
仕
え
る
代
り
に
．
紳
は
彼
等
の
…
罪
を
上
し
て
天
的

　
な
永
蓬
の
因
に
入
れ
る
こ
と
な
約
束
し
た
こ
一
，
」
で
あ
る
。
キ
リ
滅
ト
に
よ
っ
て
数
へ
ら
れ
た
仕
方
と
は
、
神
の
命
令
に
服
漏
す
る
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
を
信

，
残
す
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
り
、
こ
の
外
の
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
岩
の
灘
．
麟
に
と
っ
て
畿
く
鎌
用
で
あ
る
。
一
難
韓
の
命
令
に
完
奄
に
服
製
し
て
居
れ
ば
そ
の

行
爲
は
「
義
」
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
無
垢
・
無
雛
と
は
異
る
。
入
閤
は
ア
ダ
ム
以
來
不
服
從
の
．
羅
を
犯
し
て
い
る
か
ら
紳
の
國
に
入
る
に
は
罪
の
赦
が

必
要
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
た
も
の
だ
け
が
天
閥
に
入
る
こ
と
が
出
躍
る
。
聖
．
書
に
は
こ
の
二
つ
の
一
方
の
み
が
”
説
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
他
方
を
南
提
と
し
て
又
は
包
含
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
叉
服
從
と
い
う
代
り
に
改
悔
・
澱
海
の
語
が
碧
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ

は
聯
に
於
て
は
罪
を
犯
す
ま
い
と
の
意
志
が
衿
動
に
代
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
減
梅
の
徳
は
罪
の
記
億
に
俘
う
苦
痛
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
へ

の
信
仰
と
は
「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
な
り
し
と
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
た
め
に
は
世
界
を
潜
門
し
て
い
る
紳
が
あ
る
こ
と
を
遡
挫
に
よ
っ
て
認

め
ね
ば
な
ら
ず
、
叉
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
の
藤
納
の
鞭
．
冒
も
雑
ぜ
ね
ば
な
一
5
な
い
。
併
し
要
す
る
に
「
イ
エ
ス
は
キ
リ
ス
ト
な
り
」
と
の
命
題
を
信
じ
さ

え
す
紅
ば
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
嫉
に
繋
ず
る
こ
と
ば
イ
エ
ス
の
救
を
他
の
人
々
の
数
に
優
っ
て
從
う
べ
き
も
の
と
す
る
灘
泉
な
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
キ
リ
ス
ト
は
立
法
蔚
で
は
な
く
、
從
っ
て
鯛
に
鋳
し
い
法
を
輿
え
は
し
な
か
っ
た
が
、
旗
先
の
法
を
次
の
こ
句
に
ま
と
め
て
．
沸
し
た
、
　
「
汝
は
心
を
つ

く
し
精
帥
を
つ
く
し
思
を
つ
く
し
て
虫
な
る
汝
の
紳
を
愛
す
べ
し
し
崩
ち
紳
の
命
に
申
畳
ん
で
…
從
う
べ
し
、
「
己
の
如
く
汝
の
隣
を
愛
す
べ
し
。
」
こ
の
二
句

に
自
然
法
や
十
二
は
勿
論
、
凡
て
の
鞭
　
．
．
隅
一
た
ち
の
命
令
は
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
他
の
こ
と
例
え
ば
「
汝
の
有
て
る
物
な
こ
と
ご
と
く
搾
り
て
費
し
き

碧
に
輿
え
よ
。
し
か
し
て
來
り
て
我
に
嚢
え
」
な
ど
と
い
う
の
は
指
輪
へ
の
勃
奨
で
あ
っ
て
命
令
で
は
な
く
、
そ
れ
に
從
わ
訟
か
ら
と
い
っ
て
新
し
い
罪

に
な
る
の
で
は
な
い
。
な
お
こ
の
様
に
云
わ
れ
て
已
ん
で
立
去
っ
た
富
め
る
青
年
は
ま
だ
十
分
に
イ
エ
ス
を
キ
リ
ス
ト
と
信
じ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
（
幻
．
上
の
キ
リ
ス
ト
尊
信
仰
り
の
太
　
溝
口
繭
か
ら
潅
」
ん
で
ホ
ヅ
ブ
ス
儲
癒
俗
凶
聚
儒
も
の
と
聖
｛
職
．
陶
な
も
の
の
匿
別
を
日
浦
ず
る
。
）

　
キ
リ
ス
ト
の
最
初
の
到
來
は
入
に
法
を
輿
へ
人
を
簿
く
．
王
と
し
て
て
な
く
、
入
を
し
て
紳
の
國
に
用
意
せ
し
め
父
簸
海
し
た
入
の
羅
を
許
す
た
め
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
キ
リ
ス
ト
の
最
初
の
任
画
帖
に
為
す
る
こ
と
が
「
聖
．
職
に
㎝
闘
す
る
こ
と
」
で
あ
り
・
、
そ
の
他
の
こ
と
は
凡
て
世
俗
的
で
あ
る
。
世
俗
的
椛
力

は
囲
象
椛
力
の
保
持
碧
に
委
ね
ら
れ
て
あ
る
が
、
聖
職
的
な
感
力
・
聯
の
呂
．
厄
集
を
解
濾
す
る
…
擢
力
も
モ
ー
ゼ
か
ら
大
祭
尉
に
更
に
ユ
ズ
や
國
マ
エ
に
縛
え
ら



れ
て
い
翌
。
腱
…
王
時
代
に
祭
弱
た
ち
や
豫
言
皆
た
ち
が
實
際
に
解
糠
を
膏
つ
た
繰
厚
合
も
園
．
王
か
ら
委
任
さ
れ
て
行
っ
て
い
た
の
7
6
．
あ
り
、
或
は
少
く
も
そ

の
採
、
否
は
國
王
の
縫
力
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
聯
鐙
．
弱
点
を
解
毒
す
る
橿
と
は
死
ん
だ
丈
字
や
語
の
解
騨
で
は
な
く
、
聖
雌
に
よ
っ
て
紳
の
眞
意
を
解

聾
す
る
こ
と
で
あ
り
、
叉
自
分
の
説
を
妨
げ
ら
れ
ず
に
嶺
し
秘
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
反
錯
を
許
さ
な
い
縫
で
あ
る
。
こ
の
権
が
人
民
各
個
入
や
外
図
入
の
カ

に
あ
る
と
す
れ
ば
、
臣
民
の
忠
誠
ほ
失
わ
れ
、
慰
家
と
鉄
聾
と
の
早
雪
・
安
棄
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
駅
家
鑓
力
を
際
持
す
る
人
馬
は
集
囲
こ

そ
が
澱
脅
の
費
で
も
あ
ワ
4
9
所
以
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
歎
官
も
キ
リ
ス
ト
数
國
家
の
範
瞬
を
越
え
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
数
實
に
し
て
も
な
る
ほ
ど
大
き
な
範

閣
を
も
つ
た
が
「
帯
瞬
に
の
範
幽
を
越
え
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
曹
癌
（
．
公
）
教
‘
書
聖
で
は
な
か
っ
た
。
欝
キ
リ
ス
ト
か
ら
使
徒
に
、
使
徒

か
ら
聖
．
職
齎
た
ち
に
悠
え
ら
れ
た
し
G
云
わ
れ
る
罪
を
許
し
又
は
留
む
”
4
9
継
も
、
園
家
…
催
カ
へ
の
反
．
抗
を
許
す
嫉
な
も
の
で
は
決
し
て
あ
h
・
得
な
い
。
聖
殿

砦
が
キ
リ
ス
ト
脅
い
國
一
家
（
國
モ
）
を
覆
門
す
る
襟
利
を
持
た
な
い
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

　
從
っ
て
最
メ
初
に
設
定
さ
れ
た
岡
題
に
は
次
の
樺
…
に
警
ふ
～
ら
れ
る
。
人
馬
は
＋
酷
鵜
者
が
キ
リ
ス
ト
溶
で
あ
る
罵
合
に
は
超
俗
，
飼
な
ご
－
．
し
に
つ
い
て
も
聖
織

的
な
こ
と
に
つ
い
て
も
そ
の
命
に
送
り
べ
き
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
穏
で
な
い
鳩
合
に
は
厭
俗
的
な
こ
と
に
つ
い
て
の
み
そ
の
命
に
從
づ
べ
き
で
あ
る
。
も

し
異
教
的
重
擢
者
が
．
冨
仰
に
与
す
る
こ
と
で
キ
リ
ス
ト
蔚
と
し
て
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
要
求
し
て
來
た
と
し
て
も
、
人
府
は
彼
に
反
抗
す
べ
き
で
は
な

い
。
嗣
潰
駄
勲
へ
約
に
反
あ
3
る
か
1
5
で
あ
る
。
ザ
て
の
駅
脈
は
キ
リ
ス
ト
申
署
は
語
数
“
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
　
謹
に
「
汀
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
一
．
．
目
う
の
が
鰹
…
り
に
冷
甲
．
酢
…

に
閉
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
は
権
だ
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
、
生
け
る
紳
の
子
で
あ
る
こ
と
を
盗
心
か
ら
信
じ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
以
上
煮
と
し

て
山
㊦
O
貯
①
に
よ
る
）

　
　
　
上
書
の
べ
來
つ
た
ホ
ッ
ブ
ス
の
宗
教
論
こ
と
に
聖
俗
…
π
厭
に
つ
い
て
の
彼
の
研
論
が
多
く
の
時
代
的
制
約
を
も
つ
て
い
る
審
は
云
う
迄

　
　
も
な
い
。
併
し
聖
霜
解
騨
継
が
主
穣
奢
に
あ
る
と
の
彼
の
所
説
も
、
之
な
h
廣
凝
に
解
し
て
國
家
が
何
ら
か
の
息
想
的
傾
向
を
、
國
内
に
於

　
　
け
る
日
常
の
道
徳
灼
債
餓
判
断
の
大
前
提
と
も
云
う
べ
き
も
の
を
、
具
え
て
い
る
と
い
う
凄
費
の
指
摘
と
し
て
児
れ
ぽ
、
今
日
の
所
讃
属

　
　
主
國
家
に
於
て
と
難
も
正
し
さ
を
失
わ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
宗
敦
の
宏
質
に
關
す
る
ホ
ッ
ブ
ス
の
見
解
が
、
宗
教
を
画
歴
典
的
な

　
　
自
然
理
性
に
よ
っ
て
批
心
し
、
自
然
自
沈
が
是
認
し
な
い
も
の
は
直
ち
に
放
楽
し
て
糧
ら
な
い
次
の
世
代
の
啓
蒙
的
宗
教
擬
の
抽
象
を
髭

補　
　
　
　
　
　
ホ
ヅ
ヅ
ス
哲
學
の
讐
評
便
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
九



746

　
　
　
欝
學
研
究
　
第
四
胃
瞬
十
鷲
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濃
O

れ
て
い
た
こ
と
ば
明
白
で
あ
る
◎
紋
は
宗
教
の
搬
生
な
「
見
え
ざ
る
カ
へ
の
恐
怖
」
邸
ち
將
來
に
鋤
す
る
懸
念
や
恐
怖
の
鱗
…
な
ど
の
心
粥

と
、
二
次
語
原
圃
を
知
ら
な
い
こ
と
そ
の
他
の
人
聞
の
鰯
限
あ
る
知
的
能
力
と
に
よ
っ
て
、
爽
に
は
人
属
を
服
從
せ
し
め
畢
瀦
に
し
て
お

こ
う
と
す
る
異
数
の
刺
始
者
た
ち
の
も
く
ろ
み
に
よ
っ
て
詮
明
し
た
が
（
℃
・
紹
）
、
よ
く
解
さ
れ
る
糠
に
迷
僧
的
・
室
想
的
な
も
の
へ
の

還
尤
に
よ
っ
て
凡
て
を
笠
当
繊
來
る
と
し
た
の
で
は
な
い
（
島
Φ
出
9
急
づ
Φ
×
H
＜
・
峯
）
。
そ
れ
に
し
て
も
「
宗
教
は
暫
學
で
は
な
く
圃
法
で

あ
る
。
論
議
す
べ
き
も
の
で
な
く
費
行
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
号
瓢
9
鉱
器
圏
く
・
・
む
と
か
「
信
仰
の
秘
密
を
自
然
的
難
性
に
よ
っ

て
明
瞭
に
し
た
い
と
求
め
る
人
は
、
よ
く
効
く
が
苦
い
薬
を
呑
み
こ
む
前
に
噛
嫁
こ
う
と
す
る
人
の
如
く
で
あ
る
。
彼
は
す
ぐ
そ
れ
を
吐

き
轟
す
に
違
い
な
い
。
も
し
そ
の
ま
玉
、
呑
み
こ
ん
で
い
た
ら
病
は
治
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
に
」
（
傷
⑦
　
O
陣
く
Φ
℃
）
ハ
＜
H
H
圃
●
　
H
刈
・
）
と
い
う
有
名

な
ホ
ッ
プ
ス
の
言
葉
は
、
彼
を
宗
教
的
貫
理
に
冷
淡
で
あ
る
と
思
わ
せ
た
Q
併
し
彼
が
冷
淡
に
取
扱
つ
た
の
は
所
謂
教
理
で
あ
っ
て
煩
獲

な
議
論
に
ま
き
こ
ま
れ
る
こ
と
を
遜
け
る
た
め
で
あ
っ
た
Q
こ
こ
に
引
い
た
こ
つ
の
言
葉
は
勿
論
非
合
理
主
錫
へ
の
降
伏
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
叉
彼
の
賞
明
に
も
拘
ら
ず
、
我
六
は
彼
が
宗
教
と
國
法
と
を
豊
浦
に
同
一
寂
し
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
前
の
叙

述
か
ら
も
明
に
さ
れ
た
佳
に
、
彼
は
爾
者
を
そ
の
封
立
と
統
一
と
に
於
て
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
宗
教
を
箪
に
理
性
・
感
情
等

入
間
の
本
性
と
の
韓
　
翻
に
於
て
だ
け
で
な
く
、
髄
・
災
約
な
も
の
で
も
あ
る
法
と
の
蓮
關
に
於
て
興
、
膿
的
に
捉
え
た
が
故
に
、
彼
は
合
土
・

非
含
理
の
規
準
の
み
を
も
っ
て
宗
教
に
臨
む
に
止
ま
る
啓
蒙
的
宗
教
槻
の
狭
さ
に
陥
ら
ず
に
す
む
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
ホ
叩
、
ブ
ス
が
宗
教
を
園
法
と
の
關
係
に
於
て
と
ら
え
、
殊
に
キ
リ
ス
ト
の
愛
を
も
命
令
へ
の
服
從
と
い
う
形
式
化
さ
れ
易
い
危
瞼

を
孕
ん
だ
ま
エ
の
表
現
で
理
解
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
に
撃
て
行
わ
れ
た
律
法
か
ら
愛
へ
の
、
他
者
か
ら
自
律
へ
の
縛
換
の
意
義
の
重
大

さ
を
見
逃
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
撰
を
多
分
に
招
く
で
あ
ろ
う
。
併
し
パ
ウ
獄
的
・
プ
瓢
テ
ス
タ
ン
ト
紛
に
律
法
と
愛
と
を
兜
立

せ
し
め
る
こ
と
は
愛
の
深
義
を
示
す
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
爾
奢
の
根
源
的
同
一
性
を
見
失
わ
せ
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
所
謂

借
貸
宗
教
の
成
立
慰
霊
、
こ
と
に
近
世
個
人
圭
義
の
購
代
に
入
っ
て
以
來
、
宗
敦
の
囲
家
的
性
格
、
國
家
の
宗
教
的
性
格
は
登
営
に
輕
親

さ
れ
て
来
た
Q
併
し
灘
界
宗
敦
の
根
本
特
色
は
そ
の
世
界
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
Q
属
族
宗
藪
の
危
…
磯
に
際
し
て
倫
理
を
轟
建
す
る
優
れ
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た
新
し
い
宗
敢
が
外
燈
に
傳
え
ら
れ
て
、
い
く
ら
か
偏
荻
で
利
己
的
な
面
も
あ
る
同
朋
愛
か
ら
純
な
る
人
類
愛
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
外
國
に
傅
え
ら
れ
る
べ
き
す
ぐ
れ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
外
國
に
傳
へ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
詮
か
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
も
望
外
國
に
侮
へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
甜
た
ち
の
ホ
來
の
意
圖
に
比
す
る
と
一
つ
の
土
肥
化
・
個
人
心
意
の
絶
勤
化
が
生
じ

た
。
愛
が
駐
會
的
母
上
を
地
磐
と
し
、
叉
識
會
婦
女
費
に
制
度
と
し
政
治
の
原
磯
と
し
て
費
現
さ
れ
る
こ
と
を
蟻
想
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
菟
失
わ
れ
、
抽
象
的
で
無
力
、
災
に
欝
朧
的
で
さ
え
あ
る
原
理
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
併
し
勿
論
こ
の
理
想
は
茸
い

感
傷
で
は
な
い
、
そ
れ
は
萬
人
が
繰
入
と
駿
う
人
聞
の
自
然
性
を
自
己
の
契
機
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
又
こ
の
困
難
な
審
態
を
正
湿

す
る
時
、
現
費
の
國
譲
が
い
か
に
不
正
と
不
義
の
演
戯
場
で
か
‘
o
り
、
又
本
償
的
に
い
っ
て
一
種
の
実
配
機
構
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
申

で
人
汝
が
早
筆
を
保
障
さ
れ
る
限
り
、
愛
の
前
提
で
あ
る
霞
然
法
を
名
饗
心
と
恐
怖
心
に
訴
へ
て
費
現
す
る
死
す
る
神
・
レ
ヴ
ァ
イ
ヤ
サ

ン
と
し
て
｝
種
の
宗
教
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
圭
糖
潜
は
紳
聖
性
な
分
有
す
る
存
在
で
も
あ
り
得
る
所
以
も
理
解
出
興
る
で
あ
ろ

う
Q
ホ
ッ
ブ
ス
の
見
．
解
は
こ
の
様
な
政
治
と
三
教
と
の
頭
質
的
聯
關
に
つ
い
て
の
洞
察
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
聖
書
解
受
継
が
國
蒙
の
圭
継
者
に
あ
る
と
す
る
彼
の
見
解
は
、
キ
リ
ス
ト
の
王
と
し
て
の
継
が
法
王
に
預
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
人
々

か
ら
も
、
叉
信
仰
を
発
く
内
画
的
な
も
の
と
し
て
「
俗
権
は
信
仰
の
問
題
に
介
入
す
べ
き
で
な
い
」
と
圭
照
す
る
人
々
か
ら
も
撒
迎
さ
れ

な
い
煮
見
で
あ
っ
た
。
彼
は
國
家
を
聖
職
者
の
覇
絆
か
ら
脱
せ
し
め
、
む
し
ろ
教
會
を
國
鍮
の
支
配
の
下
に
あ
る
べ
し
と
し
た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
時
代
的
去
就
に
於
て
、
俗
穣
の
信
仰
へ
の
介
入
に
反
絶
し
た
ル
タ
ー
説
に
比
す
べ
く
も
な
か
っ
た
。
併
し
俗
縫
の
不
介
入
も

そ
れ
を
利
釜
と
す
る
別
の
新
し
い
俗
権
力
に
よ
ら
ね
ぽ
風
塵
的
と
な
ら
な
い
。
ル
タ
ー
の
新
教
が
ド
イ
ツ
の
民
族
蓮
動
と
密
接
に
結
び
つ

い
て
い
た
こ
と
は
購
白
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ス
の
見
解
も
営
時
の
英
國
園
教
會
の
凝
り
方
を
辮
護
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
主
張
に
す
ぎ
な
い

と
見
る
こ
と
が
掲
廻
る
Q
併
し
こ
の
糠
な
ホ
ッ
ブ
ス
の
歴
量
的
位
置
が
、
政
治
と
宍
教
と
の
誘
導
に
つ
い
て
の
爆
心
の
洞
察
を
可
能
な
ら

し
め
る
一
因
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
時
代
に
制
約
山
、
こ
れ
乍
ら
も
却
っ
て
そ
れ
に
幸
さ
れ
て
深
い
洞
癌
に
達
し
得

た
と
す
る
所
以
の
二
で
あ
る
。

　
　
　
ホ
ッ
ブ
ス
哲
嬢
の
．
魯
　
同
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
…



ア48

　
　
　
哲
墨
欝
究
　
鶴
V
四
ぼ
顯
十
・
蕉
擁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
鵬

　
併
し
こ
の
洞
察
が
生
じ
た
の
は
勿
論
箪
に
所
謂
絶
欝
霊
義
的
。
啓
蒙
慾
朗
的
・
英
園
的
特
に
圃
教
禽
派
的
等
の
時
代
的
・
環
境
的
な
影

響
の
み
に
よ
っ
て
詮
露
出
凍
る
の
で
は
な
い
Q
我
詮
が
既
に
彼
の
難
論
哲
皐
や
國
法
論
に
観
て
認
め
た
こ
と
即
ち
矛
盾
し
た
審
態
を
た
め

ら
わ
ず
に
認
め
る
議
題
さ
と
、
彼
に
は
十
分
自
鑓
さ
れ
て
居
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
矛
盾
に
う
ち
ひ
し
が
れ
な
い
論
理
と
が
駕
意
さ
れ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
二
購
的
．
な
望
薄
さ
を
介
し
た
深
い
洞
察
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は
從
來
は
必
ず
し
も
十
分
に

は
注
黛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
で
さ
え
ホ
ッ
ブ
ス
の
教
読
に
つ
い
て
「
岬
て
こ
に
は
痢
も
思
量
的
な
も
の
・
本
來
的
に
哲
學
的
な

も
の
は
存
し
な
い
し
（
誓
阜
史
憲
震
）
と
し
て
い
る
Q
こ
れ
は
恐
ら
く
ホ
ッ
ゾ
ス
の
洞
察
が
そ
の
彫
式
論
理
的
・
機
械
論
的
な
方
法
に
覆
わ

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
・
、
3
う
。
披
の
深
く
鏡
い
洞
察
は
直
接
的
に
凄
貿
的
な
原
理
と
し
て
用
い
一
5
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
悟
性

の
計
算
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
併
し
賢
は
彼
の
論
難
は
逆
に
直
観
的
洞
祭
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

撃
に
醤
性
絢
な
も
の
か
ら
欝
澄
法
絢
・
思
鑑
的
な
も
の
に
高
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
自
然
権
と
自
然
法
・
致
治
と
宗
教
を
は
っ

き
り
と
そ
の
封
立
と
続
一
に
於
て
擾
え
た
こ
と
は
、
存
在
と
思
惟
と
を
否
定
な
媒
介
と
し
た
岡
一
性
に
於
て
捉
へ
る
論
難
も
飯
に
十
分
に

掲
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
裏
付
け
惹
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
只
こ
の
こ
と
は
封
自
化
さ
れ
て
ホ
ッ
ブ
ス
自
身
の
論
理
學
に
ま
で
浸
透
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
彼
の
論
雌
．
亭
は
一
計
約
で
あ
る
こ
し
」
を
脱
せ
ず
、
そ
の
彫
而
上
鄭
も
一
見
↓
3
．
盾
の
ま
玉
に
放
置
さ
れ
た
か
の

親
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
否
み
難
い
事
費
で
あ
る
。
併
し
彼
自
身
が
政
治
∴
黛
教
論
に
於
て
蓬
落
し
た
こ
と
を
反
省
し
鑛
心
す
れ
ぽ
、
彼

の
弱
黙
と
さ
れ
て
い
る
謡
言
哲
墨
に
於
て
も
、
勿
論
自
然
筆
の
逆
縁
で
は
な
く
そ
の
根
大
的
把
握
に
於
て
で
あ
る
が
、
今
爲
な
お
教
え
る

祈
あ
り
と
し
て
よ
い
’
5
・
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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A　］民evalu抽tion　of右he　Phllosophy　of　H二〇bbes

By　Kinichi　Uirashita

　　The　theoretical　philosophy　of　Thomas　Hobbes　has　been　depreciated

as　a　typicai　dogmatism．　His　poiitical　philosophy　Emd　philesophy　of

religion　incurrecl　the　hatred　and　aversien　ofi　both　conservatives　and

democyats．　Even　those　who　highly　esteerned　his　system　advocated　only

a　Sew　parts　of　it，　comiinending　chiefly　his　historlcal　merits　as　a　pionee£

o£　modern　thought．　He　has　seldom　been　placed　among　the　first　rank

philosophers．　But　ln　spite　o£　the　undenlable　fact　that　there　are　Sound

over－sin］plifications　in　his　stateiinents，　it”　should　be　po2nted　out　that　he

had　indeed　sound　and　deep　lnsights　lnto　the　main　philosophical　issues．

　　1．　lt　is　generally　well　acknowledged　that　he　avoided　tlie　errors　of

sheer　rationa！ism　and　sheer　e即iricism．　Th圭s圭s　cer亡ainly嘘of　h1s

strong　points．　But　is　it　only　（lue　to　his　accidental　acquaintance　with

both　sides？　We　rnay　rather　find　his　theory　of　language　as　the　epistemo－

logical　basis　ef　his　unique　standpolnt．

　　2．　ffe　was　never　a　dogmatic　materialist　as　he　is　usually　thouglit　to

be，　nor　a　subjective　idealist　as　some　have　infered　from　his　eplstemology

and　especially　£rom　his　methocl　which　supposed　the　universal　annihila－

tion　oE　all　things．　We　may　rather　construe　hls　metaphysics　as　an　idea－

lism　which　goes　freely　over　to　realism　and　subsumes　lt．

　　3．　The　same　way　of　thinklng　is　more　obvious　in　his　practical　and

political　philosophy．　He　grasped　the　natural　rights　and　the　natural　laws

1



in　their　mutual　contradiction　and　oppsition，　but　this　never　implied　the

neglect　o歪thelr　f賑駐da瓢e難ta王unity．　Rere　we　can　f1nd　the　key£o　o撫er

philosophical　difflculties　in　the　fields　of　ethics　and　politics．

　　His　theory　of　sovereign　power　iinay　seem　to　us　zmreasonable　and　dis－

agreeable　in　contrast　to　that　of　tke　democrats．　Nevertheless　we　must

recognize　that　he　had　a　deep　insight　ineo　the　nature　oE　the　matter．

　　4．　He　was　admittedly　a　Eorerunner　oS　free－thinkers，　ancl　yet　he　was

at　the　samae　t1me　crit1cized　as　an　advocate　of　state　interierence　ln　affairs

of　man’s　conscience．　We　have　to　say，　however，　that　his　theory　of　the

reiation　between　churcl）　Emd　state　reveals　a　good　coiRprehens｛on　of　the

essential　宝3ature　◎葦　reli霧圭On．

　　AI工s鷺ch　matters　cluly　considered，　in　spite　of　1｝三s瓢echan1ca1撫ethod

of　reasoning，　the　basic　insight　which　constituted　his　phiiosophy　may　be

characterized　as　dialectical．　Although　Hobbe＄　himselS　never　realized

his　own　d2alectic，　it　is　possible　£or　us　so　to　interpret　his　philosopky　and

to　revalue　it　dialectically．　As　it　is，　the　philosophy　looks　as　if　teemlng

with　skeer　contradictions．

8
　
．

（》・玉K錨’S’Mrar3scen．cle漁董A玉絹cePもi・夏・

Bs　Sh6ji　Tal〈ahashi

　　By　detiini＃g　Kant’s　transcendental　apperception　as　an　act，　or　rather　as

the　self－consciottsness　ofi　such　an　act，　1　want　to　mal〈e　clear　in　tliis　short

treatise　that　it　anticipates　tke　Jclt－Poilosoplt．ie　of　Fichte．

　　Accerding　to　Kant，　t“ke　sensibiiity　is　already　“　a　un｛que　act　of　inind　”，

in　whlch，　however，　there　is　neither　consciousness　of　the　subject　of　the

act　nor　that　of　the　intuitive　representation，　on　account　ofi　the　passivity

and　directness　of　tke　act．　O£　course，　such　a　matter　is　a　contradicti　on

in　itselfi．　ln　order　to　solve　this　contradiction，　the　mind　should　act　as

imagination，　but　this　act　is　ilt　itseif　only　a　series　o£　sttccessive　synthesis

iR　which　there　is　no　rule　of　act　synthetically　uni£ing　the　whole　of　the

2


