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リ
チ
ュ
ル
の
償
値
判
断
の
問
題
性
（
完
）

森
　
田
　
雄
　
三
　
郎

四
　
罪
論
と
贋
値
到
断

　
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
罪
は
人
間
に
封
ず
る
紳
の
直
接
的
作
用
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
罪
は
直
接
的
な
宗
教
的
償
維
で
ぱ
な
い
。
し

か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
の
「
綜
合
制
断
」
に
お
い
て
は
、
罪
人
に
…
封
し
て
「
義
認
」
と
い
う
逓
語
が
照
ハ
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
罪
は

直
接
的
憤
値
で
な
く
と
も
、
間
接
的
贋
値
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
リ
チ
ュ
ル
は
、
罪
の
認
識
も
ま
た
「
和
解
教
愈
の
観

黙
」
か
ら
途
行
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
繹
論
に
お
け
る
リ
チ
訟
ル
の
主
張
は
、
「
和
解
儲
君
の
親
鮎
」
か
ら
の
「
葬
の
無
債

値
」
の
「
間
接
的
」
認
識
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
敏
酌
即
値
主
翼
の
途
行
に
お
い
て
、
界
は
直
接
的
重
要
性
を
持
た
な
い
と
い

う
の
が
り
チ
ュ
ル
の
洞
察
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
り
チ
ュ
ル
の
「
罪
の
國
」
に
お
い
て
一
居
明
ら
か
に
な
る
。
リ
チ
ュ
ル

は
原
罪
論
を
「
罪
の
國
」
に
斎
え
る
。
歴
史
的
に
云
え
ば
、
　
「
罪
の
國
」
ど
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ツ
ヘ
ル
の
「
共
通
の
罪
」
を
心
理
學

的
砒
會
學
的
に
仕
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
悪
の
傾
向
性
と
習
慣
は
、
個
人
の
悪
い
意
志
と
行
爲
か
ら
生
ず
る
。
こ
の
個
人
的
傾
向
性
と
饗

慣
は
、
他
者
に
影
響
を
輿
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
悪
い
習
慣
と
悪
い
組
織
を
生
ず
る
。
こ
れ
ら
の
悪
の
す
べ
て
か
ら
、
罪
は
抵
抗
し

が
た
い
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
世
代
に
わ
た
っ
て
郭
は
罪
を
生
じ
た
。
こ
の
進
行
す
る
相
五
的
全
膿
的
な
罪
の
作

用
を
心
リ
チ
ュ
ル
は
「
罪
の
國
」
と
考
え
た
。
つ
ま
り
リ
チ
ュ
ル
は
罪
の
閉
蓉
貫
巴
δ
ヨ
q
G
D
を
罪
の
歴
史
に
お
き
か
え
よ
う
と
す
る
。
彼

に
と
っ
て
罪
は
賢
膿
で
は
な
く
、
意
志
で
あ
り
、
行
爲
で
あ
っ
た
。
帥
ち
「
瀞
の
國
」
と
い
う
「
最
高
善
」
に
毒
し
て
、
人
間
の
意
志
目
的
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が
離
反
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
．
罪
は
恥
く
意
志
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
リ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
、
「
紳
の
國
し
に
鵬
す
る
者
即
ち
「
和
解
」

さ
れ
た
者
は
も
は
や
罪
人
で
は
な
い
。
　
「
和
解
教
會
の
槻
黙
」
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
リ
チ
ュ
ル
の
態
度
は
正
し
い
が
、
し
か
し
そ
こ

で
は
深
淵
か
ら
眼
を
あ
げ
て
紳
の
救
い
を
待
ち
塾
む
罪
人
は
躍
然
問
題
に
さ
れ
な
い
。
総
論
は
「
和
解
」
さ
れ
た
人
聞
の
問
接
的
自
己
反

賓
で
あ
る
。
主
題
は
「
罪
」
や
「
罪
の
ゆ
る
し
」
に
な
く
、
す
で
に
和
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
「
罪
の
國
」
と
は
、
カ
ン
ト
の
宗

教
論
と
岡
じ
く
、
「
紳
の
國
」
に
跡
立
す
る
Q
　
「
紳
の
國
」
は
「
紳
の
主
翻
し
を
意
味
す
る
の
に
質
し
、
「
罪
の
圃
」
に
は
主
樺
者
が
い
な

い
。
傳
統
的
天
使
論
や
サ
タ
ン
は
、
古
代
人
の
幼
稚
な
紳
話
的
表
象
と
し
て
淘
去
さ
れ
る
。
　
「
舞
の
・
國
」
を
形
威
す
る
も
の
ぱ
、
偶
人
的

意
志
で
あ
る
◎
し
た
が
っ
て
「
紳
の
囲
」
の
封
立
者
と
し
て
「
罪
の
國
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
　
「
罪
の
國
」
は
、
人
間
の
意
志
攣
更
に

よ
っ
て
撃
滅
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
罪
論
に
お
け
る
リ
チ
ュ
ル
の
人
間
槻
は
、
近
代
啓
蒙
主
義
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
墾
ら
な
い
。
リ
チ

ュ
ル
は
罪
の
事
費
を
前
提
し
、
　
「
罪
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う
償
値
管
掌
の
綜
合
性
を
意
圃
的
に
単
調
す
る
Q
し
か
し
具
灘

的
認
識
勤
行
に
お
い
て
は
、
そ
の
罪
論
を
救
濟
さ
れ
た
人
問
性
に
攣
ず
る
結
果
に
絡
っ
て
い
る
Q
罪
「
論
に
お
い
て
「
舞
」
が
問
題
と
さ
れ

て
い
な
い
と
も
換
言
で
き
る
。
リ
チ
議
ル
に
と
り
、
人
閲
と
は
す
で
に
「
罪
の
ゆ
る
し
」
を
受
け
、
義
と
せ
ら
れ
、
「
和
解
」
さ
れ
た
人

間
で
あ
る
。
即
ち
す
で
に
「
紳
の
關
」
に
鵬
し
て
い
る
人
間
で
あ
る
。
紳
に
封
ず
る
封
等
の
人
格
と
し
て
、
愛
の
「
交
わ
り
」
の
中
に
す

で
に
立
っ
て
い
る
入
間
で
あ
る
◎
リ
チ
ュ
ル
は
た
し
か
に
入
間
が
罪
人
で
あ
り
、
　
「
紳
の
國
」
の
到
來
に
よ
っ
て
「
義
認
と
和
解
」
を
受

け
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
。
し
か
し
「
和
解
」
に
お
い
て
罪
を
忘
れ
る
。
　
「
罪
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
は
云
う
が
、
し
か
し

「
和
解
」
に
お
い
て
も
聯
は
紳
で
あ
り
、
入
間
は
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
失
う
。
そ
こ
で
は
紳
が
相
野
化
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も

人
間
が
絶
封
化
さ
れ
る
か
と
い
う
何
れ
か
が
結
果
す
る
◎
リ
チ
ュ
ル
の
具
膿
的
認
識
途
行
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
罪
論
が
紳
論
と

心
々
な
結
果
を
招
い
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
。
　
「
和
解
幾
年
」
か
ら
罪
を
認
識
す
る
と
い
う
り
チ
ュ
ル
の
洞
察
は
確
か
に
正
し
い
。
　
「
和

解
」
さ
れ
た
「
新
し
い
人
」
か
ら
「
古
い
人
」
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
學
の
可
能
性
が
、
ひ
い
て
は
キ

リ
ス
ト
教
的
富
然
紳
學
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
正
し
い
Q
し
か
し
共
膿
的
認
識
途
行
に
お
い
て
、
リ
チ
ュ
ル
は
そ
の
洞
察
と
意
燭
の
正

　
　
　
リ
チ
ュ
ル
の
岬
摂
植
鯛
臨
職
の
開
題
㍑
牲
（
完
）
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翫
一
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し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鐸
を
忘
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

＝民

6

五
　
キ
リ
ス
ト
論
と
便
値
勃
断

　
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
　
「
キ
リ
ス
ト
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
で
あ
る
か
は
、
わ
れ
わ
れ
に
封
ず
る
彼
の
贋
億
の
攣
化
に
封
慈
す
る
」

（
匁
。
儒
幽
く
．
一
W
鳥
’
囲
H
押
　
ω
・
ω
り
鼻
）
。
呉
儂
的
に
は
、
キ
リ
ス
ト
論
の
封
象
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
、
何
よ
り
も
先
ず
「
雁
史
的
イ
エ
ス
」
で
あ
る
。

そ
し
て
「
交
わ
り
」
に
基
く
多
値
悪
業
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
キ
リ
ス
ト
の
永
遠
の
紳
性
も
ま
た
認
容
さ
れ
る
、
と
り
チ
ュ
ル
は
払
え
る
。

「
新
約
聖
書
か
ら
キ
リ
ス
ト
の
神
性
に
聴
す
る
明
確
な
教
理
が
繹
義
的
に
主
張
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
誤
っ
た
前
提

で
あ
る
。
脱
藩
に
云
う
な
ら
ば
、
新
約
聖
書
諸
分
は
一
般
に
教
理
で
は
な
い
Q
キ
リ
ス
｝
の
説
話
申
に
は
、
彼
の
脂
性
に
澄
す
る
教
理
は

全
然
褒
見
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
教
理
は
そ
こ
で
期
待
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
思
想
は
教
會
が
そ
の
、
難
壁
者
に
捧

げ
る
認
容
と
償
維
制
定
と
の
表
現
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
（
》
斜
く
・
じ
づ
匹
」
剛
H
・
ω
・
ω
謎
）
。
　
こ
の
よ
う
な
リ
チ
ュ
ル
の
態
度
が
三
一
聯
論
や

紳
人
智
性
論
等
の
傳
統
的
教
義
と
衝
突
す
る
こ
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
い
。
第
一
に
、
リ
チ
ュ
ル
で
は
贋
値
制
臨
さ
れ
る
が
故
に
紳
性
を

持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
紳
が
人
間
に
な
る
こ
と
も
、
人
間
が
紳
に
な
る
こ
と
も
、
軍
な
る
思
緋
と
し
て
徹
底
酌
に
斥
け
ら
れ
る
。
何

故
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
思
辮
は
、
リ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
、
た
と
い
可
能
的
認
識
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
の
蘇
蜜
性
も
即
ち
「
人
間
に
と
っ
て
」

何
ら
の
慣
値
も
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
鵜
塗
、
堕
罫
、
救
腰
、
救
濟
の
順
序
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
、

ア
ソ
セ
ル
ム
ス
の
代
償
輝
輝
も
ま
た
罪
な
る
可
能
性
へ
の
問
と
し
て
、
全
く
斥
け
ら
れ
る
。
第
二
は
、
新
約
繹
義
に
つ
い
て
の
り
チ
ュ
ル

の
見
解
で
あ
る
。
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
イ
エ
ス
の
神
性
は
二
つ
の
表
象
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
　
一
は
イ
エ
ス
に

謝
す
る
「
主
」
と
い
う
奪
稽
で
あ
る
。
蕎
約
聖
書
で
は
、
　
「
主
」
と
は
紳
自
身
を
指
す
。
こ
れ
に
謝
し
て
、
使
徒
の
云
う
「
主
」
と
は
紳

の
右
に
あ
げ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
後
者
は
「
塗
ら
れ
た
す
べ
て
の
も
の
よ
り
先
に
あ
り
」
、
　
今
な
お
教
會
に
生
き

て
働
く
キ
リ
ス
ト
を
指
す
。
今
田
つ
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
冒
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
下
で
あ
る
。
師
ち
、
創
造
の
初
め
に
神
と
と
も
に
あ
り
、
潮
澁
に



　
　
蘭
興
し
た
獄
ゴ
ス
の
託
身
で
あ
る
。
以
上
二
つ
の
紳
性
の
蓑
現
に
出
し
、
リ
チ
ュ
ル
は
、
か
か
る
表
現
が
た
だ
そ
の
歴
史
像
を
総
隈
制
断

　
　
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
師
ち
イ
エ
ス
は
主
な
り
と
い
う
告
白
も
、
紳
の
言
の
青
身
も
、
　
「
イ
エ
ス
の
現
象
愚
行
爲
と

　
　
彼
の
宗
教
的
確
信
及
び
倫
理
的
動
機
と
の
鞠
聯
に
お
い
て
示
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
関
』
・
＜
・
じ
d
9
霞
・
ψ
し
。
。
。
O
＞
。
即
ち
「
歴
皮
的
イ
ェ

　
　
ス
」
と
の
「
交
わ
り
」
を
越
え
る
こ
乏
を
、
リ
チ
ュ
ル
は
七
生
に
い
ま
し
め
る
。
も
し
こ
れ
を
越
え
る
と
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
領
域
に
ふ
み

　
　
入
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
は
人
閻
の
経
験
を
趨
絶
す
る
か
ら
人
請
に
と
っ
て
不
可
能
で
あ
る
、
と
り
チ
ュ
ル
は
考
え
る
◎
し
た
が

　
　
つ
て
、
三
一
榊
論
も
、
ケ
ノ
ー
シ
ス
説
も
、
人
間
に
と
っ
て
認
識
不
可
能
な
グ
ノ
ー
シ
ス
に
入
れ
ら
れ
る
。
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
も
ま

　
　
た
、
　
「
交
わ
り
」
に
基
い
て
認
識
さ
れ
た
イ
エ
ス
の
野
方
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
の
雁
皮
的
存
在
を
再
椿
成
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え

　
　
ら
れ
る
。
　
一
興
に
い
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
リ
チ
ュ
ル
の
意
國
は
、
紳
の
猫
一
的
「
恩
寵
」
に
も
と
ず
く
「
歴
皮
的
イ
エ
ス
」
と

　
　
の
「
交
わ
り
」
を
越
え
な
い
こ
と
に
あ
る
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
リ
チ
ュ
ル
の
呉
…
綴
的
認
識
下
行
を
槍
嘱
し
て
み
よ

　
　
、
り
。

　
　
　
リ
チ
満
ル
は
新
約
聖
書
か
ら
イ
エ
ス
の
人
格
を
「
力
の
根
源
し
「
原
型
」
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
「
カ
の
根
源
」
「
原
型
」
は
二
つ
の

　
　
面
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
即
ち
イ
エ
ス
の
預
言
者
的
如
上
と
祭
司
的
疏
薄
と
で
あ
る
。

　
　
　
第
一
の
預
言
者
納
温
言
と
は
、
「
榊
の
完
全
な
瞥
素
謡
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
嗣
わ
る
。
イ
エ
ス
の
自
己
監
置
は
紳
の
國
の
召
命
に
あ

　
　
　
つ
た
。
イ
エ
ス
の
寸
寸
灘
に
わ
た
る
警
語
、
行
爲
、
活
動
は
、
す
べ
て
こ
の
自
己
目
的
の
表
現
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
自
己
目
的
の
表
現

　
　
は
、
た
だ
十
字
架
の
受
難
に
局
限
さ
れ
な
い
。
受
難
の
意
味
は
、
受
難
を
通
し
て
見
ら
れ
る
イ
エ
ス
の
自
己
目
的
、
召
命
へ
の
一
種
順
、
、
從

　
　
順
に
よ
っ
て
賢
現
さ
れ
た
世
界
支
配
に
あ
る
。
受
難
そ
の
も
の
は
、
イ
エ
ス
の
自
己
鼠
的
の
貫
徹
を
は
ば
む
障
害
の
最
高
頂
の
事
件
に
す

　
　
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
イ
エ
ス
の
自
已
厨
的
は
紳
の
自
己
目
的
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
他
方
、
世
界
の
究
極
目
的
と
し
て
の
「
最
高
善
」

　
　
で
も
あ
っ
た
◎
し
た
が
っ
て
、
イ
エ
ス
の
鼠
的
の
宣
教
と
と
も
に
、
彼
の
人
格
を
申
心
と
し
て
宗
藪
的
倫
理
的
愛
の
共
嗣
膿
が
構
成
さ
れ

　
　
た
。
こ
の
共
同
膿
は
、
紳
の
國
を
瞬
的
と
し
て
目
指
す
キ
リ
ス
｝
藪
會
に
な
る
Q
か
く
し
て
イ
エ
ス
の
発
生
灘
に
わ
た
っ
て
謙
の
國
が
啓

．
6
1

2
　
　
　
　
　
　
リ
ナ
ユ
ル
の
償
植
判
臨
剛
の
踊
題
性
（
ル
冗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
臥
簗
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哲
學
研
究
　
第
凹
再
鉱
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
五
四

示
さ
れ
た
Q
そ
し
て
融
の
國
に
封
ず
る
イ
エ
ス
の
恒
常
的
心
事
に
よ
っ
て
、
人
間
の
精
魂
的
世
界
支
配
が
可
能
に
さ
れ
、
賢
現
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
意
味
で
イ
エ
ス
は
紳
の
啓
示
の
仲
保
者
、
　
「
紳
の
正
確
な
啓
示
者
」
で
あ
る
Q
さ
ら
に
紳
の
國
に
封
ず
る
イ
エ
ス
の
恒
常
的
從

順
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
が
紳
の
愛
の
永
遠
の
封
象
で
あ
り
、
紳
の
子
キ
リ
ス
ト
と
し
て
紳
性
を
も
つ
と
キ
リ
ス
ト
教
會
に
よ
っ
て
三
値
剃

断
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
リ
チ
ュ
ル
は
考
え
る
。
　
　
　
　
．

　
第
二
に
、
祭
司
的
債
敏
と
は
、
　
「
精
紳
女
帝
配
の
明
示
さ
れ
た
範
型
、
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
か
か
わ
る
。
印
ち
こ
れ
は
、
イ
エ
ス
が
そ

の
盃
生
涯
を
通
し
て
「
紳
と
の
比
類
の
な
い
交
わ
り
」
の
「
例
誰
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
十
字
架
の
受
難
に
お
い
て
、
紳
と
の

交
わ
り
の
無
比
性
は
最
も
顯
示
さ
れ
る
。
こ
の
「
．
滋
藤
さ
れ
た
最
高
の
可
能
的
な
交
わ
り
」
の
た
め
に
、
イ
エ
ス
は
教
會
の
第
一
人
者
と

し
て
即
ち
「
敦
會
の
頭
」
と
し
て
認
容
さ
れ
る
と
り
チ
ュ
ル
は
考
え
る
。
以
上
が
り
チ
ュ
ル
の
キ
リ
ス
ト
論
の
要
黙
で
あ
る
へ
殉
』
・
＜
の

もd

X
コ
同
》
ω
．
ω
①
や
鼻
切
㎝
）
Q

　
以
上
の
キ
リ
ス
｝
論
は
、
リ
チ
ュ
ル
瀞
學
の
根
本
的
特
色
と
歓
陥
と
を
最
も
明
ら
か
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
彼
の
綜
合
的
慣
値
鯛
漸

は
、
紳
の
猫
一
的
恩
寵
に
基
く
「
歴
皮
的
イ
エ
ス
」
と
の
「
交
わ
り
」
を
前
提
す
る
。
そ
し
て
こ
の
「
交
わ
り
」
か
ら
超
腕
す
る
も
の
は

す
べ
て
斥
け
ら
れ
る
。
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
腋
典
的
イ
エ
ス
」
の
救
叢
論
的
三
値
認
識
だ
け
が
、
唯
一
の
現
心
的
認
識
に
な
っ
て
い

る
Q
イ
エ
ス
に
お
け
る
紳
の
恩
寵
も
イ
エ
ス
の
紳
性
も
、
た
だ
救
正
論
的
に
の
み
老
察
さ
れ
る
。
こ
こ
に
イ
エ
ス
の
啓
示
内
容
と
啓
示
考

イ
エ
ス
と
の
二
黙
に
つ
い
て
、
サ
チ
ュ
ル
の
導
寓
し
た
結
果
を
槍
討
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
イ
エ
ス
の
啓
示
内
容
で
あ
る
「
紳
の
國
」
は
、
す
で
に
榊
論
に
關
し
て
蓮
べ
た
よ
う
に
、
　
「
榊
の
主
権
」
で
あ
る
と
樹
時
に

「
最
高
善
」
と
し
て
の
人
境
理
想
で
も
あ
る
。
こ
の
二
義
的
な
【
，
紳
の
國
」
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
の
自
己
目
的
と
淋
の
自
繋
属
的
と
が
軍

純
に
結
合
さ
れ
て
い
る
Q
も
し
「
紳
の
國
」
の
強
調
黙
が
最
高
善
に
あ
っ
た
と
い
う
三
編
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
啓
示
と
は
イ
エ
ス
に
お

い
て
人
閥
理
想
の
歴
史
納
費
現
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
の
啓
示
内
律

で
あ
る
「
紳
の
國
」
は
ま
さ
に
口
δ
叡
。
σ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
故
リ
チ
ュ
ル
は
他
力
に
お
い
て
「
紳
の
國
」
を
コ
脚
の
・
正
権
」



　
　
と
解
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
、
　
「
紳
の
國
」
は
紳
の
猫
耳
的
恩
寵
に
よ
っ
て
認
容
さ
れ
る
「
紳
の
男
爵
」
で
あ
る
。
紳
は
恩

　
　
寵
に
よ
り
自
己
自
身
か
ら
、
イ
エ
ス
を
通
し
て
、
入
間
と
の
「
交
わ
り
」
を
確
立
す
る
Q
こ
の
「
交
わ
り
」
に
お
い
て
、
　
「
紳
の
國
」
は

　
　
　
「
紳
の
主
樫
」
と
し
て
啓
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
チ
ュ
ル
の
い
う
「
淋
の
國
し
は
一
概
に
入
間
理
想
と
は
云
え
な
い
。

　
　
　
「
榊
の
國
」
は
い
わ
ぽ
り
チ
ュ
ル
の
贋
値
剰
断
に
お
け
る
限
界
概
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
限
界
概
念
が
入
聞
の
認
識
的
自
律
の
た
め
に
入
闘

　
　
自
身
に
よ
っ
て
投
射
さ
れ
た
限
界
概
念
で
な
い
こ
と
は
、
彼
の
カ
ン
ト
批
制
か
ら
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
の
よ
う
に
「
榊

　
　
の
國
」
は
紳
の
猫
～
酌
恩
寵
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
が
、
し
か
も
こ
の
恩
籠
は
リ
チ
ュ
ル
の
認
識
途
行
の
前
提
的
意
昧
し
か
持
た
な
い
。

　
　
　
一
た
び
具
膿
的
認
識
が
途
行
さ
れ
る
や
否
や
、
恩
徳
の
意
味
は
男
雛
牛
黄
で
葉
て
置
か
れ
、
甚
だ
し
く
は
入
間
の
自
律
的
理
念
に
攣
ず
る

　
　
顛
陶
す
ら
見
ら
れ
る
。
リ
チ
ュ
ル
は
倫
理
的
宗
教
蟄
的
要
請
と
超
自
然
的
纏
誠
と
を
イ
エ
ス
に
お
い
て
箪
純
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
リ
キ

　
　
リ
ス
ト
教
の
絶
封
性
を
辮
誰
し
ょ
う
と
す
る
、
と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
批
判
も
こ
の
黙
で
は
正
し
い
（
国
6
δ
①
冨
。
ダ
U
冨
諺
σ
ω
2
＝
夢
簿
α
Φ
ω

　
　
○
ξ
卿
ω
密
コ
露
寒
ω
瓢
コ
鳥
象
。
因
Φ
一
剛
ひ
q
δ
器
α
q
Φ
ω
o
窯
。
耳
や
。
。
〉
訟
」
り
b
。
ρ
ω
●
。
。
㊦
邑
）
。
リ
チ
ュ
ル
自
身
、
こ
の
結
合
は
「
あ
ら
ゆ
る
探
究
を
超
絶
し

　
　
て
い
る
か
ら
紳
貫
属
探
究
の
主
題
に
な
ら
な
い
」
と
云
っ
て
沈
黙
し
、
二
値
制
断
を
制
限
す
る
（
翔
「
諾
’
ノ
さ
　
b
σ
α
．
H
H
押
　
Q
o
．
蒔
鱒
①
●
）
。
云
い
か
え

　
　
る
と
、
野
駆
的
認
識
遽
行
に
お
い
て
は
紳
の
自
開
国
的
が
内
在
的
理
想
と
考
え
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
だ
け
に
周
密
さ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
第
二
は
啓
示
者
イ
エ
ス
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
入
営
と
生
涯
が
紳
の
自
己
目
的
を
宣
教
し
た
勲
で
、
イ
エ
ス
を
啓
示
の
仲
保
者

　
　
と
し
て
諮
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
り
チ
ュ
ル
の
意
圃
で
あ
る
。
し
か
し
具
膿
的
認
識
逮
行
に
お
い
て
は
、
啓
示
内
容
で
あ
る
「
紳
の
國
」

　
　
が
内
在
的
理
想
に
制
限
さ
れ
た
と
い
う
結
果
と
關
許
し
て
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓
示
或
い
は
イ
エ
ス
の
仲
保
の
意
昧
は
、
た
だ
イ
エ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
カ
　
む
　
　
　
　
も
　
い
　
の
　
　

　
　
自
己
理
想
の
賢
現
以
上
に
出
て
い
な
い
。
そ
こ
で
は
イ
エ
ス
の
預
　
葺
者
的
贋
値
に
お
い
て
、
啓
示
者
や
仲
保
者
の
意
味
が
失
わ
れ
て
來
る
。

　
　
十
字
架
の
受
難
は
、
自
己
目
的
二
念
の
た
め
に
は
あ
え
て
生
命
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
入
間
イ
エ
ス
の
英
雄
的
事
件
に
す
ぎ
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
い
　
つ
　
カ

　
　
或
い
は
ま
た
、
イ
エ
ス
が
聯
の
啓
示
の
仲
保
彰
で
あ
る
黙
を
重
要
親
し
て
も
、
イ
エ
ス
の
人
銘
は
紳
の
自
己
穿
下
の
軍
な
る
手
段
に
す
ぎ

鵬　
　
　
　
　
　
リ
チ
ュ
ル
の
債
植
珊
断
の
問
題
聾
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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誓
學
研
究
隼
暇
百
五
＋
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

瓢
六

な
く
な
る
。
　
「
警
保
根
蝶
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
樫
鳥
は
も
は
や
「
綴
嬢
」
で
は
な
く
な
り
、
箪
な
る
手
段
と
な
る
。
イ
エ
ス
の
ペ
ル
ソ

ナ
は
塗
く
無
意
味
に
な
る
。
そ
こ
で
は
彼
の
張
着
し
た
歴
皮
的
イ
エ
ス
が
無
意
味
に
な
る
。

　
さ
て
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓
示
内
容
と
イ
エ
ス
の
人
格
と
の
二
男
に
つ
い
て
の
上
の
批
判
か
ら
す
れ
ば
、
イ
エ
ス
に
お
け
る
啓
示
の
決

定
的
意
味
は
啓
示
内
容
に
あ
り
、
イ
エ
ス
の
入
格
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
が
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
イ
エ
ス
の
榊
性
は
、

イ
エ
ス
が
紳
の
意
志
を
完
全
に
啓
示
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
麟
せ
ら
れ
る
．
奪
稔
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
榊
性
は
彼
の
ペ
ル
ソ
ナ

と
直
接
的
關
係
を
持
た
な
い
。
歌
登
架
の
死
も
そ
れ
機
器
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
決
定
的
な
も
の
は
、
啓
示
内
容
で
あ
る
Q
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
む
　
　
し
　
　
い
　
　
り
　
　
も
　
　
も
　
　
わ
　
　
カ
　
　
も
　
　
し
　
　
や

そ
の
啓
示
内
容
は
、
内
在
的
理
想
と
し
て
の
紳
の
自
己
鼠
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
も
し
具
騰
的
認
識
興
行
の
結
果
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
リ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

鵡
ル
の
キ
リ
ス
ト
論
は
、
バ
ル
｝
の
云
う
U
o
貯
Φ
銘
ω
ヨ
⊆
ω
に
異
る
で
あ
ろ
う
Q

　
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
の
は
、
リ
チ
ュ
ル
が
イ
エ
ス
の
祭
司
的
慣
値
と
し
て
導
出
し
た
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ヘ
ブ
ル
書
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
大
祭
罰
キ
リ
ス
ト
が
塗
く
誤
解
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
イ
エ
ス
の
贋
罪
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
ら
れ
て
い
な

い
。
イ
エ
ス
は
「
最
高
に
可
能
的
な
神
と
の
友
わ
り
」
を
持
つ
た
「
例
誰
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
　
「
紳
の
本
質
の
像
で
あ
る
御
子
」
の

パ
ト
ス
は
、
入
問
イ
エ
ス
の
精
紳
的
ア
パ
テ
イ
ア
に
鍵
じ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
・
皿
或
い
は
供
犠
的
象
徴
は
全
く
見
失
わ
れ
て
い
る
。
論
理

的
に
漬
え
ば
、
　
「
例
日
」
と
は
讐
癒
的
類
に
質
す
る
一
つ
の
種
で
あ
る
。
具
驚
嘆
に
は
、
　
「
例
諮
」
と
は
「
紳
と
の
交
わ
り
」
を
示
す
佃

汝
の
呉
禮
的
事
實
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
意
味
で
あ
る
Q
し
た
が
っ
て
、
そ
の
つ
交
わ
り
篇
が
「
最
高
に
可
能
的
な
紳
と
の
交
わ
り
」
と

云
わ
れ
て
も
、
イ
エ
ス
の
債
敏
の
決
定
的
諮
明
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
イ
エ
ス
は
啓
示
の
仲
保
者
で
あ
っ
て
も
殖
罪
の
仲
保
者
で
は
な

く
、
ま
た
イ
エ
ス
の
淋
性
は
預
者
的
贋
値
と
し
て
認
容
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
祭
司
的
領
値
と
し
て
認
容
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
云
う
に
塑

っ
て
、
リ
チ
ュ
ル
は
イ
エ
ス
の
蟹
罪
翻
意
昧
を
全
く
無
崩
す
る
。
祭
司
的
イ
エ
ス
と
は
人
間
的
模
範
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
祭
司
的
債
催
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
上
に
お
け
る
皮
斑
的
な
イ
エ
ス
の
ペ
ル
ソ
ナ
は
彼
の
紳
性
と
直
接
的
關
係
を
持
た
な
い
。
結
局
啓
示
内
容
と
イ
エ

ス
の
翼
下
の
知
者
か
ら
イ
エ
ス
の
紳
性
が
論
じ
ら
れ
ず
、
キ
リ
ス
｝
論
の
中
心
問
題
は
た
だ
啓
示
内
容
だ
け
に
あ
っ
た
と
云
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
以
上
に
蓮
べ
た
よ
う
な
結
果
を
來
た
し
つ
つ
も
、
リ
チ
訊
ル
は
な
お
「
紳
の
愛
は
啓
示
の
賢
在
歯
根
捺
で
あ
る
」
或
い
は

門、

l
間
の
側
に
お
い
て
こ
れ
に
謝
慮
す
る
自
立
的
能
動
性
の
余
地
は
な
い
」
と
主
張
し
、
紳
の
猫
一
的
弓
罐
を
張
調
す
る
こ
と
を
止
め
な

い
（
甥
．
　
郎
「
　
ノ
㍉
。
　
G
d
鳥
邑
　
H
同
H
℃
　
ω
．
ω
O
”
　
ω
①
◎
o
）
。
し
か
し
た
と
い
榊
の
猫
一
的
恩
寵
を
保
と
う
と
す
る
努
力
が
見
ら
れ
る
に
せ
よ
、
具
禮
的
認
識
途

行
で
は
イ
エ
ス
も
ま
た
人
間
イ
エ
ス
と
し
て
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
リ
チ
ュ
ル
が
さ
ら
に
も
う
一
渉
進
ん
で
、
彼
の
企
窪
し
た
よ
う

に
、
神
の
猫
一
的
恩
寵
に
か
え
っ
て
内
在
的
「
歴
史
的
イ
エ
ス
」
の
意
味
を
洞
察
し
た
な
ら
ば
、
営
然
三
一
神
論
、
紳
人
繭
性
論
、
ケ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
む

ー
シ
ス
論
、
ロ
ゴ
ス
・
キ
リ
ス
ト
論
、
代
難
論
等
は
、
無
釜
な
形
而
上
學
的
思
詰
と
し
て
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
キ
リ
ス

｝
教
信
仰
に
と
っ
て
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
と
並
ん
で
最
も
重
要
な
「
キ
リ
ス
ト
の
よ
み
が
え
り
」
も
、
軍
に
信
仰
者
の
申
に
追
憶
と

し
て
よ
み
が
え
っ
て
來
る
イ
エ
ス
と
し
て
、
心
理
學
的
解
繹
に
絡
り
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
敦
的
認
識
を
「
羅
史
的
イ
エ

ス
」
の
一
期
に
集
中
し
た
こ
と
は
、
出
時
の
歴
皮
的
状
況
か
ら
見
れ
ば
、
た
し
か
に
リ
チ
ュ
ル
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
具
膿
的
認
識
逮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
げ

行
の
結
果
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
リ
チ
ュ
ル
の
キ
リ
ス
｝
論
は
バ
ル
㍗
の
云
う
U
o
一
貫
凶
ω
ヨ
償
ω
に
な
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
エ

ス
の
人
格
こ
そ
唯
一
の
認
識
論
嘉
事
費
で
あ
り
、
外
典
の
中
心
黙
で
あ
る
と
り
チ
ュ
ル
は
主
張
す
る
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
紳

的
構
威
へ
の
素
朴
な
信
仰
で
あ
っ
た
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
逆
に
済
え
ば
、
こ
の
信
仰
に
よ
れ
ば
こ
そ
榊
と
イ
エ
ス
と
の
人
絡
的
．
關
係

を
愛
の
封
等
的
關
係
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
リ
チ
ュ
ル
が
イ
エ
ス
の
神
性
を
教
會
の
債
値
馴
断
の
結
果
と
し
て
の

告
白
に
と
ど
め
ず
、
か
く
告
白
す
る
こ
と
、
或
い
は
む
し
ろ
か
く
告
白
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
可
能
性
へ
と
認
識
の
歩
を
進
め
た
な
ら
ば
、

「
歴
史
的
イ
エ
ス
」
の
強
調
は
異
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
え
て
新
カ
ン
ト
學
派
の
哲
學
を
方
法
論
と
し
て

援
用
し
、
粛
呈
舗
噺
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
認
識
を
国
方
論
、
キ
リ
ス
ト
藪
的
人
間
學
の
方
向
に
徹
底
し
た
こ
と
も
、
問
題
論
的
に
は

一
廻
有
意
義
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
Q
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
問
題
性
を
「
義
認
と
和
解
の
必
然
性
と
結
果
」
に
つ
い
て
考
察
し

て
み
よ
う
Q

　
（
－
）
　
バ
ル
ト
は
U
O
障
O
ぼ
ω
白
丸
ω
を
次
の
よ
う
に
類
型
的
に
解
す
る
。
　
部
ち
ナ
ザ
レ
の
f
エ
ス
を
縦
ら
か
の
既
知
の
戴
隆
遡
的
切
呉
理
の
　
勺
O
『
ω
O
⇔
陣
ゆ
賦
O
・

　
　
　
リ
チ
ュ
ル
の
俄
値
列
臨
・
の
悶
題
牲
（
ゆ
兀
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玉
堤
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サ
瓢
野
痔
い
亀
・

　
　
藍
ク

｝
つ
一
」
ノ
「

第
四
百
五
十
號

鷺
八

　
　
一
．
鐸
跡
『
q
ゆ
↓
び
①
o
覧
峯
三
①
L
≦
賓
篇
6
δ
蝕
ω
納
Φ
醜
二
二
α
q
と
見
な
す
翫
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
地
王
に
お
3
る
具
髄
的
人
間
と
し
て
の
で
エ
ス
、
或
い
は
イ
エ

　
　
ス
の
穫
．
史
的
現
賃
性
は
無
競
さ
れ
る
。
　
つ
ま
り
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
こ
お
い
て
既
短
の
眞
理
の
象
徴
を
見
出
し
、
そ
の
故
に
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
を
・
E
と

　
　
か
、
稗
の
乎
と
か
、
愁
と
か
呼
び
あ
が
め
る
立
場
で
あ
る
。
偉
大
な
人
既
の
跨
℃
o
窪
の
ω
o
を
主
張
す
る
国
ぴ
ざ
凱
甑
ω
ヨ
諾
ω
が
キ
リ
ス
ト
の
神
牲
を

　
　
…
鵠
ユ
…
⑦
d
σ
Φ
桟
ぴ
q
⑦
◎
。
O
｝
凱
O
げ
齢
O
び
ぎ
①
営
前
出
け
q
①
謬
価
Φ
醜
Ω
帯
h
包
価
①
肘
O
霧
O
篤
面
心
O
か
ら
導
出
し
よ
う
と
す
る
の
に
要
し
、
U
O
｝
（
Φ
甑
Q
。
ヨ
置
切
は
キ
リ
ス

　
　
ト
の
憩
性
轟
ゲ
臨
⇔
（
ご
O
O
①
自
α
9
臨
。
げ
片
①
ω
搾
ゴ
露
瓢
虫
昌
ω
o
昌
閑
㊦
昌
鳥
。
騰
芝
に
邑
N
①
δ
O
げ
○
ω
ω
山
¢
「
賛
げ
①
憎
α
q
Φ
ω
o
｝
凱
。
ず
酔
Φ
か
ら
糞
》
出
し
よ
5
と
す
る
。
以
上

　
　
が
バ
ル
ト
の
云
う
U
o
騨
Φ
鉱
ω
∋
賃
ω
の
惹
味
で
あ
る
。
　
リ
チ
ュ
ル
を
U
o
搾
ゆ
鼠
ω
ヨ
ニ
の
と
批
判
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ト
の
類
型
的
意
味
に
お

　
　
い
て
で
あ
る
（
宍
．
導
コ
曽
朝
戸
O
帯
醤
津
，
O
讐
甘
学
⑦
O
O
ひ
q
∋
拶
鼠
銅
炉
押
刈
》
自
’
囲
㊤
笛
伊
の
「
A
卜
Q
卜
⊃
勝
O
D
■
戯
曲
曾
周
忌
δ
、
腿
》
愛
鳥
O
艦
Q
Q
℃
Q
つ
．
一
〇
◎
h
）
。

（
2
）
　
こ
の
鮎
に
脅
し
、
バ
ル
ト
の
批
捌
は
正
し
い
。
部
ち
解
髪
前
池
た
ち
が
赫
的
弓
無
二
讐
を
語
る
と
き
、
躰
が
榊
で
あ
る
限
り
の
回
心
存
灘
を
⊂
串
縞
g

　
　
心
“
q
四
9
5
帥
汁
蝿
吋
P
鰹
く
ぎ
卑
と
呼
ん
だ
。
ま
た
入
…
間
の
下
僧
け
鎚
吋
を
語
る
と
き
、
　
人
脇
が
人
問
で
あ
る
限
り
の
人
…
閣
存
在
を
黛
く
O
℃
・
・
漸
へ
ぎ
“
心
q
【
り
堕
灘
餌
－

　
　
欝
ぷ
7
毎
づ
ρ
づ
£
β
と
呼
ん
だ
。
　
し
か
る
に
リ
チ
ュ
ル
は
Z
㌶
ロ
同
を
畢
な
る
現
象
酌
自
然
を
意
味
す
る
献
の
と
誕
解
し
五
と
。
以
王
が
バ
ル
ト
の
批

　
　
塊
で
あ
る
。
　
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
も
陶
嫌
な
批
鍋
を
撫
え
て
い
る
（
麟
．
ζ
d
鋤
淫
置
U
帯
剛
（
騨
〇
三
一
〇
げ
Φ
∪
◎
ぴ
q
ヨ
鋤
鉱
貫
H
・
N
膳
》
ぬ
曜
一
㊤
鼻
O
Q
”
ω
幽
一
蒔
O
算
唱
．

　
　
≧
け
ざ
葺
U
画
Φ
。
ξ
剛
ω
二
卿
9
Φ
≦
筈
同
，
冨
ぎ
。
。
｝
鋤
山
⑩
貫
ω
●
魔
の
）
9

（
3
）
註
（
1
）
滲
照

六
　
「
義
認
と
和
解
の
必
然
性
と
結
果
」
と
憤
値
判
断

　
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
神
と
の
交
わ
り
」
は
「
義
認
と
和
解
」
を
「
本
質
的
制
約
し
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
「
紳
と
の

交
わ
り
」
が
「
永
遽
の
生
命
」
を
も
た
ら
す
こ
と
を
聖
書
は
約
束
す
る
。
リ
チ
訊
ル
に
よ
れ
ば
、
「
永
遠
の
生
命
」
と
は
彼
岸
の
も
の
で

は
な
く
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
経
験
」
に
か
か
わ
る
Q
慣
マ
書
誌
。
一
七
、
コ
リ
ン
｝
前
書
四
・
八
、
コ
ロ
サ
イ
書
三
・
三
　
　
四
、

ヤ
コ
プ
書
二
・
五
、
ヘ
ブ
ル
書
七
・
二
八
に
よ
れ
ぽ
、
「
永
遠
の
生
命
」
と
は
「
王
酌
主
樺
の
行
使
」
を
意
湿
す
る
。
鄙
ち
、
「
永
遠
の

生
命
」
と
は
現
在
に
馳
わ
る
不
壁
的
「
精
紳
的
自
己
決
定
」
で
あ
り
、
「
精
紳
器
世
界
支
配
」
で
あ
る
Q
信
仰
者
は
淋
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ

た
「
紳
の
閣
」
帥
ち
聯
の
白
浜
商
的
と
世
界
の
究
極
厨
的
と
を
雨
垂
し
、
自
已
の
意
志
方
向
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
鵬
す

る
。
信
仰
者
は
「
淋
の
國
」
に
鋤
す
る
こ
と
、
脚
ち
「
紳
の
子
と
な
る
櫨
を
心
え
ら
れ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
、
イ
エ
ス
が
「
例
誰
」
し
た



　
　
　
「
精
解
的
世
界
「
支
配
」
を
里
馬
さ
れ
る
。
だ
が
人
間
は
合
厨
的
的
に
「
紳
の
國
」
の
一
員
で
あ
っ
て
も
、
同
時
に
世
界
に
難
し
、
世
界
の

　
　
　
一
貫
分
で
あ
る
。
「
永
遽
の
生
命
」
の
約
束
と
は
、
世
界
に
鵬
し
つ
つ
世
界
を
精
興
的
恒
常
的
合
屠
的
的
に
超
越
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
信
仰
の
合
目
的
煙
は
、
榊
と
世
界
と
の
究
極
鼠
的
へ
の
意
志
方
向
づ
け
に
よ
っ
て
、
　
「
醒
鵬
」
の
感
情
を
得
る
。
こ
の
「
劔
縞
」
の
感
情

　
　
　
は
、
愛
よ
り
罪
す
る
「
善
行
」
の
動
機
で
あ
る
。
　
「
榊
と
の
交
わ
り
」
或
い
は
「
罪
の
ゆ
る
し
」
と
「
義
認
」
に
基
く
信
仰
は
、
合
目
的

　
　
性
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
善
行
」
を
結
果
す
る
。
信
仰
の
合
目
的
性
に
よ
っ
て
「
罪
の
ゆ
る
し
」
と
「
義
認
」
は
、
倫
理
的
完
金

　
　
性
と
し
て
の
「
和
解
し
を
結
巣
す
る
。
倫
理
的
完
塗
性
と
し
て
の
「
和
解
」
、
「
永
遠
の
生
命
」
の
賞
讃
、
「
和
解
」
に
お
け
る
「
キ
リ
ス

　
　
　
ト
者
の
自
由
」
と
「
善
行
」
は
、
　
「
罪
の
ゆ
る
し
し
と
「
義
認
」
か
ら
臨
果
的
に
結
果
し
な
い
。
こ
の
合
目
的
性
の
翠
黛
に
つ
い
て
最
後

　
　
　
に
リ
チ
ュ
ル
は
云
う
、
　
「
そ
れ
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
信
ず
る
紳
が
紳
の
國
に
お
け
る
人
間
の
統
～
を
究
極
目
的
と
し
て
持
つ
と
い
う
理
由

　
　
　
に
よ
る
だ
け
で
あ
る
」
（
搾
9
＜
・
じ
d
9
目
押
ω
詰
り
ご
。
　
郎
「
ち
、
神
の
愛
と
猫
一
的
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
、
　
「
永
遠
の
生
命
」
は
保
誰
さ
れ

　
　
る
。
「
淋
の
愛
が
實
在
的
根
懸
で
あ
る
」
Q
こ
の
よ
う
な
合
周
的
性
の
認
識
は
「
聖
．
釜
」
の
働
き
で
あ
る
。
ロ
マ
書
八
・
一
四
一
一
七
、
コ

　
　
リ
ン
ト
前
書
一
∵
一
一
、
＝
一
、
コ
リ
ン
ト
後
書
三
・
一
七
、
ガ
ラ
テ
や
回
雪
・
六
、
ヤ
コ
ブ
三
六
・
六
に
よ
れ
ば
、
「
盛
手
」
と
は
「
キ

　
　
リ
ス
｝
に
よ
っ
て
人
闘
に
自
ら
の
愛
を
啓
示
す
る
父
な
る
紳
の
認
識
」
で
あ
り
．
「
わ
れ
わ
れ
の
主
な
る
紳
の
子
の
認
識
」
で
あ
る
。
さ

　
　
ら
に
「
輩
鍵
」
は
人
閥
を
し
て
「
ア
バ
、
父
よ
」
と
呼
ば
せ
る
紳
の
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
紳
の
國
に
面
す
る
キ
リ
ス
ト
者
の
倫
理
的

　
　
　
「
共
通
濡
し
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
聖
璽
」
は
「
認
識
根
上
」
で
あ
る
と
。
以
上
が
「
義
認
と
和
解
の
必
然
性
と
結
果
」
に
草
す
る
リ

　
　
チ
ュ
ル
の
論
蓮
の
要
黙
で
あ
る
（
即
鐸
く
・
U
ご
α
・
畷
押
ω
・
ホ
⑦
ふ
。
。
蒔
）
。

　
　
　
こ
の
論
蓮
に
お
い
て
リ
チ
ュ
．
ル
は
、
内
輪
的
に
茸
え
ぽ
、
　
一
切
の
キ
リ
ス
蚕
敏
的
債
値
を
「
淋
の
愛
し
に
齢
し
た
。
ま
た
形
式
的
に

　
　
も
、
キ
リ
ス
｝
敏
旧
領
値
七
二
の
根
櫨
は
「
ア
バ
、
父
よ
」
と
呼
ば
せ
る
紳
の
カ
、
　
即
ち
「
聖
鑑
」
で
あ
る
。
　
「
聖
鰹
」
と
は
一
方
キ
リ

　
　
ス
ト
者
の
倫
理
的
「
共
通
力
」
で
も
あ
る
。
贋
維
判
断
の
汚
行
に
お
い
て
、
「
聖
難
」
と
は
キ
リ
ス
ト
者
の
倫
理
的
決
漸
力
で
あ
り
、
人

　
　
閻
に
内
在
す
る
力
で
あ
る
。
し
か
も
究
極
的
に
は
こ
の
倫
理
納
「
共
通
力
」
も
ま
た
紳
の
力
と
さ
れ
て
い
る
。
云
い
か
え
る
と
、
リ
チ
ユ

刎　
　
　
　
　
　
リ
チ
ュ
ル
の
娯
植
判
断
の
問
題
性
（
O
煽
ノ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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哲
學
研
究
　
　
櫨
叩
㎜
回
胃
五
十
號
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
ハ
○

ル
は
救
濟
の
必
然
性
の
蒼
黒
を
瀞
の
猫
一
的
恩
寵
に
も
ど
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
Q
結
局
、
リ
チ
ュ
ル
の
意
圏
は
紳
の
猫
一
的
思
寵
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

鳩
罪
し
、
淋
の
猫
一
的
恩
寵
に
蹄
る
黙
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
Q
彼
の
二
葉
雲
影
キ
リ
ス
｝
教
理
解
の
・
王
張
は
、
明
ら
か
に
こ
の
意
職
を

示
し
て
い
る
。
　
「
榊
は
す
べ
て
に
お
け
る
す
べ
て
で
あ
る
」
と
の
彼
の
洞
察
は
決
し
て
誤
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
呉
膿
的
認
識
途
行
に
お

い
て
、
彼
は
紳
の
猫
一
的
平
話
を
た
だ
綜
合
的
制
漸
に
制
限
す
る
。
リ
チ
ュ
ル
は
猫
一
的
恩
籠
を
唯
一
の
根
擦
と
し
な
が
ら
、
他
方
「
鼻

人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
を
円
盤
制
断
の
安
當
性
の
限
界
と
す
る
。
彼
は
分
析
的
恩
寵
を
「
綜
合
的
」
恩
寵
と
し
て
救
丁
霊
的
に
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
む

解
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
彼
は
「
綜
合
的
」
に
の
み
認
識
を
途
行
し
、
究
極
的
に
は
再
び
分
析
的
恩
寵
を
究
極
的
摂
擦
と
し
て
告
白
す

る
Q
し
か
し
彼
が
最
後
に
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
猫
一
轍
の
恩
籠
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
、
言
置
な
グ
ノ
ー
シ
ス
と
し
て
濃
州
斥
け

る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
十
九
世
紀
の
自
由
主
義
黒
黒
の
限
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
り
チ
ュ
ル
が
呉
機
的
認
識
途

行
に
お
い
て
使
用
し
た
新
篇
ン
｝
學
派
の
方
法
論
の
限
界
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
近
代
自
由
主
義
紳
學
が
一
般
に
自
明
の
も
の
と
し
て

使
用
レ
た
認
識
方
法
そ
の
も
の
の
限
界
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
先
蓮
の
「
人
格
し
概
念
だ
け
で
は
な
く
、
リ
チ
ュ
ル
が
自
明
の
も
の
と
し
て

使
用
し
た
精
紳
と
自
然
、
屓
的
と
手
段
、
世
界
と
個
人
、
合
目
的
性
等
の
諸
概
念
翠
、
の
も
の
が
、
入
間
的
思
惟
の
あ
り
方
と
限
界
を
示
し

て
い
る
Q
精
榊
は
自
然
に
封
ず
る
精
淋
で
あ
り
、
自
然
は
精
憩
な
く
し
て
自
営
で
は
な
い
。
目
的
は
手
段
に
潤
す
る
目
的
で
あ
り
、
手
段

は
属
酌
な
く
し
て
手
段
で
は
な
い
Q
世
界
と
個
人
に
關
し
て
も
同
様
で
あ
る
Q
合
目
的
性
も
、
存
在
が
概
念
に
封
ず
る
存
在
で
あ
り
、
橿

念
が
存
在
な
く
し
て
は
概
念
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
合
員
的
性
と
し
て
成
立
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
概
念
は
根
源
的
に
人
間
思
惟
の
有
限
性
を

示
し
て
い
る
。
或
い
は
ま
た
貴
存
の
不
安
を
内
に
含
ん
で
い
る
。
リ
チ
ュ
ル
は
自
ら
の
便
植
嘱
鰍
を
「
費
踵
的
」
と
も
特
色
づ
け
て
い
る

が
」
こ
の
「
費
践
的
」
と
い
う
こ
と
も
、
テ
ィ
リ
ヒ
（
賢
↓
≡
凶
。
戸
一
。
。
。
。
甲
）
の
云
う
よ
う
に
、
本
内
は
人
二
輪
存
を
あ
ら
わ
す
概
念
で
あ

る
（
り
・
↓
笹
8
ダ
↓
ン
。
勺
憎
。
零
ω
什
①
三
野
冨
・
ぢ
盟
・
P
。
。
刈
瞥
）
。
し
た
が
っ
て
、
リ
チ
ュ
ル
は
鱒
の
五
一
的
恐
総
を
前
提
し
つ
つ
、
し
か
も
其

燈
酌
認
識
乱
行
に
お
い
て
「
和
解
」
の
み
を
論
じ
た
感
さ
え
害
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
「
罪
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
」
と
い

う
紳
の
隔
絶
性
を
常
に
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
の
一
つ
も
こ
こ
に
あ
る
。
《
キ
ー
ー
ス
ト
教
風
窓
塗
性
∪
δ
。
ぼ
δ
什
嵩
0
9
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＜
o
剛
騨
0
3
ヨ
。
夢
Φ
ぎ
お
運
営
》
に
お
い
て
、
リ
チ
ュ
ル
は
不
明
瞭
な
が
ら
も
翼
壁
な
態
度
を
も
つ
て
信
搾
の
費
存
を
解
明
し
よ
う
と
試
み
て

い
る
。
「
信
じ
ま
す
。
不
信
御
な
わ
た
し
を
、
お
助
け
く
だ
さ
い
」
（
一
、
ル
コ
傳
九
・
二
幽
）
と
い
う
そ
の
主
題
聖
句
そ
の
も
の
が
示
す
よ
う

に
、
リ
チ
ュ
ル
の
理
解
す
る
「
キ
リ
ス
｝
教
的
白
鼠
性
」
は
常
に
不
発
塗
性
を
内
に
含
ん
で
い
る
。
　
「
紳
の
國
」
の
費
現
は
常
に
教
愈
の

り
　
　
い

課
題
で
あ
る
。
し
か
も
「
紳
の
國
」
は
「
あ
な
た
が
た
の
申
に
あ
る
」
Q
郎
ち
恩
籠
に
よ
っ
て
内
在
し
て
い
る
。
リ
チ
ュ
ル
に
よ
れ
ば
、

恩
寵
は
常
に
紳
か
ら
の
行
爲
で
あ
り
、
し
か
も
常
に
内
在
的
で
あ
る
Q
そ
れ
故
、
信
仰
そ
の
も
の
は
完
壼
で
ば
な
い
が
、
不
信
仰
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
議
論
す
る
と
い
う
信
仰
は
、
完
奎
な
僖
仰
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
者
は
倫
理
的
発
発
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
不

完
発
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
発
性
を
意
志
す
る
こ
と
に
お
い
て
倫
理
的
に
群
発
な
人
間
で
あ
る
。
以
上
が
こ
の
小
著
に
お
け
る
リ
チ
謡
ル

の
考
察
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
完
凝
性
そ
の
も
の
を
、
今
一
度
紳
の
猫
一
的
恩
寵
に
か
え
っ
て
考
察
し
よ
う
と
し
な

い
Q
リ
チ
ュ
ル
は
キ
リ
ス
ト
教
的
完
全
性
を
た
だ
教
會
的
課
題
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
あ
る
。
課
題
と
は
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
人
間

の
可
能
性
の
中
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
影
写
す
る
。
し
た
が
っ
て
恩
寵
も
ま
た
内
在
的
に
理
解
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
恩
寵
と
キ
リ

ス
｝
者
の
信
仰
の
完
了
性
を
並
漏
し
つ
つ
、
リ
チ
ュ
ル
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
と
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
問
を
絶
え
ず
動
揺
す
る
。
そ
れ
故
、
永
遠

は
直
ち
に
時
間
で
あ
り
、
時
閥
は
直
ち
に
永
遽
で
あ
る
こ
と
が
結
果
さ
れ
る
。
リ
チ
ュ
ル
に
と
っ
て
は
毎
日
が
聖
日
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

い
て
バ
ル
ト
が
批
判
す
る
ま
う
に
、
リ
チ
ュ
ル
の
絡
末
論
は
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
槻
に
な
っ
た
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
（
錦
じ
d
鍵
け
ダ
U
δ

鉱
言
三
8
げ
Φ
U
o
σ
身
ヨ
帥
艶
ハ
層
霞
押
鯉
b
σ
》
中
一
⑩
ミ
鴇
ω
・
卜
σ
㎝
9
質
押
G
ゆ
圖
》
ぬ
●
む
㎝
9
ω
．
お
）
o

　
（
1
）
　
バ
ル
ト
は
リ
チ
ュ
ル
の
「
聖
鍵
」
を
人
語
約
「
糎
瞼
」
と
解
し
、
碑
の
蛍
魁
極
を
失
っ
た
「
、
聖
窺
」
で
あ
る
と
批
修
す
る
。
こ
れ
に
帯
し
ア
ル
幽
ト

　
　
　
ハ
ウ
ス
は
リ
チ
ュ
ル
の
「
雄
露
論
を
ω
郎
げ
遂
搾
戴
く
①
ω
b
ご
Φ
≦
；
o
陰
ω
誘
Φ
ぎ
と
解
話
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
窪
固
づ
o
o
ω
¢
げ
冨
労
臨
く
Φ
芝
岸
ε
楠
0
7
評
Φ
詫
と
も
解

　
　
　
要
す
る
（
国
．
じ
σ
野
屋
ダ
O
冨
評
騨
。
顔
寄
ゴ
Φ
U
o
磯
粒
餌
葺
ぎ
押
き
ρ
・
駆
〉
典
μ
Φ
轟
Q
o
”
ψ
G
向
⑩
ご
℃
■
諺
謬
財
餌
¢
ω
》
U
圃
Φ
o
び
ユ
累
罵
。
げ
ゆ
芝
帥
げ
葺
Φ
登
ω
》
ゆ
・

　
　
　
H
Φ
㎝
b
σ
”
ω
・
麟
刈
ら
Q
）
。
リ
チ
ュ
ル
の
蟹
値
判
噺
・
の
帰
艦
的
M
自
己
途
行
の
結
集
　
か
ら
見
れ
ば
、
バ
ル
ト
の
批
判
は
正
當
で
あ
る
。
ま
た
リ
ナ
ユ
ル
の
洞
察
と

　
　
　
意
圃
か
ら
見
れ
ば
、
ア
ル
ト
ハ
ウ
ス
の
解
繹
は
毘
當
で
あ
る
。

リ
チ
ュ
ル
の
…
蟹
値
鯛
臨
閉
の
問
題
聾
（
発
）

六
｝
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哲
學
研
究
　
蕗
四
、
摘
五
十
號

七
　
結

駈口口

六
二

　
わ
れ
わ
れ
は
第
一
に
リ
チ
ュ
ル
の
便
値
継
送
の
前
提
が
「
交
わ
り
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
「
交
わ
り
し
の
封
象
は
「
歴
史
的

イ
エ
ス
し
で
あ
り
、
そ
の
主
膿
は
信
仰
者
も
し
く
は
キ
リ
ス
ト
教
會
で
あ
っ
た
。
リ
チ
ュ
ル
は
こ
の
「
交
わ
り
」
を
理
解
す
る
た
め
に
、

新
カ
ン
塾
學
派
の
宗
教
哲
學
を
方
法
論
と
し
て
援
用
し
よ
う
と
し
た
Q
第
二
に
こ
の
「
交
わ
り
し
の
「
本
質
的
欄
約
」
で
あ
る
「
誤
認
と
和

解
」
の
定
義
が
求
め
ら
れ
た
Q
「
義
認
と
和
解
」
は
摂
源
的
に
紳
の
恩
籠
に
基
く
綜
合
的
債
値
制
臨
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
受
動
的
」
に
し
て

「
能
動
的
」
な
「
交
わ
り
し
は
、
第
三
に
紳
論
の
考
察
に
お
い
て
、
愛
の
人
格
的
解
糖
と
し
て
示
さ
れ
た
っ
し
か
し
具
膿
的
認
識
途
行
の
結

果
を
見
る
と
き
、
前
提
さ
れ
た
榊
の
猫
一
的
恩
寵
は
た
だ
内
在
的
に
の
み
認
識
さ
れ
た
。
そ
の
洞
察
と
呉
膿
的
認
識
途
行
の
結
果
と
の
問

の
思
様
な
態
度
は
、
第
四
に
罪
論
に
お
い
て
も
括
摘
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
り
チ
ュ
ル
の
人
間
論
が
た
だ
肯
定
酌
入
間
論
と
し
て
の
み
展
開

さ
れ
て
い
．
た
。
国
包
に
第
五
に
キ
リ
ス
ト
論
に
お
い
て
も
、
イ
エ
ス
の
啓
示
は
バ
ル
ト
の
云
う
U
o
労
Φ
寓
ω
讐
器
の
結
果
を
ひ
き
お
こ
し

た
。
し
か
し
、
費
は
「
騰
皮
的
イ
エ
ス
」
の
強
調
の
下
に
は
キ
リ
ス
｝
の
紳
半
里
越
に
糊
す
る
素
朴
な
儒
仰
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
た
。
第
六
に
「
義
血
と
和
解
の
必
然
性
と
結
果
」
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
チ
誕
ル
の
和
解
論
は
不
完
発
性
を
含
む
キ
リ

ス
｝
者
の
完
登
性
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
リ
チ
ュ
ル
は
キ
リ
ス
｝
藪
的
贋
値
予
断
の
認
識
根
披
を
恩
擁
的
「
愛
盛
し
の
働
き
に
あ

る
こ
と
を
洞
察
し
な
が
ら
も
、
呉
膿
的
認
識
上
行
に
お
い
て
は
「
聖
盛
」
を
キ
リ
ス
ト
者
に
内
在
す
る
倫
理
的
「
共
通
力
」
と
し
て
の
み

理
解
し
た
。
し
か
も
以
上
の
事
柄
の
一
切
を
通
じ
て
、
究
極
的
に
は
具
盤
的
認
識
途
行
の
結
果
を
紳
の
愛
に
郵
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
Q

し
か
し
認
識
の
す
べ
て
が
麟
る
べ
き
神
の
愛
そ
の
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
、
リ
チ
ュ
ル
は
禁
じ
た
の
で
あ
る
Q
彼
は
U
①
舞
ω
鑓
σ
甲

。
§
象
9
ω
か
ら
U
Φ
藏
ω
鴎
Φ
〈
①
冨
9
の
へ
の
方
向
を
前
提
し
つ
つ
、
U
Φ
鑑
ω
憎
Φ
〈
Φ
冨
言
ω
の
認
識
昼
行
を
申
途
重
刷
に
と
ど
め
、
U
Φ
務

鶯
ぴ
ω
o
O
謬
鎌
窪
。
励
を
認
識
の
範
園
外
に
斥
け
る
と
と
も
に
O
①
務
お
く
Φ
碧
雲
ω
の
眞
の
意
味
を
も
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
Q
彼
の
意
瑚
と
洞
察

の
正
し
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
呉
筆
工
認
識
挙
行
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
ひ
き
お
こ
し
た
原
因
の
一
つ
は
、
破
が
方
法
論
と
し
て



援
用
し
た
新
カ
ン
ト
學
派
の
哲
學
そ
の
も
の
の
ア
ポ
リ
ア
に
彼
も
遭
遇
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
云
え
る
。
他
方
、
當
時
の
聖
書
紳
學
の
未

磯
展
も
一
つ
の
原
園
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
さ
ら
に
今
鳳
つ
の
原
園
が
あ
る
Q
そ
れ
は
り
チ
ュ
ル
の
聯
心
的
理
解
の
立
揚
の
荻
さ
で
あ
る
。

プ
質
テ
ス
タ
ン
ト
正
統
主
義
に
反
封
ず
る
の
余
り
、
リ
チ
ュ
ル
は
三
一
比
論
を
も
形
而
上
學
的
思
辮
と
し
て
捨
て
去
っ
た
。
彼
は
、
猫
一

的
紳
が
恩
籠
に
よ
っ
て
蜜
己
自
身
か
ら
自
ら
を
啓
示
し
て
人
間
と
の
「
交
わ
り
」
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
義
認
と
和
解
」
の
信
仰

と
認
識
が
成
立
す
る
こ
と
を
洞
察
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
こ
の
僑
仰
と
認
識
も
ま
た
紳
の
力
と
し
て
の
「
聖
盤
」
の
働
き
で
あ
る
こ

と
を
告
白
し
て
い
る
Q
し
か
し
具
膿
血
認
識
途
上
に
お
け
る
「
歴
皮
疹
イ
エ
ス
」
と
は
た
だ
人
間
イ
エ
ス
で
あ
り
、
三
一
激
論
は
神
と
聖
・

．
盤
の
二
一
紳
論
、
む
し
ろ
備
な
る
紳
の
み
の
こ
岬
論
に
論
じ
て
い
る
。
も
し
リ
チ
諜
ル
が
教
品
書
償
歯
苔
晒
の
結
果
と
し
て
の
イ
エ
ス
の

磁
性
を
告
白
し
た
後
に
、
今
一
度
神
の
恩
寵
と
い
う
前
提
に
立
ち
葬
り
、
紳
に
よ
っ
て
告
白
さ
せ
ら
れ
た
榊
性
告
白
と
し
て
理
解
す
る
ま

で
歩
を
進
め
て
い
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
結
論
的
に
で
も
、
三
一
紳
論
を
明
確
に
自
疎
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
「
歴
史
を
も
つ

て
歴
変
を
、
哲
學
を
も
つ
て
哲
學
を
克
服
す
る
し
と
い
う
批
制
を
受
け
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
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シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
死
後
お
よ
そ
牛
横
紀
を
経
た
十
九
世
紀
後
牛
に
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
紳
學
の
・
王
流
は
な
お
保
守
的
な
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
｝
正
統
主
義
で
あ
っ
た
Q
し
か
し
近
代
的
世
俗
主
義
の
滲
透
は
著
し
く
、
特
に
軍
馬
徒
の
多
く
は
キ
リ
ス
｝
藪
を
政
治
的
勉
會
的

に
必
要
と
考
え
た
り
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
内
面
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
無
關
心
に
な
っ
て
來
て
い
た
Q
他
方
チ
ュ
ー
ビ

ン
ゲ
ソ
學
派
を
申
心
と
す
る
雁
皮
學
的
研
究
が
蒲
實
に
歩
を
進
め
つ
つ
あ
り
、
そ
の
成
果
は
必
ず
し
も
現
業
の
教
書
の
利
害
と
一
致
と
す

る
と
は
云
え
な
か
っ
た
Q
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
状
溌
に
あ
っ
て
、
リ
チ
ュ
ル
は
キ
リ
ス
ト
敷
の
権
威
と
信
仰
、
榊
學
の
尋
問
性
、
近
代
自

由
主
義
精
紳
等
の
す
べ
て
を
肯
定
的
に
綜
合
し
よ
う
と
し
た
。
｝
レ
ル
チ
も
ま
た
次
の
よ
う
に
隅
号
し
て
い
る
Q
　
「
リ
チ
瓢
ル
帯
出
の
中

で
教
育
さ
れ
て
い
た
と
き
、
わ
た
し
は
二
つ
の
要
素
〔
傳
統
的
欝
欝
と
近
代
的
知
性
〕
が
こ
の
元
斜
な
大
君
者
〔
サ
チ
ュ
ル
〕
の
感
銘
ぶ

か
い
風
説
の
申
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
非
常
に
早
く
學
ん
だ
」
（
さ
弓
・
摩
。
包
審
。
ダ
O
δ
ω
o
臥
簿
濠
｝
環
。
轟
伊
興
。
冨
剛
ω
二
熱
涙
①
p
囚
騨
。
幕
昌

　
　
　
リ
チ
凱
　
ル
の
綴
値
堀
購
の
闘
題
性
（
慶
冗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
ハ
箪



272

　
　
　
哲
墨
欝
究
　
第
凶
百
岳
十
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
四

二
篇
○
議
署
窪
し
諺
第
搭
罫
＜
。
毫
。
邑
。
ま
た
ご
う
し
た
り
チ
訟
ル
の
企
圃
が
當
時
の
紳
學
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
、

云
う
ま
で
も
な
い
。
　
ヘ
ル
マ
ン
（
妻
・
類
。
露
姦
二
二
。
。
蕊
島
り
母
）
は
、
リ
チ
ュ
ル
に
よ
り
野
饗
の
ド
イ
ツ
紳
學
は
そ
の
出
饗
黙
ま
で
動
揺

し
て
…
鵬
音
理
解
の
道
を
見
矢
い
、
從
來
の
信
仰
崩
壌
と
と
も
に
多
く
の
苦
難
を
受
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
、
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
（
≦
・
国
興
ヨ
p
コ
戸
U
興
く
⑦
藁
害
構
α
①
ω
O
冨
馨
Φ
コ
ヨ
津
O
o
葺
①
》
訟
・
H
8
。
。
”
勲
巳
①
諜
ニ
ロ
ひ
q
）
o
こ
う
し
た
歴
皮
的
影
響
は
、
或
る

意
味
で
は
、
現
代
と
も
愚
痴
の
あ
る
聞
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
雁
皮
的
古
品
的
意
義
に
相
異
が
あ
る
に
せ
よ
、
リ
チ
ュ
ル
と
ブ
ル

ト
マ
ソ
（
図
．
】
W
¢
犀
ヨ
鋤
鵠
ゆ
堕
H
o
o
Q
◎
醜
1
）
と
の
學
問
的
態
度
と
騰
・
．
災
愚
婦
況
は
非
常
に
類
似
し
た
面
を
も
つ
て
い
る
Q
リ
チ
ュ
ル
は
距
統
主
義
に

封
し
新
カ
ン
ト
學
派
の
哲
學
を
援
用
し
て
、
救
画
論
的
キ
リ
ス
｝
教
理
解
を
企
岡
す
る
Q
ブ
ル
ト
マ
ソ
は
新
正
統
主
義
に
短
し
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
哲
學
を
援
用
し
て
、
救
癩
論
的
キ
リ
ス
｝
教
理
解
を
企
画
す
る
。
端
者
は
共
に
神
の
恩
、
寵
に
即
し
て
キ
リ
ス
｝
教
的
人
間
論
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
．
亡
者
は
認
識
途
行
の
結
果
に
つ
い
て
、
救
再
論
を
入
間
學
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
憩
の
本
質
を
内
証
化
し
信

仰
の
超
越
を
果
さ
な
い
と
非
難
さ
れ
る
黙
で
も
、
類
似
性
を
も
つ
て
い
る
。
バ
ル
ト
も
ま
た
、
ブ
ル
ト
マ
ソ
の
賢
覧
論
的
理
解
は
直
接
的
に

は
ヘ
ル
マ
ン
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
り
チ
ュ
ル
、
　
シ
ュ
ラ
ィ
ェ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
の
遺
薩
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
囚
・
b
ご
㌶
け
互
U
δ
臨
円
7
＝
。
ゴ
o

U
o
σ
q
ヨ
p
o
獣
ぎ
嵩
押
b
Q
増
一
〉
訟
◎
同
O
心
Q
Q
増
幹
α
G
Q
切
）
o

　
ま
た
リ
チ
ュ
ル
と
バ
ル
ト
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
（
℃
び
。
罎
Φ
冨
昌
。
馨
o
P
駈
り
刈
占
㎝
①
O
）
の
《
頃
o
o
Φ
露
O
げ
ほ
の
窪
ヨ
o
o
α
Q
質
。
ω
o
o
村
ρ
び
①
躊
Φ
鷺
。
欝

①
貯
の
o
o
髄
q
ご
。
。
腿
。
Φ
『
Φ
》
に
つ
い
て
着
く
反
帝
の
解
羅
を
加
え
る
。
リ
チ
ュ
ル
は
キ
リ
ス
ト
の
審
⇔
①
艶
。
富
を
「
人
間
に
話
す
る
慣
値
」
と
「

考
え
、
こ
れ
を
救
濟
論
的
に
の
み
解
亡
し
よ
う
と
す
る
（
即
F
〈
．
b
d
盛
H
鐸
ω
・
ω
鐸
も
こ
れ
に
黙
し
て
バ
ル
ト
は
キ
リ
ス
ト
の
び
①
ご
Φ
識
。
貯

を
恩
寵
と
考
え
、
紳
の
主
膿
性
に
方
向
づ
け
て
の
み
解
与
す
る
（
隅
・
義
母
け
ダ
∪
δ
江
8
藍
。
げ
①
U
。
勝
Q
ヨ
銭
犀
H
押
ザ
。
。
〉
ゆ
・
囲
㊤
瞬
。
。
”
ω
』
8
ぼ

ご
。
ぴ
Q
ヨ
⇔
け
欝
凶
ヨ
O
議
コ
二
一
り
ρ
目
雪
田
ψ
G
。
岬
h
・
）
。
超
越
国
論
と
救
難
論
は
キ
リ
ス
｝
教
理
解
の
二
つ
の
焦
黙
で
あ
る
が
、
リ
チ
ュ
ル
や
ブ
ル

ト
マ
ソ
や
バ
ル
｝
の
よ
う
に
｝
方
に
の
み
偏
す
る
と
き
、
決
し
て
充
金
な
貢
理
の
認
識
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
Q

　
さ
ら
に
ま
た
、
黒
猫
榊
學
に
お
け
る
リ
チ
訊
ル
の
位
志
づ
け
も
、
こ
う
し
た
槻
黙
の
相
異
に
よ
っ
て
非
常
に
異
な
る
。
英
米
紳
學
に
お



い
て
リ
チ
訊
ル
鮒
思
想
が
強
く
摂
を
下
し
た
原
因
は
、
シ
訊
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
よ
り
も
リ
チ
ュ
ル
が
早
く
招
介
さ
れ
、
か
つ
ま
た
彼
の

思
想
が
そ
の
糞
腸
的
欺
祝
や
麟
民
性
に
適
合
し
た
と
い
う
皮
相
的
原
綿
だ
け
で
は
な
い
Q
根
本
的
原
因
は
、
彼
の
膿
系
内
容
に
あ
っ
た
と

い
う
よ
り
も
、
救
濟
論
的
人
間
學
に
慨
す
る
サ
チ
ュ
ル
の
意
園
と
洞
察
の
正
し
さ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
ド
，
4
ッ
で
は
、
二
十

世
紀
初
頭
に
は
砲
陣
的
下
心
は
リ
チ
ュ
ル
よ
り
む
し
ろ
シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
移
っ
て
い
る
。
そ
の
上
、
瀞
中
心
主
義
の
新
し
い
出

嚢
以
來
、
リ
チ
ュ
ル
は
シ
ュ
ラ
ィ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
と
共
に
憂
く
古
典
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
Q
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
・

リ
チ
ュ
ル
を
含
め
て
十
九
世
紀
の
淋
學
が
邉
求
し
た
閥
題
性
そ
の
も
の
す
ら
幽
く
捨
て
さ
っ
て
顧
み
な
い
傾
向
さ
え
見
ら
れ
る
Q
現
在
、

こ
の
よ
う
な
紳
量
的
態
度
に
封
し
て
自
然
神
學
の
問
題
が
黒
戸
し
て
い
る
こ
と
は
、
十
九
世
紀
紳
學
の
問
題
性
の
再
解
糖
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
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完
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（
筆
者
　
京
都
大
學
交
學
部
〔
基
督
教
學
〕
大
畢
院
學
生
）
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’rhe　［Probiem　of　IR・itsehlian　Value－j　udgement．

By　Y“zabur6　Morita

　　　“　Christianity，　so　to　speak，　resembles　iaot　a　circle　described　irom　a

single　centre，　but　an　ellipse　which　is　determined　by　two　foci”：　the

doctrine　of　One　God　on　the　one　hand　and　the　doctrine　of　salvation　through

・Jesus　Christ　on　the　other　hand．　These　twb　foci　condition　each　other．

’A．　Ritschi　intended　to　understand　both　of　them　and　constructs　oR　the

　basis　of　such　an　understandlng　a　systematic　theology　using　a　theological－

critical　method，　which　he　had　learned　from　Neo－1〈antian　philosophy．

From　the　historical　point　of　view，　Ritschl’s　intention　was　to　find　a　path

somewkere　between　Protestant　Orthodoxy，　which　emphasized　the　objec一

駈vity　o丘theologica正knowled墓e，　and　Schleiermacher，　who　insisted　upon

　its　subjectivity．

，　But　such　an　intention　was　not　fully　developed　in　the　1？echtfertigien・g

ztnd　Versbhmmg．　His　theory　o£　value－judgement　presupposes　the　devine

grace，　i．　e．，　the　revelation　of　the　iove　of　God　through　Jesus　Christ，　which

has　established　the　’communicatlon　between　God　and　man，　Under－and

notwithstand三ng－th圭s　presupposition，　he　confined　the　sphere　of　theological

　knowledge　only　to　the　doctrine　o£　redemption，　so　that　his　two－foci－theery

has　proved　to　be　one－sided．　lt　seemed　to　Ritschl　that　to　go　beyond　this

limitation　was　a　fruitless　metaphysical　gnosis．　However　his　presup－

　position　of　devine　grace　remained　after　all　a　mere　presupposition，　as

　we　find　it　throughout　his　works．

　　　If　Ritschl　had　reexamined　the　result　e£　his　act　of　theologica1　cognltion

　in　the　light　o£　his　own　presupposition，　he　would　have　attained　the　rea1i－

　zation　of　his　origina1　insight．　As　a　matter　oE　fact，　it　may　be　said，　ln

　view　of　the　result　reached　by　himself，　that　his　・own　presupposition　has

　been　lost　in　an　anthropocentric　system．　But　with　i’egard　to　his　original

　intention，　we　may　say　that　his　lnsight　has　its　significance　not　only

　historically　to　the　period　in　which　he　lived，　but　even　to　our　present　day．

3



For　example，　this　insight　into　theological－anthropological　understanding　o£’

Christianity　has　been　inherited　by　R．　Bultmann　threugh　the　Ritschlian・

W．　1｛errmaim．

On　Ch］ristian　W”oiff’s　Ph｝｝osophical　rl’e｝・n｝s．

A　Study　of　Wolff，　No．　1

By　Tadasu　Hosokawa

　　It　is　said　that　Wolff　first　completed　and　used　in　his　lectures　Gerrnan

philosophical　teclmical　terms．　No　philosopher　to　this　day，　however，　has

yet　・made　the　true　meaning　of　Wolff’s　use　of　his　own　language　clear．

For　example，　Wuttke　e）．〈plalned　it　only　in　refei’ence　to　his　national　con－

sciousness，　apart　from　the　philosophicai　contents　of　those　terms．　So　l

have　tried　to　show　the　logical　necessity　of　their　use　from　the　funda‘

mental　stand－peint　of　his　philosophy．

　　For　this　purpose，　on　the　one　hand，　1　examined　the　Prolegome・na，　since・

it　especially　contains　his　important　opinions　on　phllosophical　terms　used

in　his　main　work　Ontologia，　where，　he，　dividing　Ontologia　into　Ontologia

？iaturalis　and　Ontologla　a7’tivacialis，　asserts　that　in　the　sphere　of　Ob2tologia

7zatitralt’s　philosophical　terms　sheuld　not　be　given　other　raeanings　than

the　meanings　attached　to　them　in　common　usage　（10，　Prolegomena）．

Here　we　can　iind　the　reason　why　philosophical　terms　should　be　German

for　the　Germans，　but　he　fuゆer　asserts　that　i・ユ｛the　sphere　of　Ontologia

ozatt（ralis　ciear　and　distinct　philosophical　terms，　satisfying　the　demands

for　adequate　elements　of　new　scientlfic　philosephy，　sheuld　be　created　in

hls　own　mother　tengue　by　the　combination　of　its　common　terms．　Here

precisely　we　can　find　the　logical　ground　of　his　use　of　it．

　　In　his　MetaPJrysele，　one　of　his　German　works，　we　can　find　clear　ex－

amples　of　how　he　had　put　his　theory　into　practice　（see　especially　in　the・

Register）．
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