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論
争
の
成
立

　
　
　
一
六
九
五
年
か
ら
べ
…
ル
が
世
に
問
う
た
『
歴
史
的
皇
室
的
辞
典
』
は
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
を
議
し
た
。
彼
は
、
そ
れ
ま
で
の
辞
典
や
大

　
　
著
が
犯
し
た
史
的
事
実
の
誤
謬
を
正
し
た
だ
け
だ
と
い
う
。
し
か
し
隠
さ
れ
た
目
的
は
、
神
学
や
哲
学
が
認
め
て
い
る
教
義
を
直
接
に
は

　
　
攻
撃
し
な
い
で
、
神
の
存
在
・
神
の
完
全
性
と
悪
・
人
間
の
自
由
・
魂
の
不
滅
な
ど
の
難
問
に
つ
い
て
、
理
性
の
論
証
の
不
完
全
さ
と
宗

　
　
教
的
確
信
の
弱
さ
を
間
接
的
に
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
態
度
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
の
な
か
に
あ
っ
て
信
仰
と
理
性
と
を
何
ら
か
の
仕
方
で
合
致
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
含
理
神
学
者
た
ち

　
　
か
ら
、
激
し
い
直
訴
を
う
け
た
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
に
は
ベ
ー
ル
が
信
仰
を
理
性
に
の
み
基
い
て
決
定
し
、
理
性
に
合
致
し
な
い
信
仰

　
　
を
す
べ
て
否
認
す
る
ソ
ッ
チ
ー
二
派
の
異
端
に
与
す
る
も
の
と
映
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
｝
七
〇
五
年
、
ベ
ー
ル
は
『
田
舎
人
の
閥
へ
の
答
』
（
お
よ
び
遺
著
の
『
対
話
』
）
に
お
い
て
こ
れ
に
答
え
て
、
人
間
の
弱
い
理
性
に
よ

　
　
っ
て
は
、
信
仰
の
真
理
は
と
う
て
い
説
明
さ
れ
え
な
い
、
と
の
態
度
に
進
ん
だ
。
こ
う
し
て
正
統
的
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
信
仰
至
上
主
義
に

　
　
隠
れ
て
信
仰
上
の
非
難
を
一
切
封
じ
て
し
ま
い
、
他
方
合
理
神
学
者
の
哲
学
的
論
議
に
挙
げ
足
を
と
ら
れ
ぬ
よ
う
に
、
理
性
の
積
極
的
な

　
　
構
成
的
原
理
を
す
こ
し
も
主
張
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
懐
疑
的
な
態
度
を
も
ち
つ
づ
け
た
。
こ
こ
で
合
理
神
学
者
は
反
駁
さ
れ
は
し
た
が
、
べ

138　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
囚

14
8
　
ー
ル
の
意
図
が
彼
ら
の
合
理
神
学
の
修
正
ま
た
は
完
全
化
で
も
、
さ
ら
に
ソ
シ
ニ
ア
ニ
ス
ム
で
も
な
い
の
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
合
理
神
学
者
に
向
か
っ
て
、
儒
条
は
合
理
的
に
解
明
で
き
ぬ
か
ら
、
哲
学
者
と
し
て
は
、
理
姓
の
立
場
に
あ
る
か
ぎ
り
信
仰
を
捨
て
る

　
　
こ
と
を
、
ま
た
神
学
者
と
し
て
は
、
理
性
に
よ
ら
ず
理
性
に
反
す
る
聖
書
を
僑
じ
る
こ
と
を
、
べ
！
ル
は
忠
告
す
る
。
彼
は
儒
仰
と
理
性

　
　
の
両
方
に
否
定
的
な
懐
疑
を
向
け
る
。

　
　
　
合
理
神
学
者
た
ち
は
、
よ
う
や
く
彼
を
リ
ベ
ル
タ
ン
な
い
し
無
神
論
者
と
感
じ
だ
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
方
、
周
知
の
よ
う
に
、
ベ
ー
ル
の
『
辞
典
』
が
機
縁
と
な
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
以
前
か
ら
思
索
し
て
い
た
神
学
哲
学
上
の
難

　
　
点
を
解
明
し
、
岡
津
に
ベ
ー
ル
の
異
議
に
「
体
系
的
に
」
答
え
る
た
め
に
、
一
七
一
〇
年
『
弁
神
論
』
を
公
に
し
た
。
彼
は
ベ
ー
ル
の
議

　
　
論
の
帰
結
が
「
宗
教
に
あ
ま
り
好
意
を
も
っ
て
い
な
い
人
々
」
に
有
力
な
武
器
を
事
実
上
与
え
る
の
を
早
く
も
見
抜
い
て
い
た
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
最
も
承
服
し
が
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
儒
仰
と
理
性
と
の
分
離
を
め
ざ
し
た
ベ
ー
ル
の
結
論
が
、
神
の
栄
光
を
実
現

　
　
す
る
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
間
の
普
遍
的
調
禰
の
否
定
を
導
く
こ
と
で
あ
る
。
理
性
的
に
説
明
さ
れ
る
普
遍
的
調
和
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　
に
と
っ
て
全
宗
教
全
生
活
の
根
源
で
あ
っ
た
ゆ
え
に
、
ベ
ー
ル
の
懐
疑
的
態
度
は
知
的
不
毛
性
・
真
理
探
究
の
放
棄
の
み
な
ら
ず
、
道
徳

　
　
的
無
責
任
を
結
果
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。

　
　
　
し
か
し
、
あ
く
ま
で
理
性
の
優
越
性
を
確
信
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ベ
ー
ル
の
誤
謬
が
信
仰
の
弱
さ
か
ら
よ
り
は
推
論
の
不
十
分
さ

　
　
か
ら
生
じ
る
も
の
と
見
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
合
理
神
学
者
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
、
信
仰
と
理
姓
と
の
合
致
を
論
証
し
て
ベ
ー
ル
に
答
え

　
　
る
。
さ
ら
に
進
ん
で
、
理
性
は
神
と
人
闘
と
に
共
通
な
能
力
で
あ
り
、
真
の
理
性
は
真
の
信
仰
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
、
神
の
正
義
を

　
　
理
性
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
被
造
物
の
不
完
全
性
に
よ
る
推
論
の
誤
り
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
難
点
が
生
じ
る
が
、
そ
の
と

　
　
き
人
間
理
性
は
、
真
理
を
添
し
真
の
理
性
と
調
稲
す
る
信
仰
に
道
を
教
え
ら
れ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
理
性
は
、
儒
仰
へ
の
服
従
、
す
く
な
く
と
も
妥
協
を
常
に
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
悟
入
の
対
立
は
こ
れ
ら
の
書
の
ま
わ
り
に
広
が
っ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
も
と
も
と
ぺ
…
ル
は
体
系
的
哲
学
者
で
は
な
い
。
と
く
に
『
辞



　
　
典
』
は
「
誹
諸
者
の
口
を
封
じ
、
彼
の
思
想
を
隠
し
て
現
わ
す
の
に
都
合
が
よ
い
」
方
法
で
あ
る
か
ら
こ
そ
取
ら
れ
た
形
で
あ
る
。
彼
が

　
　
め
ざ
し
た
の
は
、
個
々
の
問
題
の
論
証
の
正
し
さ
を
誇
る
こ
と
で
は
な
く
、
長
い
論
議
が
究
極
に
到
達
す
る
最
後
の
結
論
を
示
し
、
そ
れ

　
　
に
対
す
る
態
度
の
決
定
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
『
弁
神
論
』
も
単
に
ベ
ー
ル
へ
の
反
論
で
は
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
物
心
つ
い
た
頃
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
、
人
の
意
見
も
聞
き
、

　
　
長
い
間
胸
中
に
し
ま
っ
て
お
い
た
考
え
」
を
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
老
境
に
達
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
生
涯
の
思
索
に
基

　
　
き
全
体
の
見
通
し
の
上
に
立
っ
て
、
決
定
的
な
立
場
か
ら
の
帰
結
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
論
証
を
孤
立
さ
せ
て
見
る
べ
き
で

　
　
は
な
い
。

　
　
　
ま
し
て
、
こ
と
は
現
実
の
決
断
と
解
決
と
を
要
求
す
る
信
仰
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
二
人
は
相
反
す
る
方
向
を
歩
ん
で
い
る
。
そ
れ

　
　
ゆ
え
個
々
の
議
論
の
推
論
の
真
偽
を
定
め
る
だ
け
で
は
、
彼
ら
の
信
仰
が
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
制
約
し
決
定
し
た
真
の
理
由

　
　
は
何
か
を
見
失
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
彼
ら
の
対
立
は
信
仰
決
定
に
関
す
る
立
場
の
相
違
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
畳
々
の
立
場
か
ら
す
る
こ
の
論
争
の
規
準
は
、
二
人
の
立
場
の

　
　
ど
ち
ら
が
神
学
哲
学
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
難
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
ど
れ
だ
け
よ
く
処
理
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
個
々
の
論
議
は
全
体
の
連
関
の
な
か
で
再
び
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
H
　
論
争
の
限
定

　
　
　
一
七
世
紀
は
聖
者
の
時
代
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
信
仰
は
、
理
性
の
機
能
を
認
め
た
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
に
混
乱
し
分
裂
す
る
理
性
の

　
　
彼
方
に
望
ま
れ
た
「
秩
序
」
で
あ
っ
た
。

　
　
　
当
時
の
論
争
の
底
に
は
、
信
仰
と
理
性
と
の
問
題
が
あ
っ
た
。
信
仰
と
理
姓
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
決
め
る
か
が
、
そ
の
人
の
す
べ

　
　
て
の
思
想
と
行
動
と
の
類
型
を
定
め
た
。
理
性
は
人
々
の
「
生
き
方
」
を
区
別
し
測
定
す
る
共
通
の
物
差
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、

　
　
ど
の
教
義
を
理
性
の
使
絹
に
よ
り
解
明
さ
れ
る
教
義
と
認
め
る
か
の
段
階
に
よ
り
、
す
べ
て
の
宗
派
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ブ
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ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の
論
争
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
　
　
論
争
は
合
理
神
学
か
ら
始
ま
る
。
神
の
予
定
や
摂
理
の
よ
う
な
「
教
義
を
理
解
し
う
る
も
の
に
し
ょ
う
」
と
努
め
た
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
派

　
　
と
そ
れ
に
近
い
人
々
は
、
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
正
統
派
か
ら
合
理
神
学
者
と
宣
告
さ
れ
た
。
彼
ら
は
三
位
一
体
の
奥
義
を
認
め
た
が
、
こ
の
奥

　
　
義
を
も
否
定
し
「
理
性
を
神
の
言
葉
の
最
高
審
判
者
」
と
す
る
ソ
ッ
チ
ー
二
派
と
同
一
視
さ
れ
、
　
「
隠
れ
た
ソ
シ
ニ
ア
ン
」
と
非
難
さ
れ

　
　
た
。

　
　
　
他
方
「
理
性
は
絶
対
的
予
定
の
同
定
が
神
の
完
全
性
の
理
念
と
合
致
す
る
の
を
見
出
せ
な
い
が
、
こ
の
指
定
が
神
の
完
全
性
と
合
致
し

　
　
て
い
る
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
正
統
派
の
人
々
に
し
て
も
、
ま
っ
た
く
理
性
を
す
て
て
薫
目
的
に
信
じ
よ
と
は
言
わ
な
い
。

　
　
聖
書
の
正
確
な
テ
キ
ス
ト
に
自
然
の
光
が
対
立
す
る
と
き
は
聖
書
に
従
う
べ
き
だ
と
い
う
。
彼
ら
も
「
世
の
理
性
の
な
か
で
最
も
確
実
で

　
　
明
蜥
で
あ
る
億
仰
す
な
わ
ち
神
の
誠
実
挫
に
基
く
」
推
論
の
有
用
さ
は
認
め
て
い
る
。

　
　
　
「
合
理
神
学
者
も
反
合
理
神
学
者
も
、
方
法
は
異
な
る
が
宗
教
の
た
め
を
め
ざ
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
合
理
神
学
者
は
弁

　
　
明
す
る
。
合
理
神
学
は
正
統
派
と
も
ソ
ッ
チ
ー
二
郷
と
も
共
通
の
態
度
を
と
り
う
る
幅
広
い
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
合
理
神
学
者
に
よ
れ

　
　
ば
、
宗
派
の
対
立
は
議
論
し
え
な
い
質
的
な
差
で
は
な
く
、
信
仰
と
理
性
と
の
連
関
に
お
い
て
連
続
す
る
量
的
な
差
で
あ
る
。
そ
こ
で
各

　
　
宗
派
に
は
、
自
然
の
光
に
よ
る
推
論
を
行
う
と
き
、
そ
の
宗
派
が
と
く
に
重
視
す
る
固
有
の
教
義
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
合
理
神
学
に
特
有
で
共
通
の
問
題
は
、
被
造
物
へ
の
神
の
支
配
、
摂
理
に
お
け
る
神
の
善
性
と
被
造
物
の
悪
と
の
関
係
を
ど
れ
ほ
ど
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
）

　
　
理
的
に
解
明
す
る
か
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
…
ル
と
の
論
争
も
悪
の
下
塗
を
中
心
と
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

（
！
）
　
悪
の
閥
題
は
と
く
に
一
六
九
〇
年
以
降
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
亡
命
フ
ラ
ン
ス
人
の
聞
で
取
上
げ
ら
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
悪
の
問
題
が
原
理
と
な
っ
て
、

　
宗
教
的
に
は
分
派
の
問
題
、
政
治
的
に
は
分
派
の
寛
容
の
問
題
、
道
徳
的
に
は
無
神
論
者
へ
の
対
策
の
問
題
、
そ
し
て
悪
の
解
明
に
使
う
合
理
的
思

　
惟
に
つ
い
て
は
宗
教
者
の
自
然
科
学
に
対
す
る
態
度
決
定
の
好
題
が
解
決
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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形
而
上
学
的
悪
の
問
題

　
　
　
　
一
創
造
と
悪
！
－

　
神
ぞ
の
も
の
に
は
悪
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
　
「
無
心
に
善
・
聖
・
智
に
し
て
力
あ
る
永
遠
必
然
の
存
在
で
あ
る
神
は
、

永
遠
に
わ
た
っ
て
増
減
の
な
い
栄
光
と
幸
福
と
を
保
有
す
る
」
（
○
・
＜
H
・
ド
＄
”
○
●
旨
・
謬
の
．
）
こ
と
は
啓
示
に
よ
っ
て
も
理
性
の
光
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
確
実
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
い
か
な
る
理
由
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
か
は
劉
に
し
て
、
神
は
創
造
を
決
意
し
、
神
で
な
い
も
の
を
造
っ
た
。
も
し
悪
が
あ

り
う
る
な
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
生
じ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
そ
こ
に
悪
が
入
っ
た
か
否
か
は
不
明
で
は
あ
り
え
な
い
。
完
全
で
欠
く
る
と
こ
ろ
の
な
い
神
は
創
造
の
意
味
を
必
要
な
か
ぎ
り

被
造
物
に
啓
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
悪
の
問
題
は
、
啓
示
さ
れ
た
創
造
の
意
味
を
啓
示
を
う
け
た
被
造
物
と
し
て
解
明
す
る
「
神
学

的
考
察
」
か
ら
始
ま
る
。

醐
　
創
造
の
目
的

　
　
　
　
　
　
1
　
啓
示

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
創
造
の
な
か
に
悪
が
入
っ
た
か
否
か
は
、
啓
示
に
お
い
て
神
が
何
を
主
な
霊
的
と
し
て
示
し
た
か
の
問
題
、

「
神
は
も
っ
ぱ
ら
自
身
の
栄
光
を
示
す
た
め
に
そ
の
属
性
を
現
わ
し
、
そ
れ
に
達
す
る
た
め
に
創
造
摂
理
の
大
計
画
を
た
て
た
か
、
そ
れ

と
も
創
造
す
る
つ
も
り
で
い
た
悟
性
的
実
体
の
意
志
活
動
を
目
標
に
し
、
そ
れ
の
置
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
境
遇
に
お
い
て
欲
し
た
り
行
っ

た
り
す
る
こ
と
を
考
え
た
う
え
で
そ
れ
に
適
す
る
決
意
を
し
た
か
」
（
O
・
＜
團
」
壼
・
）
の
問
題
に
帰
着
す
る
。

　
前
半
の
立
場
で
は
、
神
は
す
べ
て
の
も
の
の
専
制
翼
主
で
、
自
身
の
栄
光
の
た
め
と
あ
れ
ば
自
由
に
悪
を
造
る
が
、
こ
の
と
き
神
の
善

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
七
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八

性
は
失
わ
れ
る
。
後
半
の
立
場
で
は
、
神
は
愛
で
、
人
間
の
救
済
を
め
ざ
し
て
善
の
み
を
欲
す
る
が
、
こ
の
と
き
神
は
人
間
に
気
を
配
り

人
間
の
奴
隷
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
啓
示
は
相
反
す
る
解
釈
を
許
し
、
悪
が
啓
示
さ
れ
た
か
否
か
は
決
定
で
き
ぬ
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
「
こ
の
二
つ
の
答

は
相
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
て
容
易
に
融
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
葦
＆
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
彼
は
神
の
完
全
性

を
強
調
し
て
「
い
く
ら
専
綱
的
で
も
偉
大
で
善
良
な
震
主
な
ら
、
自
分
の
栄
光
を
念
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
臣
下
を
幸
福
に
し
ょ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

う
と
考
え
る
」
（
O
・
≦
・
置
9
か
ら
、
神
は
被
造
物
を
悪
の
な
か
に
捨
て
さ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
ま
た
神
は
奴
隷
で
は
な
い
か
ら

理
由
な
し
に
善
を
与
え
は
し
な
い
。
　
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
行
い
う
べ
き
善
に
傾
く
も
の
で
、
そ
の
傾
き
方
は
そ
の
善
の
優
越
の
度
合
に
応
じ

て
い
る
」
（
同
び
箆
し
。
善
な
る
神
は
各
の
被
造
物
に
ふ
さ
わ
し
い
各
の
善
を
の
み
与
え
る
。

　
し
か
し
、
人
間
の
側
か
ら
量
れ
ば
矛
隠
は
ま
だ
あ
る
。
神
は
善
を
与
え
た
が
、
怠
る
も
の
に
は
低
度
の
善
し
か
与
え
て
い
な
い
。
神
の

善
は
至
善
で
あ
る
か
ら
、
神
は
悪
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
に
解
決
す
る
。
低
度
の
善
が
悪
と
思
え
る
の
は
、
被
造
物
相
互
の
閥
の
僻
、
ま
た
は
不
完
全

な
知
か
ら
生
じ
る
仮
象
で
あ
る
。
こ
の
被
造
物
に
こ
の
時
こ
の
所
で
悪
と
思
え
た
こ
と
も
、
長
い
目
で
理
性
的
に
み
れ
ば
、
実
は
善
な
の

で
あ
る
。
神
の
完
全
性
や
善
性
を
考
え
る
と
こ
の
よ
う
に
解
す
の
が
真
な
の
で
あ
る
。
神
は
善
を
啓
示
し
た
。
　
「
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

す
こ
し
で
も
理
性
的
な
人
々
の
聞
に
は
議
論
は
な
い
と
思
う
」
（
彗
（
ご
と
彼
は
断
書
す
る
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
翻
造
さ
れ
啓
示
さ
れ
た
諸
事
実
は
神
の
目
的
を
被
造
物
に
教
え
て
い
る
。
神
は
す
で
に
完
盒
な
栄
光
と
幸
福
と
を
も

っ
か
ら
、
創
造
に
お
い
て
「
神
が
栄
光
の
た
め
に
働
く
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
神
の
栄
光
の
た
め
で
は
な
く
、
神
を
知
り
讃
え
敬
う
こ
と

に
幸
福
の
唯
一
の
源
泉
を
認
め
る
知
的
被
造
物
の
利
益
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
（
○
鼠
騨
①
細
し
。
創
造
の
目
的
は
栄
光
の
実
現

と
善
性
の
伝
達
と
に
あ
る
が
、
神
は
「
前
者
を
後
者
に
従
属
さ
せ
、
善
を
知
ら
せ
る
た
め
に
能
力
を
用
い
」
そ
し
て
「
被
造
物
が
互
に
愛

し
助
け
あ
う
よ
う
に
善
な
る
性
質
を
知
ら
せ
た
」
（
薫
低
・
）
と
考
え
ら
れ
る
。



　
　
　
し
か
し
ベ
ー
ル
も
ま
た
矛
盾
す
る
事
実
に
出
あ
う
。
「
と
こ
ろ
が
、
こ
の
教
説
は
た
だ
ち
に
困
難
に
な
る
。
神
の
目
的
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ

　
　
る
の
が
髭
ら
れ
る
。
人
間
は
す
ぐ
憎
み
あ
い
殺
し
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
し
（
ま
3
。
人
聞
の
善
と
救
済
が
啓
示
さ
れ
た
陰
的
で
あ
る
の
に
、

　
　
こ
の
爵
的
が
実
現
さ
れ
た
事
実
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
悪
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
矛
撮
す
る
事
実
を
、
全
能
の
神
は
人
間
理
性
が
知
り
え
な
い
何
ら
か
の
仕
方
で
調
恥
さ
せ
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
創
造
の
目
的

　
　
が
啓
示
さ
れ
て
い
る
宇
宙
の
事
実
に
善
と
悪
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
善
の
啓
示
を
見
て
悪
の
事
実
を
見
な
い
者
や
悪
の
啓
示
を
晃
て

　
　
善
の
事
実
を
見
な
い
者
は
別
に
し
て
、
事
実
を
冷
静
に
判
断
し
「
理
性
の
助
け
だ
け
に
よ
っ
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
人
」
（
（
）
ゆ
　
囲
一
目
．
　
0
α
㎝
。
）

　
　
は
、
こ
の
二
種
の
啓
示
を
入
間
と
し
て
は
合
致
さ
せ
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
、
と
ベ
ー
ル
は
い
う
。

　
　
　
啓
示
の
解
明
に
つ
い
て
二
入
は
相
反
す
る
結
論
に
達
し
た
。
し
か
し
啓
示
は
「
文
句
な
し
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
真
理
で
、
矛
盾
す

　
　
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
す
で
に
創
造
す
る
神
と
創
造
さ
れ
た
人
間
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
啓
示
に
つ
い
て
の
入
間

　
　
の
解
駅
の
余
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
解
釈
の
基
準
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
二
人
の
解
釈
の
差
は
、
創
造
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
見
方
と
倫
理
的
晃
方
と
の
昔
か
ら
の
対
立
に
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
前
者

　
　
に
、
べ
…
ル
は
後
者
に
傾
い
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
対
立
は
「
理
性
的
」
に
融
禰
し
う
る
と
い
い
、
べ

　
　
ー
ル
は
し
え
な
い
と
い
う
。
問
題
は
こ
の
解
釈
に
お
い
て
「
理
博
的
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
豆
　
理
　
性

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
無
理
的
な
も
の
と
反
理
的
な
も
の
と
を
分
け
る
。
創
造
の
奥
義
は
人
聞
の
精
神
が
理
解
し
え
な
い
真
理
で
超
理
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
あ
る
。
し
か
し
反
理
的
な
真
理
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
（
○
「
＜
H
・
①
ε
。

　
　
　
啓
示
の
真
理
が
理
性
に
反
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
不
完
全
な
人
間
の
理
性
が
誤
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
理
性
に
こ
の
誤
を
克
服

　
　
す
る
能
力
が
な
い
と
い
う
の
は
「
人
問
が
事
物
を
判
断
す
る
の
に
用
い
る
極
く
僅
か
な
理
性
に
今
な
い
だ
け
で
あ
る
」
（
（
甲
．
　
＜
H
“
　
O
Q
駆
■
）
。

19

@
　
「
し
か
し
こ
の
分
の
理
性
も
神
の
賜
物
で
あ
り
堕
落
の
た
だ
な
か
に
お
い
て
人
間
に
残
さ
れ
た
自
然
の
光
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
部
分
は

8　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
！
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
九
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三
〇

全
体
に
適
う
も
の
で
、
　
一
滴
の
水
が
大
洋
と
異
な
る
、
も
し
く
は
有
隈
が
無
隈
と
違
う
と
の
意
味
に
お
い
て
神
の
理
性
と
違
う
」
（
笹
陣
阜
）
。

神
の
理
性
と
人
間
の
理
性
は
事
実
問
題
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
異
な
る
が
普
遍
的
な
権
利
問
題
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
（
○
．
＜
囲
◎
刈
O
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

か
ら
、
人
間
理
性
は
正
し
い
推
論
を
重
ね
て
「
高
次
の
理
性
し
（
の
・
＜
H
．
謡
ウ
に
な
り
啓
示
の
真
理
を
認
め
る
に
到
り
う
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
理
性
」
は
「
人
間
の
意
見
や
書
葉
の
こ
と
で
も
、
自
然
の
常
態
に
従
っ
て
事
物
を
判
断
す
る
習
慣
で
も
な
く
、
犯

す
べ
か
ら
ざ
る
真
理
の
連
続
で
あ
る
」
（
P
＜
H
・
忠
し
。

　
ベ
ー
ル
は
、
奥
義
が
神
の
悟
性
で
あ
る
一
般
理
性
と
合
致
す
る
の
は
認
め
る
が
、
人
間
理
性
に
は
合
致
せ
ず
反
し
て
い
る
と
い
う
。
こ

れ
に
対
し
て
「
ふ
つ
う
福
音
の
奥
義
は
超
理
的
で
あ
る
が
反
乱
的
で
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
人
は
前
半
で
は
人
間
理
性
を
、
後
半

で
は
一
般
理
性
を
考
え
て
い
る
。
後
者
と
し
て
奥
義
は
超
理
的
で
も
反
理
的
で
も
な
い
。
人
間
理
性
と
し
て
考
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
理

性
に
合
致
せ
ぬ
も
の
は
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
反
す
る
奥
義
が
わ
れ
わ
れ
の
弱
い
理
性
を
越
え
て
い
る
と
い
う
の
は

無
意
味
で
あ
る
」
（
○
●
霞
時
G
。
G
。
ω
●
）
。

　
人
間
理
性
に
高
次
の
理
性
を
認
め
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
対
し
て
、
ベ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
分
類
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
。
腐
敗
し
た

理
性
と
正
し
い
理
性
、
異
端
の
理
性
と
正
統
派
の
理
性
と
区
劉
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
理
性
が
奥
義
に
反
せ
ず
合
致
す
れ

ば
、
そ
れ
は
も
は
や
人
間
理
性
で
な
く
神
の
悟
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
奥
義
は
こ
の
世
の
間
は
人
魂
理
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
」

（
○
・
鰻
・
。
。
G
。
ε
。
べ
！
ル
は
い
う
、
　
「
神
が
悪
の
起
源
に
つ
い
て
許
し
命
じ
た
こ
と
は
そ
の
無
限
の
完
全
性
と
合
致
す
る
。
し
か
し
そ
の

理
由
は
最
高
完
全
存
在
の
う
か
が
い
え
ぬ
深
み
に
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
発
議
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
は
事
実
が
啓
示

さ
れ
た
だ
け
で
十
分
で
あ
る
」
（
○
・
譲
・
。
。
G
。
ε
。
そ
れ
ゆ
え
理
性
は
「
神
の
啓
示
し
た
奥
義
に
、
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
従
う
」
（
○
』
H
．

Q。

ﾖ
N
含
）
の
を
命
じ
る
。

　
ベ
ー
ル
の
い
う
「
理
性
し
は
真
理
の
連
続
の
論
証
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
真
理
の
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
る
人
間
理
性
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
悪
は
人
間
理
性
の
誤
か
ら
生
じ
る
仮
象
で
あ
る
。
正
し
い
理
性
に
よ
れ
ば
悪
で
は
な
い
。
悪
そ
の
も
の
の



　
　
無
い
こ
と
を
論
証
す
る
の
が
理
性
で
あ
る
。
理
性
は
神
が
善
を
啓
承
し
て
い
る
の
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
啓
示
は
監
理
的
で

　
　
あ
る
が
、
理
性
と
矛
盾
は
し
な
い
。

　
　
　
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
神
の
本
性
の
至
善
と
啓
添
さ
れ
た
悪
の
事
実
は
矛
盾
す
る
。
し
か
し
啓
示
さ
れ
た
事
実
を
否
定
し
変
容
し
よ
う
と

　
　
す
る
人
間
理
性
の
試
み
は
漕
神
で
あ
る
。
悪
の
事
実
を
認
め
る
の
が
真
の
理
性
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
啓
示
は
反
響
的
で
、
人
問
は
理
性

　
　
と
は
別
の
信
仰
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
二
人
の
い
う
理
性
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元
に
属
し
、
も
は
や
論
議
は
無
意
味
で
何
ら
の
結
論
を
も
導
か
ぬ
と
思
え
る
。
し
か
し
啓
示
を

　
　
解
釈
す
る
ど
ち
ら
の
理
性
が
正
し
い
か
の
問
題
は
理
性
自
身
に
で
は
な
く
、
啓
示
へ
の
信
仰
と
の
関
係
に
あ
る
。
悪
の
啓
示
に
つ
い
て
の

　
　
ど
ち
ら
の
解
駅
が
信
仰
に
導
く
の
に
適
切
で
あ
る
か
が
周
題
で
あ
る
か
ら
、
議
論
の
場
は
ま
だ
失
わ
れ
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
信
仰
と
理
性

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
啓
示
は
真
理
を
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
ベ
ー
ル
民
は
、
一
つ
の
真
理
と
く
に
信
仰
の
真
理
が
解
決
で
き

　
　
ぬ
異
議
を
蒙
り
は
し
な
い
か
」
（
O
・
＜
H
・
O
ε
と
い
う
が
、
　
「
こ
の
意
見
に
私
は
賛
成
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
異
議
も
一
つ
の
議
論
で
あ

　
　
り
、
そ
の
結
論
が
わ
れ
わ
れ
の
命
題
と
相
違
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
打
ち
勝
つ
べ
か
ら
ざ
る
議
論
は
論
証
で
は
な
い
か
」
（
○
●
＜
H
・

　
　
①
q
・
）
。
そ
れ
ゆ
え
啓
示
の
真
理
に
対
し
て
理
性
的
な
異
議
が
生
じ
た
と
き
は
「
論
理
学
の
最
も
平
易
な
規
則
に
従
い
、
ち
ょ
っ
と
注
意
し

　
　
て
推
論
す
れ
ば
」
（
（
甲
噛
　
く
H
●
　
①
o
Q
。
）
異
議
は
す
べ
て
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
ゆ
え
「
理
性
が
相
反
す
る
二
命
題
を
岡
三
に
破
壊
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
」
に
も
実
は
「
理
性
は
わ
れ
わ
れ
に
何
か
深
い

　
　
も
の
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
…
…
理
性
が
進
み
う
る
か
ぎ
り
理
性
の
道
を
追
え
ば
、
必
ず
い
っ
か
お
び
た
だ
し
い
報
償
が
え
ら
れ

　
　
る
」
（
の
．
＜
囲
●
零
■
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
理
性
が
自
ら
の
能
力
を
十
分
に
粥
い
て
「
論
証
」
の
道
を
と
る
か
ぎ
り
、
理
性
は
信
仰
の
真
理
へ
の
道
を
歩
ん
で

　
　
い
る
、
と
い
う
。

218　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
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露
二

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
啓
示
の
真
理
を
教
え
る
「
聖
書
を
認
め
る
か
否
か
を
問
う
べ
き
で
あ
る
〕
（
○
・
譲
’
ミ
G
。
◆
）
。
認
め
れ
ば
問
題
は
な
い
。

認
め
ね
ば
信
仰
の
霊
感
に
よ
り
認
め
る
よ
う
に
さ
す
べ
き
で
あ
る
。

　
啓
示
の
真
理
に
つ
い
て
、
人
間
理
性
に
よ
り
「
哲
学
者
と
哲
学
者
と
し
て
論
争
す
れ
ば
、
推
論
を
ど
こ
ま
で
も
進
め
る
べ
き
で
、
わ
れ

わ
れ
の
答
弁
は
反
論
と
岡
程
度
に
明
証
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
究
極
的
に
勝
利
に
は
達
し
え
な
い
」
。
反
論
は
反
論
を
よ
び
、
理
性
は
止

ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
い
つ
ま
で
も
真
理
に
達
し
な
い
。
ま
た
「
理
性
と
理
性
が
合
致
し
て
も
、
理
性
と
宗
教
の
信
条
を
合
致
さ
す
の

は
困
難
で
あ
る
」
。
な
ぜ
な
ら
神
の
懐
性
は
人
間
理
性
を
越
え
る
か
ら
、
た
と
え
合
致
し
て
い
て
も
人
聞
理
性
は
そ
の
こ
と
を
知
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
宗
教
に
関
し
て
は
、
高
き
か
ら
の
助
け
な
し
に
は
哲
学
は
真
理
に
達
し
な
い
偏
（
圃
三
＆
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
、
　
理
性
が
そ
の
　
「
論
争
」
　
の
道
を
遮
う
か
ぎ
り
償
仰
の
真
理
に
は
達
し
え
な
い
、
信
仰
は
「
理
性
の
廃
虚
の
上
に
立
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
○
。
　
圃
圃
囲
。
　
G
Q
G
O
①
・
）
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
結
論
す
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の
論
争
は
、
信
仰
と
理
性
と
が
合
致
す
る
か
否
か
の
対
立
か
ら
生
じ
る
。

　
べ
…
ル
は
い
う
。
啓
示
の
信
仰
と
理
性
と
の
間
に
は
共
通
の
観
念
も
原
理
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
神
の
善
性
の
啓
示
を
支
持
す
る
者
は
、

悪
が
あ
る
と
の
理
性
の
異
議
に
理
性
的
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
も
し
共
通
の
観
念
が
な
け
れ
ば
理
性
は
儒
仰
の
真
理
に
異
議
を
書
う
こ
と
も
で
き
ぬ
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
理
牲
は
信
仰
の
真
理
に
つ
い
て
十
全
な
観
念
で
は
な
い
が
何
か
の
観
念
を
も
っ
て
い
る
。
　
「
理
性
は
理
解
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
を
ま
ず
理
解
し
始
め
う
る
」
（
○
・
＜
H
’
り
b
。
・
）
。
論
証
を
進
め
れ
ば
、
理
性
の
認
め
る
悪
が
神
の
善
に
反
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ

る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
神
の
善
性
の
信
仰
の
真
理
に
異
議
を
い
い
、
そ
れ
が
理
挫
に
反
す
る
と
い
う
者
は
、
神
の

善
性
が
「
明
白
な
不
条
理
」
で
あ
る
こ
と
を
理
性
的
に
論
証
す
る
義
務
が
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
。
神
の
善
性
が
不
条
理
で
虚
偽
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
神
の
善
性
に
矛
盾
す
る
悪
が
あ
る
と
の
異
議
に
理
性
は
答
え
ら
れ
ぬ



と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
理
性
は
こ
の
異
議
に
答
え
神
の
善
桃
を
論
証
し
う
る
と
い
う
な
ら
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
信
仰

に
合
致
す
る
哲
学
的
格
率
を
ホ
す
の
み
な
ら
ず
、
合
致
し
な
い
と
異
議
を
い
う
相
手
の
格
率
が
事
実
上
は
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
判
明
に

理
解
さ
れ
る
仕
方
で
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
○
・
H
目
H
・
ミ
。
・
）
。
理
牲
が
認
め
る
悪
が
善
で
あ
る
と
理
性
的
に
擁
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
。
　
「
超
理
的
な
も
の
に
到
達
す
る
に
は
、
そ
の
な
か
に
入
り
こ
も
う
と
し
て
は
駄
冒
で
、
そ
れ
を
支
持
し
て
ゆ
く
他
に

方
法
は
な
い
」
（
（
｝
●
　
＜
H
噸
　
Φ
H
．
）
。
神
の
善
性
を
支
持
す
る
理
性
が
他
の
理
性
の
癒
す
異
議
に
答
え
ら
れ
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
神
の
善
性
を

否
定
す
る
の
は
誤
で
あ
る
。
　
「
（
超
理
的
な
も
の
）
を
支
持
す
る
者
は
そ
の
根
城
の
内
に
あ
る
か
ぎ
り
敗
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
外

に
出
て
（
理
性
の
異
議
に
答
え
ら
れ
ぬ
に
し
て
）
も
、
そ
れ
ゆ
え
に
非
難
さ
れ
ず
、
ま
た
根
城
に
も
ど
り
う
る
」
（
Q
・
＜
H
．
り
α
．
）
。
啓
示

の
真
理
を
支
持
し
つ
つ
論
証
を
進
め
れ
ば
、
い
っ
か
は
一
切
の
異
議
に
答
え
、
信
仰
の
真
理
と
理
性
の
論
証
と
が
合
致
す
る
こ
と
が
必
ず

可
能
に
な
る
。

　
ベ
ー
ル
。
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
た
の
で
は
な
く
、
答
を
引
延
し
た
だ
け
で
あ
る
。
ま
だ
論
証
さ
れ
て
い
な
い
の
に
神
の
善
性
と
悪
の

事
実
と
の
合
致
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
べ
…
ル
は
い
う
、
悪
が
あ
る
と
の
「
明
証
な
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
の
に
、
わ
れ
わ

れ
に
可
能
な
も
の
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
ま
た
理
解
も
さ
れ
ぬ
答
で
満
足
す
べ
き
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
は
不
正
で
あ
る
」
（
○
・
霞
リ

ミ
ご
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
。
ベ
ー
ル
こ
そ
論
証
さ
れ
て
も
い
な
い
悪
の
事
実
を
明
証
な
事
実
で
あ
る
と
独
断
的
に
結
論
し
て
い
る
。
　
「
も
し
異
議

が
完
全
な
明
証
に
基
く
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
勝
利
を
う
る
。
…
…
し
か
し
異
議
が
仮
象
ま
た
は
最
も
し
ば
し
ば
起
る
こ
と
に
の
み
基
い
て

い
る
と
き
に
は
、
奥
義
を
支
持
す
る
者
は
単
な
る
可
能
性
に
よ
っ
て
再
答
弁
し
う
る
。
…
…
奥
義
が
真
ら
し
い
こ
と
を
主
張
す
る
必
要
は

な
く
、
可
能
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
」
（
∩
｝
陰
　
く
囲
●
　
り
刈
。
）
。

　
　
　
創
造
の
万
燈
に
つ
い
て
の
以
上
の
論
議
か
ら
次
の
こ
と
が
結
果
す
る
。
生
な
る
神
と
創
造
の
目
的
で
あ
る
善
と
の
間
に
、
過
程
と
し
て

脇　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
べ
…
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
篇
三
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四

の
悪
が
世
界
に
現
存
す
る
。
こ
の
悪
が
不
完
全
な
理
性
に
よ
る
仮
象
か
、
ま
た
は
明
証
な
事
実
か
、
こ
の
悪
は
善
の
目
的
に
対
し
て
い
か

な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
劇
造
に
お
い
て
ど
こ
か
ら
悪
が
入
っ
た
か
が
、
す
な
わ
ち
世
界
の
創
造
の
決
定
に
お
け
る

悪
の
起
源
が
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
と
の
論
争
は
次
の
要
素
、
神
的
悟
性
・
論
証
的
理
性
・
人
間
理
性
・
経
験
的
事
実
か
ら
購
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
要
素
の
う
ち
経
験
的
事
実
を
仮
象
と
し
て
真
理
の
体
系
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
人
爵
理
性
と
論
証

的
理
性
と
の
連
続
を
成
立
さ
せ
て
、
理
性
の
普
遍
的
体
系
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
体
系
の
原
理
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
事
象
の
調

和
的
連
関
を
規
整
す
る
先
天
的
法
…
則
性
で
、
こ
の
体
系
は
理
牲
の
論
証
の
無
矛
麿
性
整
合
性
が
あ
る
か
ぎ
り
成
立
し
、
論
証
し
え
な
い
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

つ
の
認
諾
で
も
あ
れ
ば
崩
壊
す
る
可
能
的
体
系
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
…
、
ツ
は
こ
の
可
能
性
の
成
立
の
保
証
と
し
て
神
的
悟
性
を
求
め
る
。

「
神
は
こ
と
ご
と
く
秩
序
で
あ
り
、
常
に
正
し
い
銘
例
を
守
り
、
普
遍
的
調
湘
を
保
っ
て
い
る
」
（
O
・
＜
H
・
b
。
刈
・
）
ゆ
え
に
、
真
理
の
連
続

で
あ
る
理
性
の
体
系
に
、
論
証
し
え
な
い
矛
盾
は
一
つ
も
な
い
。

　
ベ
ー
ル
は
、
論
証
的
理
性
は
人
闘
の
能
力
を
越
え
る
も
の
で
神
の
一
般
理
性
と
逐
一
と
見
て
排
除
し
、
誤
り
う
る
人
間
理
性
を
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

事
実
の
確
実
性
に
従
属
さ
せ
た
。
人
間
理
性
に
と
っ
て
事
実
は
一
切
の
知
識
の
基
準
で
あ
り
、
動
か
し
え
ぬ
実
証
性
を
も
つ
。
し
か
し
誤

り
う
る
人
間
理
性
が
基
く
事
実
が
仮
象
で
な
い
こ
と
、
経
験
的
事
実
の
実
在
性
が
確
実
で
あ
る
こ
と
の
保
証
は
入
場
理
性
に
は
求
め
ら
れ

な
い
。
ベ
ー
ル
は
「
神
に
啓
示
さ
れ
た
事
実
」
に
こ
の
保
証
を
求
め
る
。
創
造
に
お
い
て
神
は
雅
量
に
必
要
な
か
ぎ
り
の
事
実
を
、
聖
書

に
書
か
れ
世
界
に
実
現
さ
れ
た
歴
史
的
経
験
的
事
実
と
し
て
与
え
て
い
る
ゆ
え
に
、
こ
の
世
界
の
事
実
は
仮
象
で
は
あ
り
え
な
い
。

　
以
上
は
、
先
天
的
法
則
と
経
験
的
事
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
携
々
の
立
場
か
ら
す
る
論
争
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
か
ら
見
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
誤
り
う
る
人
間
理
性
が
連
続
的
に
論
証
的
理
性
に
高
ま
る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
人
間
理
姓
に

現
わ
れ
て
い
た
矛
盾
す
る
事
実
す
な
わ
ち
仮
象
が
無
矛
盾
的
に
な
り
、
新
し
い
秩
序
を
形
成
す
る
先
天
的
法
則
の
構
成
部
分
と
な
る
こ
と



に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
法
則
に
適
合
す
る
経
験
的
事
実
が
存
在
し
、
法
則
が
実
験
的
に
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

理
性
は
そ
の
推
論
の
正
し
さ
を
確
証
し
う
る
の
で
あ
る
。
論
証
的
理
牲
は
そ
れ
だ
け
で
は
何
ら
の
実
的
な
真
理
を
与
え
ぬ
空
論
で
あ
る
。

事
実
に
基
き
事
実
に
検
証
さ
れ
る
実
証
的
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
見
れ
ば
、
ぺ
：
ル
は
真
理
の
根
拠
を
経
験
的
事
実
と
啓
示
さ
れ
た
神
的
事
実
と
の
合
致
に
置
く
が
、
彼
が
経
験
す

る
事
実
が
神
的
事
実
で
あ
り
、
彼
の
儒
仰
が
正
し
い
こ
と
を
一
体
誰
が
保
証
す
る
の
か
。
神
の
審
判
を
劉
に
す
れ
ば
、
人
々
が
経
験
す
る

事
実
の
真
偽
の
絶
対
的
規
準
は
こ
の
世
に
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
世
の
閥
は
、
矛
盾
す
る
一
一
つ
の
事
実
を
と
も
に
真
と
認
め
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ず
、
真
が
偽
で
も
、
偽
が
真
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
論
争
の
判
定
は
こ
こ
で
は
示
さ
れ
え
な
い
。
事
実
と
法
則
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
立
入
っ
た
解
決
は
、
創
造
世
界
に
お
け
る
神
の

被
造
物
へ
の
介
入
の
問
題
の
解
明
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

825

（
1
）
　
ベ
ー
ル
は
、
神
が
善
良
で
人
間
を
幸
福
に
し
ょ
う
と
す
る
か
否
か
が
今
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
論
点
先
取
の
設
で
あ
る
、
と
い
う
。

　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
れ
は
論
証
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
栄
光
を
も
つ
と
は
満
足
す
る
こ
と
で
あ
り
、
満
足
は
自
身
の
完
全
性
の
認
識
で
あ
り
、

　
そ
れ
は
最
善
を
行
う
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
神
は
人
間
を
善
に
造
る
。
（
ρ
○
蒙
雪
催
ξ
冨
℃
籍
鎌
③
昌
8
煽
鉱
く
Φ
湊
亀
Φ
簿
チ
伽
。
鎌
。
傷
。
。
・
鉱
。
臣
冒
。
ひ
臨
N
．

　
℃
’
ω
H
9
）

（
2
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
の
区
鋼
を
哲
学
神
学
鳴
虫
も
重
要
で
明
証
な
も
の
と
し
、
ベ
ー
ル
が
認
め
ぬ
の
を
非
難
す
る
（
O
●
御
尋
・
心
o
Q
O
．
）
し
か
し
こ
れ

　
は
当
ら
な
い
。
彼
の
先
天
的
論
議
に
対
し
経
験
的
方
法
を
と
る
ペ
ー
ル
は
、
こ
の
区
別
に
無
関
係
な
場
に
立
っ
て
い
る
。
二
人
は
輿
分
自
身
の
問
題

　
領
野
に
お
い
て
は
、
相
手
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
（
芝
・
缶
・
し
d
巽
げ
Φ
畳
ピ
①
博
ぴ
鼠
N
ぎ
男
肖
9
誇
Φ
●
唱
．
①
G
o
◎
）

（
3
）
　
人
聞
理
性
と
神
的
悟
性
の
同
質
性
の
主
張
は
、
彼
の
体
系
を
普
遍
的
調
和
の
体
系
と
み
る
解
釈
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
立
場
は

　
ソ
ッ
チ
ー
二
派
へ
の
反
論
を
原
理
的
に
不
可
能
に
す
る
か
ら
儒
仰
上
癒
険
で
あ
っ
た
。
彼
が
整
理
牲
を
区
別
し
た
か
否
か
は
、
全
体
と
部
分
・
無
限

　
と
有
限
と
の
関
係
の
解
明
に
ま
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
4
）
　
ベ
ー
ル
は
理
性
に
よ
り
迷
儒
を
排
す
る
と
と
も
に
、
理
性
的
で
あ
る
信
仰
は
真
の
信
仰
で
は
な
い
と
い
う
、
彼
の
「
理
性
は
本
質
的
に
破
壊
的
で

　
批
判
的
で
あ
る
偏
（
ρ
ほ
H
G
ミ
リ
．
）
。
四
参
照

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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蕪
六

（
5
）
　
ラ
イ
ブ
、
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
必
然
性
を
本
質
と
す
る
形
式
論
理
の
体
系
も
、
偶
然
的
な
も
の
を
含
み
仮
定
的
必
然
性
を
本
質
と
す
る
内
実

　
論
理
の
体
系
も
神
的
悟
性
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
○
霊
四
は
ヨ
簿
9
も
げ
団
ω
δ
器
く
醇
げ
鋤
①
と
諺
驚
鋤
覧
蔓
ω
5
c
o
急
①
寓
。
と
に
区
励
し

　
（
O
霊
鋤
∴
凱
儀
・
や
も
。
O
）
、
後
者
は
「
可
能
的
な
も
の
」
す
べ
て
を
対
象
と
し
、
共
可
能
的
な
も
の
を
実
現
し
世
界
を
構
成
す
る
が
、
そ
こ
に
も
被
造

　
物
の
善
を
め
ざ
す
「
智
者
の
慈
悲
」
の
法
則
に
よ
る
神
の
支
配
を
認
め
て
い
る
。

（
6
）
　
8
0
黒
く
◎
τ
企
夘
①
鵠
α
q
δ
P
。
隻
ぼ
器
簿
覧
艶
。
ω
8
窯
Φ
℃
8
門
院
く
Φ
。
冨
8
蒙
。
霞
の
ご
d
餌
団
5
甲
O
p
。
。
。
臨
興
2
”
U
δ
℃
ず
陣
ざ
。
・
○
覧
凱
①
（
囲
禽
》
鼠
匡
餌
議
昌
σ
q

　
以
来
ベ
ー
ル
は
経
験
的
事
実
を
真
理
の
規
準
と
す
る
実
証
主
義
者
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
彼
の
事
実
が
神
的
事
実
で
あ
る
か
ぎ
り
、
勺
●
蒙
ぴ
。
誓

　
℃
す
ほ
①
七
ご
p
覧
Φ
が
彼
を
落
仰
老
と
い
う
の
は
正
し
い
。
　
だ
が
べ
…
ル
の
人
聞
理
性
を
考
察
す
れ
ば
、
　
彼
の
議
論
は
懐
疑
論
に
由
来
す
る
蓋
然
論
と

　
考
え
ら
れ
る
。
実
証
主
義
者
と
か
儒
戯
者
と
か
の
定
義
は
、
泰
然
的
方
法
が
実
践
的
に
遮
用
さ
れ
る
時
々
の
対
象
か
ら
派
生
す
る
二
次
的
な
も
の
で

　
あ
る
。

（
7
）
　
ベ
ー
ル
は
、
予
定
調
和
や
微
小
表
象
の
理
論
を
「
夢
」
と
批
判
す
る
が
、
「
申
し
分
の
な
い
形
而
上
学
的
仮
設
の
可
能
性
」
を
も
っ
と
し
、
　
「
こ

　
の
仮
設
は
十
分
に
展
開
さ
れ
れ
ば
、
　
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
と
く
真
の
方
法
で
あ
る
」
（
国
）
。
　
＜
H
．
◎
Q
『
“
）
と
い
う
。
　
こ
の
仮
設
の
思
弁
的
な
正
し
き
を
認

　
め
る
が
、
具
体
的
に
は
無
価
値
で
あ
る
と
思
っ
た
。

（
8
）
　
べ
…
ル
の
儒
仰
の
正
し
き
を
保
証
す
る
者
は
誰
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ベ
ー
ル
の
論
の
係
値
を
根
底
か
ら
破
壊
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
懐

　
疑
主
義
者
ペ
ー
ル
の
思
う
藍
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
反
論
は
ひ
る
が
え
っ
て
反
論
者
二
身
の
基
礎
を
否
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
～
で
は
儒
仰
は

　
も
は
や
神
聖
不
灘
侵
で
真
理
の
証
で
は
あ
り
え
ず
、
相
対
的
で
誤
り
う
る
も
の
に
な
り
、
儒
仰
の
権
威
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
明
敏
な
ラ

　
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
べ
…
ル
の
信
仰
を
疑
わ
ず
（
9
＜
ド
μ
0
9
）
、
彼
の
誤
が
も
っ
ぱ
ら
理
性
に
あ
る
と
主
張
す
る
。

二
　
創
造
の
決
定

　
　
　
　
　
　
1
　
形
而
上
学
的
悪
の
起
源

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
こ
の
世
界
に
悪
は
現
存
す
る
が
、
こ
の
悪
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
か
の
確
実
な
論
証
は
、
悪
が
ま
だ
無
か
っ
た

と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
世
界
の
発
現
の
理
由
を
内
に
も
つ
必
然
釣
で
永
遠
の
実
体
で
あ
る
神
か
ら
の
起
源
を
解
鱗
す
べ
き
で
あ
る
（
○
・
≦
・

H
8
）
Q
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神
は
こ
の
世
界
を
採
る
ま
で
に
、
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
を
考
慮
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
世
界
が
単
に
可
能
な
諸
世
界
に
対
し
て
も

つ
関
係
ま
た
は
そ
れ
へ
の
神
の
考
慮
は
、
可
能
的
な
も
の
の
観
念
を
も
つ
神
の
濡
話
で
あ
る
か
ら
、
事
物
の
起
源
は
神
の
悟
性
に
あ
る

「
永
遠
真
理
の
領
域
」
に
求
め
ら
れ
る
。

　
「
永
遠
真
理
の
広
大
な
領
域
は
あ
ら
ゆ
る
、
脇
能
的
な
も
の
を
含
む
か
ら
、
可
能
的
枇
界
は
無
数
に
存
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
の
世
界
に
は

（
神
の
完
全
性
と
異
な
る
不
完
全
性
）
悪
が
入
り
こ
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
」
（
○
・
≦
・
＝
q
・
）
。
そ
れ
ゆ
え
形
而
上
学
的
悪
の
起
源
は

神
の
悟
牲
に
含
ま
れ
て
い
る
可
能
器
世
界
の
な
か
の
被
造
物
の
本
質
的
属
性
（
不
完
全
性
）
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
（
筐
斜
）
。

　
ベ
ー
ル
は
問
題
を
ず
ら
し
て
反
駁
す
る
。
神
の
悟
性
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
世
界
が
あ
る
ゆ
え
に
、
悪
の
な
い
至
善
の
世
界
も
あ

る
。
完
全
な
神
が
、
至
善
の
世
界
が
あ
る
の
に
悪
の
あ
る
世
界
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
翻
造
世
界
に
悪
は
現
存
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
世
界
は
善
な
る
唯
一
原
理
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
岡
様
に
強
力
な
「
善
悪
二
原
理
」
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
。

形
而
上
学
的
悪
の
起
源
は
被
造
物
に
で
は
な
く
、
　
（
神
で
な
い
に
し
て
も
）
世
界
の
創
造
者
の
な
か
に
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
劇
造
世
界
は
永
遠
真
理
の
な
か
の
一
つ
の
可
能
的
徴
界
で
、
神
の
悟
性
は
そ
こ
に
悪
の
原
理
を
与
え
て
い

る
。
神
が
こ
の
世
界
を
創
造
す
る
と
き
、
そ
の
な
か
の
悪
も
自
然
的
に
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
神
が
こ
の
悪
だ
け
を
除
外
し
た
善

の
世
界
を
造
れ
ば
、
永
遠
真
理
の
最
高
必
然
性
に
反
し
、
神
は
自
分
の
原
理
を
否
定
し
、
そ
の
完
全
性
を
傷
け
る
こ
と
に
な
る
（
○
・
ぐ
囲
・

障
メ
）
。
そ
れ
ゆ
え
悪
い
は
神
の
急
心
の
完
全
性
の
「
隠
然
的
結
果
」
と
し
て
劇
造
と
と
も
に
世
界
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
。
永
遠
真
理
の
必
然
性
に
従
っ
て
世
界
に
悪
が
入
っ
た
の
な
ら
、
神
は
悪
を
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

悪
は
神
の
悟
性
の
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
ま
た
は
神
が
す
べ
て
の
、
悪
の
原
理
で
さ
え
も
の
、
翻
造
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
神
は
善
悪
二

原
理
に
よ
り
世
界
を
操
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
悪
は
被
造
物
の
本
性
の
不
完
全
性
の
た
め
の
自
然
的
結
果
で
は
な
く
」
（
○
・

團
芦
①
o
G
。
・
）
、
故
意
に
「
神
が
悪
を
世
界
に
入
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
」
（
（
）
「
　
囲
H
目
。
　
①
①
Q
◎
．
）
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
悪
は
被
造
物
の
不
完
全
性
よ
り
生
じ
、
そ
れ
は
永
遠
真
理
の
必
然
的
法
則
に
従
い
世
界
に
善
を
実
現
す
る

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

た
め
の
「
必
要
条
件
」
で
あ
る
。
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
悪
は
善
と
対
立
す
る
積
極
的
原
理
で
あ
り
、
神
は
悪
を
利
用
し
な
け
れ
ば
善
を
実

現
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
対
立
は
、
世
界
の
善
の
た
め
に
悪
が
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
の
対
立
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
ま
ず
こ
の
世
界
に
善
が
い
か
に
し
て
入

る
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
豆
　
形
而
上
学
的
善
の
起
源

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
こ
の
世
界
を
選
び
決
定
す
る
と
き
、
無
限
に
完
全
な
神
の
意
志
そ
の
も
の
は
善
の
み
を
児
る
。
神
の
先
行
意

志
は
被
造
物
の
各
の
善
を
孤
立
し
て
た
だ
善
と
し
て
の
み
見
、
そ
の
ど
れ
で
も
に
向
か
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
意
志
は
不
完
全
な
被
造
物

の
善
に
向
か
う
ゆ
え
に
互
に
相
反
し
相
争
う
。
そ
し
て
世
界
全
体
と
し
て
最
後
に
ど
う
し
て
も
生
じ
る
結
果
は
、
あ
ら
ゆ
る
先
行
意
志
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
＞

全
部
の
協
力
か
ら
出
て
く
る
究
極
意
志
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
時
に
な
し
う
る
か
ぎ
り
各
の
善
を
等
し
く
満
足
さ
せ
る
。
神
の
意
志

は
善
の
み
に
向
い
、
各
の
善
の
聞
を
等
し
く
言
条
さ
せ
る
か
ら
、
至
高
の
叡
知
と
善
性
を
も
つ
神
の
究
極
意
志
が
最
善
の
世
界
を
選
ぶ
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
9
＜
H
畢
H
嵩
’
）
。

　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
創
造
に
お
け
る
二
種
の
出
思
志
の
区
甥
は
次
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
神
は
第
一
の
意
志
に
よ
り
善
を
欲
し
た
。
次
に
第

二
の
意
志
に
よ
り
悪
を
欲
し
な
が
ら
、
神
は
善
を
欲
し
て
い
る
と
人
々
が
信
じ
る
の
を
欲
し
た
（
○
・
H
回
H
・
G
Q
卜
D
卜
⊃
．
）
。
　
こ
の
二
つ
の
意
志
は

神
に
お
い
て
矛
盾
し
な
い
。
し
か
し
被
造
物
に
と
っ
て
神
は
邪
悪
か
無
能
で
あ
り
、
悪
を
造
ら
ず
に
は
善
を
欲
し
え
な
か
っ
た
か
、
ま
た

は
善
を
欲
し
た
が
悪
を
妨
げ
え
な
か
っ
た
か
で
あ
る
。
神
は
悪
と
対
等
に
相
争
う
善
を
造
っ
た
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
神
は
、
善
な
る
神
々
を
で
は
な
く
、
被
造
物
を
創
造
し
な
が
ら
善
の
み
を
欲
し
た
。
そ
こ
で
根
源
的
不
完

性
を
も
つ
被
造
物
を
も
善
に
造
る
と
い
う
「
ま
っ
た
く
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
義
務
か
ら
確
実
に
生
じ
る
結
果
と
し
て
」
（
○
・
＜
H
。

に
S
）
悪
を
「
許
容
」
し
た
の
で
あ
る
。
神
は
こ
の
悪
を
欲
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
悪
か
ら
生
じ
る
最
善
を
欲
し
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
。
神
が
被
造
物
を
至
善
に
造
ら
ず
に
最
善
に
造
る
の
は
、
神
の
栄
光
を
よ
り
輝
か
し
く
み
せ
て
被
造
物
を
ひ
き
つ



　
　
け
る
「
手
段
」
と
し
て
悪
を
用
い
る
た
め
で
あ
る
。
悪
か
ら
最
善
が
生
じ
る
に
せ
よ
、
こ
の
悪
は
悪
で
あ
っ
て
善
で
は
な
い
。
悪
の
な
い

　
　
の
は
神
だ
け
で
あ
る
。
被
造
物
は
す
べ
て
悪
を
も
ち
、
そ
の
善
だ
け
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
被
造
物
は
常
に

　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
悪
で
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
善
の
起
源
は
神
に
、
最
善
の
起
源
は
被
造
物
の
完
全
性
に
あ
る
。
神
は
悪
を
許
容
し
た
が
、
比
較
に
な
ら

　
　
ぬ
ほ
ど
大
き
い
善
を
与
え
て
悪
を
相
殺
し
、
結
果
と
し
て
は
事
象
的
に
善
の
み
を
与
え
て
い
る
。
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
善
悪
の
起
源
は
紳

　
　
に
あ
り
、
神
は
そ
の
栄
光
の
た
め
に
の
み
善
を
欲
し
、
栄
光
を
よ
り
輝
か
す
た
め
に
被
造
物
を
見
か
け
の
善
の
混
じ
た
悪
に
造
っ
た
。

　
　
　
こ
の
対
立
は
、
徴
界
に
お
い
て
善
と
悪
と
が
い
か
な
る
相
互
関
係
に
あ
る
か
の
差
よ
り
生
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
形
而
上
学
的
善
と
形
而
上
学
的
悪

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
神
は
善
の
み
を
欲
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
悪
を
妨
げ
る
の
を
怠
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
精
し
く
見
れ
ば
神
の

　
　
意
志
は
原
始
的
先
行
意
志
と
中
間
意
志
と
決
定
的
究
極
意
志
か
ら
な
る
。
中
間
意
志
は
善
と
悪
と
の
結
合
に
向
か
う
が
、
　
「
善
の
方
が
悪

　
　
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
場
合
に
そ
の
結
合
に
向
か
う
」
（
○
・
＜
H
・
褐
O
・
）
。
そ
の
時
に
の
み
神
は
悪
を
許
容
す
る
。

　
　
　
中
業
意
志
は
、
世
界
の
す
べ
て
の
善
と
す
べ
て
の
悪
と
の
結
合
で
あ
る
全
体
的
結
合
に
お
い
て
、
全
体
の
善
が
個
々
の
悪
に
ま
さ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
き
に
悪
を
許
容
す
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
悪
と
結
合
し
た
善
に
神
の
意
志
が
向
か
う
と
き
、
紳
は
こ
の
悪
を
単
に
許
容
し
た
の
で
は
な
く
究
極
的
に
必
要
と
し

　
　
た
の
で
あ
る
。
神
は
目
的
達
成
の
た
め
に
必
然
的
に
悪
を
愛
し
、
悪
を
悪
と
し
て
愛
し
た
の
で
あ
る
（
ρ
H
H
が
G
。
同
ご
。

　
　
　
ま
た
、
究
麺
的
に
善
が
獲
ら
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
悪
を
行
う
こ
と
を
許
さ
れ
ぬ
し
、
悪
に
ま
さ
る
善
を
結
果
さ
せ
う
る
な
ら
、
至
善
の

　
　
神
は
悪
な
し
に
そ
の
善
を
た
だ
ち
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
（
ρ
鼠
●
お
δ
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
答
え
る
。
個
々
の
悪
は
絶
対
的
に
悪
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
世
界
は
永
速
真
理
か
ら
の
発
現
と
し
て
、
そ
の
各
部
分

　
　
は
全
体
的
に
秩
序
法
難
に
従
っ
て
結
合
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
全
体
に
お
い
て
個
々
の
悪
は
悪
で
な
く
な
り
、
　
「
悪
が
か
え
っ
て
善
を
生

脚　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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じ
る
場
合
が
稀
で
は
な
い
」
（
（
｝
．
　
ノ
＼
H
．
　
日
O
O
Q
■
）
。

　
　
　
ま
た
、
善
の
た
め
に
悪
を
行
う
な
、
と
善
う
の
は
人
闇
に
と
っ
て
は
真
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
悪
か
ら
善
が
生
じ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
く
、

　
　
ま
た
善
が
生
じ
る
ま
で
悪
は
悪
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
神
に
は
疑
わ
し
い
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
は
創
造
に
お
い
て
水
遠
に
決
定
さ
れ

　
　
て
い
る
か
ら
「
神
の
知
に
と
っ
て
未
来
も
現
在
と
同
様
で
あ
る
」
（
O
◎
く
H
．
＝
¢
・
）
。
そ
れ
ゆ
え
許
容
さ
れ
た
悪
は
必
ず
善
の
な
か
に
組
入

　
　
れ
ら
れ
善
に
な
る
。
世
界
の
善
悪
の
全
体
的
結
合
を
考
え
れ
ば
悪
は
善
の
一
部
分
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
反
論
す
る
。
必
ず
善
に
な
る
ゆ
え
に
悪
を
許
す
の
は
、
釈
放
の
喜
び
を
味
わ
す
た
め
に
理
由
も
な
く
牢
獄
に
繋
ぐ
の
と
同
じ

　
　
で
あ
る
（
（
）
．
　
H
H
H
’
　
①
①
『
■
）
。
釈
放
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
牢
獄
の
苦
痛
は
善
に
な
ら
な
い
。
わ
る
い
手
段
は
い
い
手
段
で
は
な
い
。
悪
を

　
　
生
じ
る
前
に
妨
げ
、
不
徳
を
混
え
ず
に
徳
を
行
わ
す
の
が
神
の
善
性
に
ふ
さ
わ
し
い
（
（
）
“
　
H
H
H
．
　
帰
の
の
曾
）
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
は
結
論
す
る
。
至
善
の
世
界
は
あ
り
う
る
が
、
　
「
そ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
点
で
わ
れ
わ
れ
の
世
界
よ
り
劣
っ
て
い
る
に
ち

　
　
が
い
な
い
」
（
○
．
ぐ
同
・
回
O
。
。
・
）
。
被
造
物
が
、
　
「
神
は
も
っ
と
よ
く
行
う
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
と
い
う
の
は
、
神
の
行
為
に
非
難
を
つ
け

　
　
る
こ
と
」
（
（
甲
曾
　
ノ
＼
囲
。
　
ト
O
刈
●
）
で
あ
る
。
被
造
物
と
し
て
は
、
こ
の
世
界
が
至
善
の
世
界
よ
り
傑
れ
て
い
る
と
、
「
た
だ
神
が
こ
う
い
う
世
界

　
　
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
推
し
て
覇
断
ず
る
」
（
○
・
＜
H
・
δ
。
。
ウ
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
結
論
す
る
。
被
造
物
は
こ
の
世
界
と
別
の
世
界
と
は
比
較
し
え
な
い
以
上
、
こ
の
世
界
が
最
善
で
あ
る
と
も
、
至
善
の
世
界

　
　
が
よ
い
と
も
書
え
ぬ
。
精
し
く
検
討
す
れ
ば
神
の
行
為
は
慎
重
で
熟
慮
の
結
果
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
神
は
こ
の
よ
う
に
行
う
他
な
か
っ

　
　
た
。
し
か
し
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
非
難
は
し
な
い
し
、
無
能
な
神
の
不
幸
を
気
の
毒
に
思
う
（
ρ
囲
H
摂
○
。
δ
。
）
が
、
悪
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
実
に
変
り
は
な
い
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
喜
界
は
叢
善
で
あ
る
か
ら
悪
は
な
い
の
で
あ
り
、
べ
…
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
最
善
で
あ
る
か

　
　
ら
悪
が
あ
る
。
し
か
し
以
上
か
ら
、
善
悪
は
こ
の
世
界
と
他
の
世
界
と
の
比
較
に
お
い
て
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
な
か
で
の
善
お
よ
び

　
　
悪
は
何
で
あ
る
か
が
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
論
争
の
場
は
ま
だ
失
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
撮
界
の
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善
悪
の
実
現
原
因
は
何
で
あ
る
か
、
実
現
さ
れ
た
善
悪
と
は
何
か
の
問
題
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
」
i
l
i
l
i
l
ー
ー
弓
－
遣
－
1
．
一
－
「
－
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
　
　
…
ー
ー
ー
看
弓
…
1
…
一
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
…

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
こ
で
は
神
的
悟
性
と
論
証
的
理
性
と
の
岡
質
性
に
重
点
を
お
く
。
神
的
悟
性
の
法
則
は
論
証
的
理
性
と
い
う
形
を

と
っ
て
、
創
造
世
界
の
内
へ
い
わ
ば
低
ま
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
事
実
へ
の
支
配
を
強
化
す
る
。
繊
々
の
事
実
は
不
完
全
性
を
も
つ
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
完
金
性
の
側
蕗
に
お
い
て
全
体
的
秩
序
の
内
に
組
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
神
の
完
全
惟
を
、
そ
の
内
に
被
造
物
を
含
ま
す
に
い
た
る
ま
で
、
極
端
に
い
わ
ば
高
め
る
。
至
高
に
完
全
な
神
に
創
造
さ
れ

た
も
の
は
当
然
神
の
完
全
性
の
内
に
存
在
す
る
と
の
幽
冥
に
よ
り
、
神
の
真
理
と
岡
様
に
一
と
い
う
よ
り
は
、
よ
り
む
し
ろ
…
一
欄
々

の
事
実
の
真
理
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
彼
は
要
請
さ
れ
る
は
ず
の
神
の
保
証
に
よ
り
経
験
的
事
実
の
真
理
性
を
絶
対
化
す
る
。

　
二
人
の
論
争
は
、
や
は
り
法
則
と
事
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
対
立
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
と
い
う
形
を
と
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
部
分
的
悪
は
全
体
的
善
に
矛
盾
し
な
い
と
の
命
題
を
、
次
の
段
階
を
通
じ
て
論
証
す
る
。
1
こ
の
世
界
の
内
で
部

分
的
善
は
部
分
的
悪
よ
り
量
的
に
は
る
か
に
多
い
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
総
和
と
し
て
、
世
界
の
全
体
は
最
善
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
る
。
部

分
的
悪
は
全
体
的
善
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
2
個
々
の
場
合
に
お
い
て
も
、
部
分
的
悪
は
単
に
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
必
ず
そ
れ
に

対
応
し
そ
れ
に
ま
さ
る
部
分
的
善
と
法
則
的
に
連
関
し
て
の
み
現
存
し
、
こ
れ
ら
の
悪
は
全
体
的
秩
序
に
お
い
て
は
質
的
に
善
に
転
化
す

る
。
悪
は
、
部
労
の
み
を
兇
て
全
体
の
秩
序
を
見
な
い
人
魚
理
性
の
仮
象
で
あ
り
、
神
の
永
遠
の
知
に
お
い
て
は
、
世
界
は
全
体
と
し
て

最
善
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
は
最
善
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
3
最
善
を
結
果
す
る
法
則
が
世
界
全
体
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
こ
で
郵

分
的
悪
は
善
に
対
立
ま
た
は
善
を
否
定
す
る
原
理
で
は
な
く
、
世
界
の
秩
序
の
一
つ
の
講
成
部
分
で
あ
る
。
世
界
は
善
の
み
で
あ
る
か
ら

善
な
の
で
は
な
く
、
悪
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
善
な
の
で
あ
る
。
世
界
の
善
は
全
体
的
法
則
が
成
立
す
る
こ
と
に
お
い
て
善
で
あ
り
、
個
々

の
善
悪
そ
の
も
の
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

　
べ
t
ル
は
個
々
の
事
実
の
絶
対
性
を
強
調
し
て
、
全
体
的
善
に
達
す
る
に
し
ろ
部
分
的
悪
を
用
い
る
よ
り
部
分
的
善
の
み
を
黒
い
る
方

　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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二

32
8
　
が
神
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
。
1
部
分
的
悪
が
全
体
的
善
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
に
せ
よ
、
2
神
の
永
遠
の
知
に
お
い
て
善
に
転
化
す
る

　
　
に
せ
よ
、
悪
が
世
界
内
に
事
実
と
し
て
現
存
し
現
存
し
た
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
3
神
的
悟
性
は
善
を
実
現
す
る
全
体
的
法
則
に
よ
り
全

　
　
体
的
善
の
み
を
対
象
と
す
る
に
せ
よ
、
こ
の
法
則
を
欝
成
す
る
世
界
の
事
実
に
は
善
と
悪
と
が
あ
る
。
神
が
栄
光
の
た
め
に
こ
の
善
悪
を

　
　
造
っ
た
か
、
そ
れ
が
究
極
的
に
被
造
物
に
善
で
あ
る
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
世
界
自
体
の
構
造
の
解
明
の
た
め
に
は
、
神
的
悟
性
と
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
つ
た
く
別
の
次
元
の
原
理
、
人
聞
理
性
に
と
っ
て
の
原
理
で
あ
る
善
悪
二
原
理
が
必
要
で
あ
る
（
P
剛
く
・
爵
。
・
）
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
神
的
悟
性
の
全
体
的
法
羅
が
部
分
の
事
実
の
真
偽
善
悪
を
決
定
す
る
の
に
対
し
、
べ
…
ル
は
そ
の
逆
を
い
う
。

　
　
こ
れ
は
神
の
被
造
物
へ
の
支
配
に
つ
い
て
の
対
立
で
あ
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
部
分
は
全
体
に
対
し
非
独
立
的
で
あ
り
、
ベ
ー
ル
で
は
独
立
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
造
物
は
神
の
支
配
の
内
で

　
　
の
み
存
在
す
る
か
、
ま
た
は
神
な
し
に
で
も
す
ま
し
う
る
存
在
な
の
か
の
対
立
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
論
争
は
、
神
が
被
造
物
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
創
造
し
た
か
、
被
造
物
そ
の
も
の
の
本
性
は
何
か
の
論
争
へ
と
移
行
す
る
。

（
1
）
　
二
つ
の
意
志
の
神
学
的
区
別
は
摂
理
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
　
一
般
化
し
て
神
の
最
善
の
理
性
的
選
択
に
も
適
用
さ
れ
る
（
O
旨
費
渉
こ
‘
や

　
認
e
。

（
2
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
こ
の
轍
界
に
善
が
な
く
悪
の
み
な
ら
ベ
ー
ル
氏
の
議
は
正
し
い
」
（
O
G
＜
H
■
b
◎
亀
．
）
と
い
う
が
、
べ
…
ル
に
よ
れ
ば
そ
の
通

　
り
で
「
い
か
な
る
境
遇
に
あ
る
人
も
不
満
を
も
つ
」
（
ρ
H
H
押
○
。
。
。
鱒
■
）
。

（
3
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
神
の
意
志
は
永
遠
真
理
の
領
野
の
諸
本
質
を
結
合
し
関
係
づ
け
る
「
比
較
す
る
知
性
と
嗣
一
し
（
○
盛
費

　
皆
こ
・
や
Q
。
臨
．
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
注
1
が
成
立
す
る
。

（
4
）
　
ベ
ー
ル
に
と
っ
て
神
の
業
は
ぎ
8
謹
唱
広
げ
2
謎
尋
竃
で
あ
る
が
、
人
間
理
性
が
事
実
の
王
国
に
適
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
結
論
は
明
証
で
理
解
可

　
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
ぎ
8
ヨ
℃
誌
｝
寒
気
8
δ
を
で
き
る
だ
け
な
く
そ
う
と
す
る
が
、
神
が
な
ぜ
世
界
を
別
様
に
で
は
な
く

　
こ
の
よ
う
に
造
っ
た
か
に
は
答
え
な
い
。
こ
の
問
は
彼
に
は
無
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
彼
の
解
明
は
す
べ
て
ぼ
o
o
ヨ
℃
議
ゲ
①
づ
ω
囲
謹
①
節
げ
。
・
◎
一
鎧

　
に
還
元
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
の
理
性
的
構
成
や
実
践
的
意
志
を
無
に
は
し
な
い
（
じ
d
費
ぴ
①
緊
ぴ
践
●
や
Q
。
⑩
◆
）
。
ベ
ー
ル
は
こ
れ
を
「
覇
に
晃
え
る

　
不
都
合
を
曖
昧
な
一
般
的
不
都
合
に
解
消
す
る
」
（
ρ
目
H
「
①
①
㊤
・
）
ご
ま
か
し
だ
と
い
う
。



（
5
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
り
、
ベ
ー
ル
の
議
論
は
國
じ
こ
と
の
「
う
ん
ぎ
り
す
る
」
」
ほ
ど
の
繰
返
し
で
あ
る
（
O
．
＜
ド
国
G
っ
O
）
。
ベ
ー
ル
は
相
手
の
論

　
証
の
一
つ
一
つ
の
段
階
を
経
験
的
事
実
に
還
元
す
る
。
こ
れ
は
論
証
の
理
性
的
構
成
を
否
認
し
、
経
験
に
よ
る
事
実
認
識
の
み
を
知
識
と
す
る
「
非

　
誓
学
」
（
諺
．
知
。
び
ぎ
簿
…
い
、
餌
覧
μ
眸
o
o
O
℃
瓢
。
缶
。
℃
．
ゆ
帥
《
冴
篇
。
く
二
二
♂
雛
℃
ぽ
｝
o
船
。
勺
7
印
9
ユ
。
鷺
鋤
Φ
ぴ
話
嵩
。
ぴ
。
露
血
。
ピ
魚
げ
艮
N
・
）
の
方
法
で
あ
る
。

三
創
造
の
実
現

　
　
　
　
　
　
　
　
王
　
形
而
上
学
的
悪
の
本
性

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
神
は
「
被
造
物
に
そ
の
内
に
も
っ
て
い
る
実
定
的
で
善
い
完
全
な
と
こ
ろ
を
常
に
与
え
」
（
ρ
≦
．
H
㌶
．
）

　
　
て
、
事
象
的
に
善
を
創
造
し
た
。
被
造
物
の
善
は
神
か
ら
受
け
た
事
象
的
完
全
性
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
完
全
性
は
、
も
し
無
限
で
あ
れ

　
　
ば
神
に
等
し
く
な
る
か
ら
、
無
隈
で
は
あ
り
え
な
い
。
根
源
的
確
完
全
性
を
も
つ
被
造
物
の
箏
象
的
完
全
性
に
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
が

　
　
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
綱
隈
が
あ
る
」
（
農
山
・
）
。
も
ち
ろ
ん
、
全
能
で
至
善
の
神
は
絶
対
的
な
事
象
的
完
全
性
を
与
え
る
が
、
被
造
物
は
そ

　
　
れ
を
受
け
ら
れ
ぬ
「
受
容
力
の
薄
端
」
（
（
｝
’
　
＜
H
曜
　
H
b
O
O
．
）
を
も
っ
て
い
る
。
　
こ
こ
に
事
象
的
不
完
全
が
生
じ
、
悪
が
事
象
化
さ
れ
る
。

　
　
　
悪
の
原
因
は
被
造
物
自
身
に
あ
る
。
被
造
物
は
事
象
的
に
善
と
悪
と
を
も
つ
が
、
こ
の
善
悪
の
合
成
を
神
か
ら
受
け
た
の
で
は
な
く
、

　
　
「
そ
の
内
に
混
じ
て
い
る
菩
が
細
物
で
あ
る
」
（
9
＜
H
電
ミ
ド
）
。
な
ぜ
な
ら
完
全
な
神
の
能
力
は
絶
対
的
に
「
有
」
に
陶
か
い
、
被
造
物

　
　
の
善
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
実
現
し
存
在
さ
す
ゆ
え
に
、
神
の
能
力
の
向
わ
ぬ
悪
は
有
で
は
な
く
「
欠
無
で
、
実
現
原
因
（
で
あ
る
神
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
の
な
し
え
ぬ
こ
と
」
（
（
｝
陰
　
く
回
．
　
ド
H
α
．
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
被
造
物
の
悪
の
本
性
は
、
各
の
被
造
物
の
も
つ
欠
無
的
性
格
に
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
神
の
み
が
無
か
ら
の
創
造
の
能
力
を
も
つ
。
と
こ
ろ
が
神
は
こ
の
能
力
を
制
限
し
て
被
造
物
に
完
全
性
と
不
完
金
性

　
　
を
与
え
た
。
し
か
し
、
世
界
に
お
け
る
被
造
物
の
不
完
全
性
は
、
　
「
わ
れ
わ
れ
の
機
械
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
力
を
少
し
し
か
も
た
ず
、

　
　
ま
た
は
力
を
使
わ
な
い
こ
と
に
得
す
る
不
完
全
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
宇
宙
の
機
構
に
存
す
る
不
完
全
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
少
し
し
か

　
　
完
全
性
を
も
た
ぬ
と
思
え
る
物
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
役
に
み
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
」
（
9
鱗
轡
①
α
G
。
「
）
。
被
造
物
が
神
に
比
し
て
不
完

338　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ペ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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全
で
あ
る
こ
と
は
、
神
々
ま
た
は
神
的
悟
性
を
も
つ
者
に
と
っ
て
の
み
悪
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
完
全
性
の
多
少
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
れ

を
感
じ
な
い
被
造
物
に
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
」
（
一
ぴ
凱
．
）
。
不
完
全
性
を
悪
と
す
る
の
は
、
神
と
被
造
物
と
を
岡
じ
と
考
え
る
こ

と
か
ら
生
じ
る
誤
で
あ
る
。

　
こ
の
世
界
で
の
悪
と
は
そ
れ
と
感
じ
る
被
造
物
に
と
っ
て
の
悪
で
あ
る
。
悪
の
本
性
は
、
被
造
物
が
本
性
上
も
つ
存
在
の
不
完
全
性
に

で
は
な
く
、
自
ら
の
不
完
全
を
不
満
と
し
怒
る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
（
）
噸
　
H
剛
門
9
　
α
q
窃
・
）
。
神
が
被
造
物
の
希
望
す
る
完
全
性
と
被
造
物
の
感
じ

な
い
不
完
全
性
と
を
与
え
な
い
で
造
っ
た
こ
と
に
悪
の
本
性
が
あ
る
。
被
造
物
か
ら
希
望
と
満
足
と
を
奪
い
去
っ
た
神
が
悪
の
原
因
で
あ

る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
被
造
物
が
神
の
賜
物
を
受
け
ぬ
こ
と
に
悪
が
あ
る
ゆ
え
に
、
悪
の
原
因
は
被
造
物
だ
け
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
被
造
物
が
善
に
な
る
に
は
、
自
身
に
よ
る
変
革
を
も
必
要
と
す
る
。
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
神
は
被
造
物
が
受
入
れ
う
る
よ
う
な
完
全
性

を
与
え
な
い
。
悪
の
本
性
は
神
が
被
造
物
を
晃
棄
て
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
造
物
は
神
に
よ
っ
て
し
か
善
に
な
り
え
な
い
。

　
こ
の
対
立
を
明
ら
め
る
た
め
に
は
、
善
の
実
現
を
め
ざ
す
被
造
物
の
本
性
は
侮
か
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
被
造
物
が

現
に
受
け
て
い
る
事
象
的
完
全
性
は
い
か
な
る
も
の
か
、
被
造
物
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
神
の
善
で
は
な
く
、
被
造
物
の

善
の
本
性
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
豆
　
形
而
上
学
的
善
の
本
性

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
実
現
原
因
と
し
て
、
そ
の
能
力
を
完
全
に
行
使
す
る
純
粋
な
能
動
作
用
を
も
つ
作
用
者
は
神
の
み
で
あ
る
。

被
造
物
は
受
動
的
で
あ
る
と
は
い
え
、
何
ら
か
の
完
全
性
を
も
つ
か
ぎ
り
「
や
は
り
能
動
作
用
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
一

（
O
．
＜
H
．
騰
『
）
。
な
ぜ
な
ら
「
被
造
物
の
か
く
か
く
の
受
容
性
ま
た
は
受
動
作
用
と
神
の
か
く
か
く
の
能
動
作
用
と
の
間
に
は
あ
る
関
係

が
あ
り
、
被
造
物
は
そ
の
受
容
力
に
応
じ
て
神
に
よ
り
完
全
化
さ
れ
る
」
（
一
ぴ
箆
．
）
か
ら
で
あ
る
。

　
被
造
物
は
神
の
完
全
性
と
能
動
作
周
と
を
制
限
さ
れ
て
は
い
る
が
受
容
し
て
い
る
。
被
造
物
の
受
動
作
用
は
舗
限
さ
れ
た
神
の
能
動
作



　
　
用
で
あ
る
。
こ
の
制
限
は
被
造
物
の
事
象
的
完
全
性
の
隈
界
で
あ
り
、
被
造
物
は
そ
の
内
で
の
み
能
動
作
用
を
も
つ
。

　
　
　
被
造
物
の
能
動
作
用
は
受
容
力
の
制
限
内
で
成
立
す
る
か
ら
、
能
動
作
用
の
変
化
は
そ
の
限
界
の
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
受
動

　
　
作
用
の
変
化
で
あ
る
。
被
造
物
に
お
い
て
は
能
動
作
用
と
受
鋤
作
用
、
完
全
性
と
欠
無
、
善
と
悪
と
は
網
版
的
で
相
互
依
存
の
関
係
に
あ

　
　
る
。
被
造
物
の
善
と
悪
と
は
絶
対
的
に
固
定
し
て
決
定
さ
れ
た
無
関
係
な
二
つ
の
事
象
で
は
な
く
、
善
の
変
化
は
悪
の
変
化
で
、
善
と
悪

　
　
と
は
互
に
移
行
し
う
る
（
○
・
＜
H
・
鵠
む
。
究
極
的
に
は
神
を
め
ざ
し
て
、
善
と
悪
と
の
間
に
変
化
し
移
行
し
う
る
作
用
者
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
被
造
物
の
善
の
本
性
が
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
被
造
物
の
存
在
が
も
つ
完
全
性
・
不
完
全
性
と
被
造
物
が
感
じ
る
善
悪
と
は
携
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
を
同
一
視

　
　
す
る
者
は
、
　
「
な
ぜ
岩
は
葉
や
花
を
も
た
ぬ
の
か
、
な
ぜ
植
物
は
動
け
ぬ
の
か
…
…
い
た
る
と
こ
ろ
に
か
か
る
不
平
が
生
じ
る
」
（
○
・
日
・

　
　
。
。
。
。
H
・
）
の
が
当
然
で
あ
る
と
思
い
、
　
「
被
造
物
は
神
と
隠
一
に
、
神
々
に
な
ら
ね
ば
満
足
し
な
い
だ
ろ
う
」
（
筐
餌
曾
）
と
結
論
す
る
だ
ろ
う
。

　
　
し
か
し
こ
れ
は
誤
で
あ
る
。
神
に
お
い
て
は
完
全
性
と
満
足
は
同
一
で
あ
る
が
、
被
造
物
に
お
い
て
は
異
な
る
。
　
「
天
国
に
い
る
天
使
や

　
　
聖
人
は
不
完
全
で
あ
る
が
、
悪
も
な
く
不
満
も
も
た
な
い
」
（
0
9
H
H
H
・
刈
O
Φ
・
）
。
し
か
し
被
造
物
が
或
る
こ
と
を
善
と
感
じ
る
か
否
か
は
究

　
　
極
的
に
は
神
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
被
造
物
が
た
と
え
不
発
全
で
あ
っ
て
も
完
全
で
あ
る
と
自
分
で
感
じ
る
よ
う
に
神
が

　
　
介
入
す
る
と
き
に
の
み
被
造
物
に
と
っ
て
の
善
が
成
立
す
る
。
不
完
全
な
被
造
物
が
善
を
感
じ
る
の
は
神
の
恩
寵
に
よ
っ
て
の
み
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
被
造
物
の
善
悪
は
相
関
的
で
作
用
的
な
概
念
で
、
善
悪
の
規
準
は
作
用
者
と
し
て
の
被
造
物
が
能
動
ま
た

　
　
は
受
動
の
ど
ち
ら
の
方
へ
変
化
し
つ
つ
あ
る
か
の
作
謂
方
向
で
あ
る
。
こ
の
作
用
の
変
化
は
純
粋
な
能
動
作
用
を
も
つ
神
を
極
隈
と
し
、

　
　
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
み
成
立
す
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
で
の
善
悪
は
、
あ
る
現
存
に
お
い
て
被
造
物
自
身
が
そ
れ
を
善
ま
た
は
悪
と
感
じ
る
か
否
か
に
依
存
す

　
　
る
。
し
か
し
被
造
物
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
現
存
と
し
て
実
現
さ
れ
る
の
は
神
に
よ
る
か
ら
、
被
造
物
の
善
悪
は
神
に
の
み
依
存
し
神
に

358　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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よ
り
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
対
立
は
、
被
造
物
の
善
悪
は
根
源
的
に
は
神
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
が
、
神
は
被
造
物
に
い
か
に
介
入
し
支
配
す
る
か
、
摂
理
に
つ

　
　
い
て
の
争
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
被
造
物
は
善
か
ら
悪
、
悪
か
ら
善
に
移
る
能
力
を
も
つ
か
否
か
、
被
造
物
の
能
力
は

　
　
何
か
、
す
な
わ
ち
被
造
物
自
身
の
本
性
は
何
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
皿
　
被
造
物
の
本
牲

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
悪
の
原
因
を
被
造
物
の
み
に
帰
し
て
悪
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
神
を
悪
の
傍
観
者
と
す
る
こ
と
に
な
る
（
○
・

　
　
鰻
・
。
。
O
ω
・
）
と
い
わ
れ
る
が
、
被
造
物
が
悪
を
克
服
し
善
に
な
る
た
め
に
神
は
「
必
要
な
す
べ
て
の
も
の
」
（
O
◎
＜
囲
．
b
。
凝
・
）
を
与
え
て
い

　
　
る
。
す
な
わ
ち
絶
対
的
な
欠
無
は
実
現
さ
れ
ぬ
か
ら
、
現
存
す
る
被
造
物
は
何
ら
か
の
完
全
性
、
善
を
実
現
す
る
能
動
作
用
を
も
っ
て
い

　
　
（
3
）

　
　
る
。
被
造
物
は
自
ら
が
原
因
と
な
っ
て
悪
に
い
る
と
き
に
も
、
善
へ
の
可
能
的
志
向
を
常
に
も
ち
、
悪
に
止
ま
る
こ
と
も
善
に
変
化
す
る

　
　
こ
と
も
で
き
る
「
塵
由
」
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
被
造
物
は
無
隈
に
自
由
で
無
限
に
善
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
は
神
々
を
欲
せ
ず
、
不
完
全
な
被
造
物
を
造
っ
た
か

　
　
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
被
造
物
は
相
互
に
可
能
な
か
ぎ
り
自
由
で
あ
り
、
最
善
を
実
現
し
世
界
に
普
遍
的
調
和
が
成
立
す
る
か

　
　
ぎ
り
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
は
い
う
。
神
は
金
丹
全
能
で
あ
る
か
ら
、
善
悪
を
感
じ
る
被
造
物
の
本
性
を
必
然
的
に
決
定
し
て
い
る
。
同
時
に
神
は
至
善
で

　
　
あ
る
か
ら
、
被
造
物
を
必
然
的
に
善
に
造
っ
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
被
造
物
は
事
実
と
し
て
の
悪
を
感
じ
る
。
し
か
し
神
の
善
悪
と
被
造
物
の
善
悪
は
異
な
る
か
ら
、
こ
の
悪
の
解
明
は
被
造
物

　
　
に
求
め
ら
れ
る
。
被
造
物
は
神
の
創
造
し
た
無
限
な
事
実
に
つ
い
て
無
知
で
あ
る
。
そ
し
て
有
限
な
一
期
分
を
晃
て
全
体
と
思
い
誤
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
そ
の
内
で
の
善
悪
だ
け
を
感
じ
る
。
そ
し
て
神
が
そ
こ
に
真
理
と
し
て
示
し
て
い
る
は
ず
の
真
の
誼
量
心
を
認
識
せ
ず
、
部
分
を
全
体
と
す

　
　
る
「
好
都
合
な
想
像
力
」
（
（
）
骨
　
H
H
目
。
　
網
G
Q
O
e
）
に
よ
っ
て
自
分
勝
手
な
善
を
決
定
す
る
自
由
を
も
つ
こ
と
か
ら
や
が
て
悪
が
生
じ
る
。
被
造



　
　
物
は
真
理
を
見
ず
、
誤
謬
の
事
実
に
基
い
て
、
善
を
悪
、
悪
を
善
と
感
じ
る
「
誤
る
自
由
」
を
も
つ
。

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
神
の
善
を
究
極
的
闘
的
と
し
て
、
世
界
の
内
で
悪
か
ら
善
へ
進
む
が
、
神
が
世
界
を
支
配
す
る
理
性
的
法

　
　
則
に
従
っ
て
の
み
善
を
志
向
す
る
自
覚
的
自
由
が
被
造
物
の
本
性
で
あ
る
。
し
か
し
善
は
一
挙
に
達
し
え
な
い
。
そ
こ
で
世
界
に
は
善
と

　
　
低
度
の
善
す
な
わ
ち
悪
と
が
あ
る
。

　
　
　
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
被
造
物
は
有
限
な
能
力
に
よ
っ
て
有
限
な
諸
事
実
か
ら
な
る
相
対
的
世
界
を
決
定
す
る
任
意
な
自
由
を
も
つ
。
そ

　
　
れ
が
被
造
物
の
本
訴
で
あ
る
。
有
限
で
相
対
的
な
世
界
の
な
か
で
の
み
被
造
物
の
感
じ
る
善
悪
が
あ
り
、
新
し
い
事
実
に
よ
り
新
し
い
世

　
　
界
が
生
ず
れ
ば
、
こ
の
善
悪
は
変
化
す
る
。
二
人
の
対
立
は
、
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
の
論
争
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
1
神
の
完
全
性
の
内

　
　
の
人
間
の
自
由
、
2
人
閥
自
身
に
お
け
る
人
間
の
自
由
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
対
立
す
る
。

　
　
　
一
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
い
う
。
神
が
許
し
た
人
間
の
自
由
か
ら
生
じ
る
悪
は
、
こ
の
世
界
に
変
化
を
与
え
、
世
界
を
不
完
全
に
し
た
。

　
　
し
か
し
こ
れ
は
神
の
不
完
全
を
意
味
し
な
い
。
神
は
「
変
化
に
翫
ん
だ
世
界
を
構
成
す
る
不
等
に
限
定
さ
れ
た
諸
存
在
」
の
多
様
の
聞
に

　
　
法
則
を
示
す
こ
と
に
よ
り
善
と
栄
光
を
実
現
す
る
。
神
の
完
全
性
は
人
問
の
自
由
を
越
え
て
、
論
叢
が
そ
の
自
由
を
い
か
に
行
使
し
よ
う

　
　
と
も
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
が
神
の
完
全
性
に
対
立
す
る
人
聞
の
自
由
に
つ
い
て
彼
が
与
え
た
知
的
な
解
で
あ
る
。

　
　
　
べ
～
ル
の
知
的
な
解
は
よ
り
簡
明
で
あ
る
。
人
間
の
自
由
か
ら
世
界
に
善
悪
が
生
じ
る
が
、
そ
れ
は
神
の
善
悪
と
異
な
る
。
そ
れ
ゆ
え

　
　
正
し
い
信
仰
を
も
つ
者
は
神
の
善
悪
を
知
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
の
善
悪
が
正
し
い
信
仰
の
善
悪
や
神
の
善
を
乱
す
こ
と
は
な
い
。

　
　
　
二
人
の
対
立
は
、
神
を
知
的
法
則
の
原
理
と
み
る
か
、
反
理
的
な
信
仰
の
対
象
と
み
る
か
に
あ
る
。

　
　
　
2
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
自
由
は
未
来
へ
の
志
向
に
あ
る
。
現
在
、
悪
で
あ
ろ
う
と
善
に
も
な
り
う
る
「
可
能
性
に
お

　
　
け
る
自
由
」
が
あ
る
。
し
か
し
現
在
に
自
由
は
な
い
。
入
間
が
す
で
に
自
由
に
決
定
し
現
崔
に
実
現
し
た
善
と
悪
と
は
、
神
の
普
遍
的
法

　
　
則
の
要
素
と
し
て
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
自
覚
的
自
由
の
根
底
に
は
、
推
論
を
法
則
的
に
進
め
う
る
論
証
的
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
解

肝
性
が
あ
る
。

8　
　
　
　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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八

　
べ
｝
ル
は
い
う
。
人
間
の
自
由
は
現
在
に
あ
る
。
人
間
は
、
あ
る
事
実
を
善
と
経
験
す
る
と
き
、
そ
れ
と
矛
盾
せ
ず
に
聯
関
す
る
諸
事

実
か
ら
形
成
さ
れ
る
一
つ
の
世
界
を
造
る
自
由
を
も
つ
。
し
か
し
、
あ
る
事
実
を
善
ま
た
は
悪
と
し
て
経
験
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
よ

り
広
い
劉
の
世
界
で
う
け
る
変
化
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
事
実
は
人
間
に
と
っ
て
本
当
に
善
と
も
、
悪
と
も
決
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

問
は
現
在
に
お
い
て
、
あ
る
事
実
を
善
と
も
悪
と
も
決
定
し
な
い
で
す
ま
し
う
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
人
間
の
自
由
は
過
去
に
も
未
来
に
も
な
い
。
過
去
や
未
来
の
事
実
が
未
決
定
で
あ
る
の
は
無
知
な
人
間
に
と
っ
て
で
あ
り
、
紳

に
お
い
て
は
必
然
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
未
来
に
向
か
っ
て
尽
る
事
実
を
悪
か
ら
善
へ
任
意
に
変
化
さ
せ
る
自
由
を
人
闘
は
も
た
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ベ
ー
ル
の
自
由
の
根
底
に
は
、
人
間
の
無
知
と
誤
謬
、
理
性
そ
の
も
の
へ
の
不
信
が
あ
る
。

　
こ
こ
で
二
人
の
対
立
は
新
し
い
段
階
に
移
る
が
、
そ
れ
は
以
上
の
論
議
の
内
で
明
ら
か
に
な
っ
た
内
的
指
金
を
通
じ
て
要
求
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
議
論
の
根
本
原
理
は
神
の
完
全
性
の
擁
護
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
的
悟
性
の
必
然
的
覆
車
が
一
切
の
事
象
を
規
定
し
て

い
る
こ
と
の
論
証
の
要
求
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
神
は
最
善
世
界
の
選
択
に
お
い
て
慮
由
を
許
し
た
。
そ
こ
で
世
界
の
事
象
は
偶
然
的
で
、

世
界
を
支
配
す
る
神
の
法
則
は
「
絶
対
」
必
然
的
で
な
く
な
り
、
世
界
の
法
則
は
偶
然
的
な
「
被
造
物
の
本
性
そ
の
も
の
を
考
慮
し
て
」

（
ρ
錘
二
玄
瓢
も
’
ω
認
■
）
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
法
弟
は
本
性
上
「
先
天
的
に
論
証
不
可
能
な
」
（
帥
ぼ
昏
）
法
則
で
あ
る
。
自
・
田

が
事
象
を
偶
然
化
し
、
世
界
の
法
則
が
論
証
し
え
な
い
以
上
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
は
成
立
し
な
い
。

　
ベ
ー
ル
の
議
論
の
霞
発
点
は
、
神
と
神
に
劇
戦
さ
れ
人
間
に
啓
示
さ
れ
た
事
実
と
の
絶
対
的
確
実
性
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
人
間
の
自

由
は
、
こ
の
事
実
を
無
視
ま
た
は
故
意
に
晃
誤
る
の
を
可
能
に
し
た
。
事
実
に
は
正
し
い
事
実
と
誤
れ
る
事
実
と
が
あ
る
。
経
験
的
事
実

の
確
実
性
が
否
定
さ
れ
た
以
上
は
、
ベ
ー
ル
の
論
は
無
力
で
あ
る
。

　
こ
の
矛
盾
は
二
人
に
新
し
い
閥
題
、
上
述
の
一
と
2
と
の
関
係
、
人
間
の
自
由
を
認
め
た
う
え
で
神
が
そ
れ
に
い
か
に
介
入
す
る
か
、

神
の
支
配
を
認
め
な
が
ら
人
離
は
な
お
（
神
に
対
し
て
も
）
自
由
を
も
つ
か
、
換
書
す
れ
ば
神
の
摂
理
と
人
間
の
自
由
意
志
と
の
関
係
、



精
神
的
悪
の
問
題
の
解
決
を
要
求
す
る
。

（
1
）
　
欠
無
と
は
、
　
一
般
的
に
被
造
物
が
神
の
完
全
性
を
も
た
ぬ
こ
と
で
は
な
く
、
具
体
的
に
各
霊
寺
に
特
有
な
完
全
牲
の
欠
如
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

　
不
完
全
性
に
は
、
宇
宙
の
部
分
が
全
体
の
調
和
に
従
属
す
る
と
の
猫
溢
。
瓢
鴛
。
乞
搭
9
0
巳
ρ
¢
o
に
よ
る
部
分
の
不
完
全
と
、
悪
を
許
容
す
る
神
の
協

　
働
と
い
う
鑓
貯
。
づ
ヨ
無
巷
ξ
。
・
5
些
。
に
よ
る
訳
無
と
の
二
種
が
あ
る
（
の
把
⇔
二
窯
鐸
や
G
。
α
◎
）
。

（
2
）
　
「
被
造
物
の
完
全
性
は
常
に
新
し
い
完
全
性
へ
の
傾
向
に
あ
る
」
（
○
毎
貸
静
凱
．
や
ら
。
し
。
◎
）
、
「
欠
如
は
欠
無
的
で
際
限
よ
り
生
じ
新
た
な
欠
画

　
に
向
か
う
篇
（
（
｝
．
　
ノ
N
H
．
　
國
b
⊃
邸
．
）
。
こ
の
よ
う
に
被
造
物
の
現
存
は
作
用
的
で
あ
る
。

（
3
）
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
絶
対
的
に
見
棄
て
ら
れ
た
も
の
」
（
の
ゼ
＜
U
卜
。
お
U
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
考
え
は
地
獄
を
練
獄
に
変
え
る
オ
リ
ゲ
ニ
ス
み

　
の
異
端
で
あ
る
、
と
ベ
ー
ル
は
非
難
す
る
（
ρ
目
H
囲
．
o
o
①
9
）
。

（
4
）
　
一
部
分
を
見
て
そ
れ
だ
け
に
よ
り
全
体
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
ベ
ー
ル
が
最
も
批
判
し
攻
撃
し
た
立
場
で
あ
る
（
○
■
員
ピ
黛
ト
σ
■
お
よ
び
O
馨
5
戸
δ

　
σ
q
伽
潜
騨
巴
Φ
餌
①
一
、
国
…
斡
。
搾
¢
篇
¢
O
巴
く
ぎ
げ
ヨ
。
瓢
㊦
竃
磐
属
¢
。
ぎ
げ
。
臼
蓋
「
）
。
そ
れ
は
「
偏
見
」
で
あ
る
。
彼
は
人
闘
の
本
性
の
否
定
で
き
ぬ
が
克
服
す

　
べ
き
弱
点
を
そ
こ
に
見
た
。

（
5
）
　
人
間
は
真
理
を
得
ら
れ
ぬ
に
し
て
も
偏
見
に
陥
ら
ぬ
自
軍
、
響
断
差
控
え
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
（
ρ
訂
H
．
ド
O
e
）
。

（
6
）
　
ベ
ー
ル
の
懐
疑
は
、
理
性
に
よ
り
す
べ
て
を
疑
い
、
疑
い
え
ぬ
真
理
を
発
見
す
る
方
法
的
懐
疑
で
は
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
へ
の
懐
疑
で
あ
り
、

　
否
定
的
カ
タ
ル
シ
ス
的
懐
疑
で
あ
る
（
圃
．
出
．
℃
O
覧
ハ
ぎ
”
蒙
①
議
o
b
d
p
。
図
8
、
ω
唱
冨
8
ぎ
目
馨
ン
8
欝
窪
蔓
ω
o
①
℃
節
。
三
隅
）
。

四
　
帰

結

839

　
一
つ
の
帰
結
を
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
合
理
神
学
者
た
ち
は
、
究
極
的
に
は
儒
仰
の
真
理
を
前
提
し
、
こ
の
真
理
の
解
明
の
手
段
と
し
て
の
み
理
性
の
使
用
を
認
め
る
。
し
か

し
彼
ら
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
推
論
を
進
め
て
も
、
な
お
理
性
を
越
え
る
奥
義
が
あ
り
、
そ
れ
を
普
通
の
理
性
と
は
異
な
る
高
次
な
理
性
で

あ
る
信
仰
に
よ
る
真
理
と
認
め
て
、
信
仰
理
姓
の
合
致
を
説
く
右
派
と
、
理
性
に
反
す
る
奥
義
を
否
定
し
つ
つ
、
も
し
理
性
の
否
定
し
え

ぬ
奥
義
が
あ
れ
ば
、
残
る
べ
き
最
小
数
を
真
の
奥
義
と
認
め
る
左
派
と
に
分
れ
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
ベ
ー
ル

四
九
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
推
論
の
彼
方
に
だ
け
信
仰
を
お
く
右
派
で
も
、
特
定
の
奥
義
に
だ
け
信
仰
を
認
め
る
左
派
で
も
な
い
。
彼
は
神
の

完
全
性
や
神
的
悟
性
の
必
然
的
法
則
を
明
ら
め
る
の
が
理
性
の
論
証
で
あ
る
と
考
え
る
。
理
性
は
常
に
信
仰
と
と
も
に
あ
り
、
信
仰
に
支

え
ら
れ
て
推
論
す
る
。
理
性
の
誤
り
は
直
ち
に
信
仰
に
よ
り
正
さ
れ
、
信
仰
を
離
れ
た
理
性
は
推
論
し
え
な
い
。
信
佛
が
理
性
に
そ
の
道

を
備
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
徹
底
し
て
合
理
的
な
論
議
を
大
胆
に
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
適
用
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
、
理
性
に
反
す
る
奥
義
を
否
定
す
る
左
派
で
も
、
黒
塗
理
性
の
合
致
を
求
め
る
右
派
で
も
な
い
。
彼
は
、
理
性
に
反
す
る
こ

と
は
信
仰
の
真
理
を
傷
け
な
い
、
む
し
ろ
儒
仰
は
理
性
の
廃
虚
の
上
に
た
て
ら
れ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
信
仰
は
理
樵
を
利
用
せ
ず
、
ま

た
理
毯
は
信
仰
へ
の
過
程
で
は
な
い
。
彼
の
い
う
信
仰
は
理
性
を
通
じ
て
の
信
仰
で
は
な
く
、
神
か
ら
の
信
仰
で
あ
り
、
彼
の
い
う
理
性

は
信
仰
と
劉
に
な
り
、
信
仰
と
離
れ
て
存
続
す
る
理
性
で
あ
る
。
こ
の
理
牲
は
、
自
身
が
犯
す
誤
謬
と
自
身
の
能
力
の
限
界
を
知
り
、
自

ら
を
廃
虚
と
す
る
理
性
（
彼
は
こ
れ
を
煙
毒
剤
に
比
較
す
る
）
で
あ
る
。
こ
の
自
己
否
定
的
な
理
性
は
、
信
仰
で
も
理
性
で
も
な
い
新
し

い
批
判
的
原
理
を
生
む
で
あ
ろ
う
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
求
め
た
の
は
、
人
々
が
認
め
る
か
否
か
に
よ
ら
ず
自
身
で
存
在
す
る
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
普
遍
的
キ
リ
ス
ト
教
の

教
義
へ
の
信
仰
と
、
こ
の
真
理
を
示
す
た
め
に
、
合
理
的
諸
法
鰯
の
調
和
的
秩
序
を
論
証
し
て
す
べ
て
の
入
々
を
承
服
さ
せ
る
普
遍
的
な

理
性
の
体
系
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
の
超
越
性
と
神
の
支
配
性
と
を
含
む
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
絶
対
性
の
要
請
で
あ
る
。
常
に
背
後
に

か
か
る
神
を
考
え
た
の
で
、
彼
は
安
心
し
て
、
理
性
を
捨
て
も
せ
ず
に
正
統
派
の
信
仰
に
入
る
こ
と
も
、
信
仰
を
捨
て
も
せ
ず
に
合
理
主

義
者
に
な
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
ベ
ー
ル
は
、
信
仰
の
正
し
さ
を
示
す
推
論
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
推
論
の
正
し
さ
は
信
仰
の
正
し
さ
を
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
信
仰

の
証
は
、
神
が
啓
示
す
る
歴
史
的
事
実
に
あ
る
。
誤
れ
る
推
論
か
ら
対
立
が
生
じ
た
と
き
は
、
神
の
審
判
を
ま
つ
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
は
、
人
問
は
理
性
や
良
心
の
示
す
真
理
を
絶
対
化
せ
ず
、
各
の
立
場
の
真
ら
し
さ
を
認
め
て
相
互
に
寛
容
す
る
他
は
な
い
。
彼
の
結
論

は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
多
く
の
宗
教
の
な
か
の
一
つ
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
宗
教
の
真
理
か
ら
定
言
的
性
格
を
奪
い
、
歴
史
的
現
象



と
し
て
評
価
す
べ
き
こ
と
を
志
向
す
る
が
、
そ
こ
ま
で
に
は
、
な
お
多
く
の
藤
折
が
あ
る
。
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T｝E｛E　OUTLINES　OF　THE　MAIN一・

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

η～80U彦lineげsuch伽article　as　aPl＞etZrs　in〃Z・rθ’肋；・πθnumberげ砺5

mag・α珈θゼ5彦。ろe　given　together　with訪81ast　instalmentげthe　article。

　　　Leibniz　et　Bayle

sur　le　mal　m6taphysique

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　AKio　lwatsubo

　　Lorsque　notre　fo’i’　nous　enseigne　que　Dieu　est　1’Etre　infiniment　parfait，

notre　raison　nous　montre　que　les　creatures　que　Dieu　parfait　a　cr66es　dkne

mani6re　la　plus　parfaite　sont　imparfaites．　ll　nous　semble　que　la　v6rit6　de

Ia　foi　ne　peut　s’accorder　avec　la　v6rit6　de　la　xaison．　La　question　（le　la

conformite　de　la　foi　avec　la　raison　est　le　noeud　de　］a　controverse　sur　le

mal　m6taphysique．

　　Leibniz　pr6tend　que　la　raison　humaine　est　la　raison　d6monstrative，　et　que

l’on　poun’a　toujours　arriver　a　la　connaissance　de　D1eit　quand　on　suivra　la

d6monstration　de　la　raison　avec　un　d6sir　ardent　de　la　v6rit6．　ll　en　conclut

que　1’entendement　dlvin　et　la　raison　humaine　sont　homog6nes．

　　Bayle　dit　que　la　raison　hurnaine　aime　la　dispute，　qu’elle　entasse．objections

sur　objections　et　ne　sait　o“　s’arreter．　ll　en　conclut　que　1’entendement　infini

de　Dieu　n’a　rien　de　commun　avec　la　raison　finie　de　1’homme．

　　Leibniz　nie　absolument　1’existence　de　la　v6rit6　qui　est　contraire　a　la　raison；

il　est　rationaliste．　Mais　il　admet　’tacitement　que　la　raison　humaine　ne　peut

raisonner　r6gulierement　que　sous　la　directlon　de　1’entendement　divln，　c’est－b－

dire，　de　la　foi．　Le　rationalisme　de　Leibniz　ne　peut　subsister　sans　pr6sup－

poser　le　gouvernement　absoiu　de　Dieu　chr6tien．

　　Bayle　avoue　que　notre　foi　et　notre　raison　ont　chacune　leur　propre　verit6，

et　que　ces　deux　sortes　de　v6rit6s　se　contedisent．　ll　est　sceptique．　Cependant

1



il’

@confesse　que　settle　la　foi　6tablie　sur　la　ruine　de　la　raison　est　la　v6ritab｝e

foi，　Au　fond　du　coeur，　il　est丘d6iste，　mais磁6三ste　daRgereux　pour　la　religion

chr6tlenne．

Aristotle’s　IRterpretation　of　Plato

　　　　　　　　　in　his　Early　Works

with　special　reference　to　his　Fragments

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b2　Shigeru　Kawata

　　We　have　now之wo　oPPoslte　views　of　interpretation　conce翻ng　Aristotle’s

attitude　towards　Platonism．　One　is　Wemer　Jaeger’s，　widely　known　as　his

entwicklangsgeschichtlic／ze　Anschauung．　The　other　is，　like　Harold　Cherniss’，　that

Aristotle　could　not　understand　the　true　issue　of　？lato’s　philosophy　and　did

nothing　but　criticize　it　without　any　consistency　in　his　own　system．　To　test

the　legitimacy　of　these　two　views，　we　can　make　use　of　the　extant　remains

of　Aristotle’s　dialogues　and　his　fragments　on　the　theory　of　ldeas，　which

clearly　reflect　his　attitude　towards　his　master　in　the　prime　of　his　youth．

　　So　far　as　his　trea伽ent　about　Plato’s　theor三es　of　soul　and　of　Ideas　is　con－

cerned，　we　may　remarl〈　on　the　following　points　：

　　1．　The　Pessimism　permeating　Eudemus，　said　to　be　（by　W．　Jaeger）　a　distinct

trace　ot’　Platonism，　is　not　the　central　message　of　Pltaedo，　the　theme　of　which

is　followed　in　Eudemus．　Rather，　here　we　can　perceive　Aristotle’s　somehow

tendentious　treatment　of　the　theme　of　Phaedo．

　　2．　Aristotle　used　the　term　voEg　instead　of　¢vzh　to　indicate　the　distinctive

faculty　of　sou｝．　Here　we　notice　his　well－thought　out　treatment　in　sharp

definition，　which　illustrates　his　mastery　oi　Plato’s　later　theory　of　soul．

　　3・　In　his　treatment　of　the　so－cailedψこ｝Zカー凌ρμoンぎαarguエnent玉n　contrast　tO

PIato’s，　we　observe　a　germ　of　his　own　characteristic　way　of　thinl〈ing　which

will　later　be　formulated　into　the　theory　of　obaia．

　　4，　Some　passages　in　llepE　166cov　as　well　as　in　．PVotreLPticus　show　clearly

that　fitristotle　was　well　versed　in　certain　features　of　Plato’s　ldea，　such　as

dE2　o”v，　zcr，oa（Seer，．ta’，　ic．ae’　a6T6　and　others．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


