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如
何
な
る
意
志
も
、
必
ず
何
ら
か
の
行
為
も
し
く
は
状
態
を
創
り
娼
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
而
も
行
為
な
る
も
の
が
、
特
定
の
結
果
と
そ

れ
に
伴
う
主
体
の
感
覚
状
態
と
を
生
ぜ
ず
し
て
在
り
得
ぬ
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
の
言
う
質
料
を
欠
如
し
た
行
為
を
、

人
間
の
具
体
的
行
為
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
併
し
具
体
的
行
為
も
尚
、
人
間
実
践
の
全
体
を
尽
く
す
も
の
な
の
で
は
な
い
。

　
ま
さ
に
こ
の
点
に
係
わ
る
も
の
が
、
実
践
的
原
則
は
欲
求
能
力
の
対
象
か
ら
導
か
れ
得
ぬ
と
い
う
カ
ン
ト
の
根
本
命
題
で
あ
る
。
我
々

人
間
の
直
接
的
欲
求
は
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
本
性
的
な
欠
如
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
而
も
我
々
人
間
に
あ
っ
て
傾
向
性
は

何
よ
り
も
先
づ
コ
つ
の
体
系
」
を
成
し
て
お
り
、
幸
福
の
名
の
下
に
総
括
さ
れ
る
状
態
を
そ
れ
自
体
の
た
め
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
そ

の
限
り
理
性
が
乎
段
化
さ
れ
て
実
践
的
で
あ
り
、
一
つ
の
意
志
を
そ
こ
で
構
成
す
る
と
し
て
も
、
我
々
の
意
志
は
語
聾
性
に
よ
っ
て
限
定

さ
れ
、
客
体
的
限
定
を
受
け
て
い
る
と
蓄
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
元
来
、
行
為
は
特
定
の
結
果
を
創
ら
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
と
し
て
制
作
で
あ

り
、
技
術
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
併
し
行
為
が
結
果
の
達
成
に
お
い
て
自
殺
を
完
成
す
る
こ
と
は
、
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
実
現
さ
れ
た

結
果
の
う
ち
に
行
為
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
而
も
技
術
の
消
滅
、
従
っ
て
叉
主
体
性
の
喪
失
は
、
結
…
呆
に
お
い
て

の
み
な
ら
ず
、
結
果
生
成
の
過
程
の
野
里
網
で
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
行
為
は
、
結
果
の
生
成
過
程
に
外
な
ら
ぬ
と
見
倣
さ
れ

得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
行
為
は
結
果
す
る
鉱
物
の
従
う
自
然
法
濁
流
を
離
れ
て
は
在
り
得
ず
、
唯
自
然
法
品
性
に
従
っ
て
の
み
為
さ

　
　
　
睡
的
の
圏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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哲
一
脚
ず
研
究
　
　
第
四
菖
九
十
一
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一二

ﾘ

れ
得
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
主
体
は
自
然
へ
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
巳
を
実
現
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
行
為
が
か
く

理
解
さ
れ
る
限
り
本
来
の
主
体
が
問
題
と
な
り
得
ぬ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
行
為
主
体
が
主
体
と
し
て
特
記
さ
れ
る
の
は
、
結
果
生
成

の
方
向
づ
け
を
行
な
う
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
生
成
の
手
段
選
択
は
霊
体
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
客
体
が

自
ら
必
然
的
に
手
段
を
決
定
し
、
白
黒
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
は
主
体
は
主
体
と
し
て
の
自
已
の
全
体
性
を
現
し
得
ぬ
で
あ
ろ

う
。
更
に
、
主
体
の
霞
的
貴
意
が
自
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
行
為
が
主
体
の
行
為
と
謡
わ
れ
る
所
以
は
全

く
消
失
し
て
了
う
の
で
あ
る
。
騒
篤
信
建
に
際
し
て
選
択
の
余
地
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
欲
求
能
力
が
快
に
よ
っ
て
行
為
即
ち
鰐
象
実
現

へ
規
定
さ
れ
て
お
れ
ば
、
欲
求
が
如
何
に
高
尚
な
名
で
呼
ば
れ
よ
う
と
、
本
来
「
同
一
種
の
も
の
」
で
あ
り
、
自
巳
愛
ω
鉱
ぴ
ω
憩
①
ぴ
①
、
慮

已
幸
福
Φ
飼
魯
⑦
○
冨
。
訂
塾
α
q
開
魚
油
の
原
理
に
従
う
と
理
解
さ
れ
る
限
り
、
こ
れ
は
欲
求
能
力
の
受
黒
影
規
定
を
止
揚
し
得
ず
、
人
間
を
自

然
的
存
在
者
の
段
階
か
ら
超
越
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
。
枳
就
労
し
分
裂
せ
る
二
つ
の
囲
的
が
何
れ
も
主
体
の
ノ
ッ
ピ
キ
な
ら
ぬ
満
配

表
現
と
な
り
得
る
場
合
に
そ
の
何
れ
か
を
選
び
取
る
こ
と
、
即
ち
主
体
の
全
体
的
自
已
限
定
あ
っ
て
始
め
て
本
来
的
主
体
が
立
つ
の
で
あ

る
。
客
体
的
限
定
を
許
さ
ぬ
か
か
る
内
面
的
自
由
が
決
断
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
決
断
に
よ
っ
て
の
み
主
体
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
根
本
命
題
か
ら
一
つ
の
決
定
的
帰
結
が
導
か
れ
る
。
即
ち
実
践
原
則
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
理
性
自
身
が
根
源
的
に
欲
求
能
力
を

規
定
す
る
、
つ
ま
り
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て
直
接
に
実
践
的
で
あ
る
こ
と
以
外
に
在
り
得
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
晴
意
志
規
定

は
理
性
の
純
粋
な
自
発
性
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
純
粋
意
志
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
、
　
一
切
の
意
志
は
必
然
的
に
対
象
を
有
す

る
が
、
純
粋
意
志
は
も
は
や
経
験
的
な
欲
求
対
象
を
含
み
得
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
ホ
性
に
は
確
か
に
、
欠
如
性
に
基
づ
く
自
然
的
欲

求
を
常
に
前
面
に
押
し
押
し
そ
の
意
図
を
実
現
す
る
よ
う
な
格
率
を
意
志
に
強
要
す
る
面
が
あ
る
が
、
併
し
又
、
格
率
を
理
性
的
規
準
に

よ
っ
て
評
価
し
、
そ
れ
を
是
認
も
し
く
は
揮
否
す
る
こ
と
も
そ
の
本
性
に
属
す
る
と
言
え
る
。
勿
論
そ
の
規
準
は
単
に
普
遍
的
合
法
則
性

と
い
う
形
式
的
契
機
以
外
に
は
在
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
理
性
が
意
志
に
対
し
て
普
遍
的
法
諺
を
不
可
欠
の
鋼
約
と
し
て
規
定
す
る
時
始

め
て
、
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
導
出
さ
れ
る
純
粋
実
践
理
性
の
原
翔
に
よ
っ
て
、
積
極
的
意
味
で
の
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理
性
意
志
の
因
果
性
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
行
為
が
そ
れ
自
身
の
内
颪
に
お
い
て
客
体
的
限
定
か
ら
自
由
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
客
体
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夢

も
限
定
す
る
主
体
的
自
已
限
定
の
場
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
本
来
的
意
味
で
の
実
践
原
簿
は
純
粋
理
性
の
根
源
的
立
法
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
生
ず
る
。
こ
の
立
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
理
性
が
可
能
的
な
普
遍
的
立
法
形
式
を
端
的
に
格
率
・
の
制
約
と
な
し
、
理
性
駒
存
在
者
を
彼
の
格
率
に
よ
り
、
　
一
切
の
理
性
的
存
在

者
の
意
志
に
対
し
て
立
法
的
な
ら
し
め
る
よ
う
義
務
づ
け
る
と
い
う
理
性
の
純
粋
な
熱
発
性
の
み
に
基
づ
い
て
い
る
。
自
律
諺
葺
0
8
ヨ
欝

と
は
、
個
別
主
体
の
格
率
を
厳
密
な
普
遍
妥
当
性
と
い
う
鋼
約
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
が
問
題
と
し
て
い
る

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
は
、
　
一
切
の
理
性
的
存
在
者
に
妥
当
す
る
理
性
的
存
在
者
一
般
の
本
質
法
則
な
の
で
あ
る
。
絶
対
的
存
在
老
に
と
っ
て
は
神
塗
性

寓
亀
飼
冨
評
の
法
則
で
あ
る
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
が
、
有
限
な
欠
如
的
存
在
者
ぴ
鼠
弩
顕
σ
q
虚
名
①
ω
窪
に
と
っ
て
は
、
定
言
命
令
の

形
式
を
採
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
当
為
は
飽
く
ま
で
も
道
徳
律
の
派
出
的
第
二
次
約
形
式
な
の
で
あ
り
、
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
意

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

志
の
不
完
全
性
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
形
式
に
過
ぎ
な
い
。
根
本
的
に
は
道
徳
律
は
純
粋
理
性
意
志
そ
の
も
の
の
存
在
法
則
な
の
で
あ
る
。

　
旨
し
、
以
上
の
叙
述
は
未
だ
微
底
的
理
解
の
可
能
性
を
開
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
形
式
性
の
薗
が
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の
半
面
に
過

　
（
識
）

ぎ
ず
、
全
く
基
本
的
な
、
　
「
実
践
的
独
断
的
形
禰
上
学
篇
の
核
心
を
含
む
実
質
的
側
面
に
触
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
禰
も
、
形
式
と

実
質
と
一
　
面
的
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
両
者
を
そ
の
必
然
的
連
関
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
（
註
）
　
カ
ン
ト
の
思
想
は
決
し
て
堺
謂
形
式
主
義
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
形
式
主
義
」
と
し
て
批
判
し
去
る
の
は
、
分
析
論
第
一
箪
を
カ
ン
ト
思

　
　
　
想
の
全
体
と
取
り
違
え
る
こ
と
、
い
や
本
来
は
そ
の
箪
惣
体
の
無
理
解
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
道
徳
律
が
本
質
的
に
内
含
す
る
実
質
が
「
道

　
　
　
徳
形
爺
上
学
」
で
は
決
定
的
役
罰
を
演
じ
て
お
り
、
「
実
践
理
姓
批
判
」
「
道
徳
誓
学
」
に
お
い
て
も
そ
れ
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
而
も
遊
徳
律
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
重
囲
命
令
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
正
確
な
理
解
は
、
カ
ン
ト
の
思
想
が
単
に
厳
粛
主
義
な
ど
と
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ち
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し

　
　
　
筈
で
あ
る
。
（
o
h
窯
・
旨
℃
葺
。
⇒
”
8
ぴ
㊦
O
象
。
σ
q
o
ユ
。
巴
一
ヨ
℃
貧
象
ぞ
。
”
噂
・
扁
①
）
そ
し
て
こ
れ
は
、
目
的
の
国
と
い
う
一
つ
の
世
界
の
法
則
と
し

　
　
　
て
の
道
徳
律
の
理
解
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
、
「
道
徳
形
蒲
上
学
原
論
」
に
お
い
て
、
「
実
践
理
性
批
判
」
と
は
異
な
り
、
　
（
尤
も
こ
の
こ
と
は
思
想
の
変
化
を
示
す
も

　
　
　
　
圏
的
の
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
七
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哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薫
八

の
で
は
な
い
）
定
蓄
命
令
に
三
つ
の
方
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
第
二
の
方
式
は
人
格
と
人
格
と
の
関
係
に
係
わ
る
明
ら
か
に
内
容

的
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
先
ず
意
志
を
、
或
る
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
自
己
を
行
為
へ
限
定
す
る
能
力
と
定
義
す
る
。
こ
の

定
義
は
疑
い
も
な
く
行
為
の
自
覚
性
を
明
書
し
て
い
る
が
、
次
に
意
志
の
藏
的
の
考
察
へ
進
ん
で
次
の
よ
う
に
君
う
。
　
「
意
志
に
自
已
限

定
の
客
観
的
根
拠
と
し
て
仕
え
る
も
の
は
属
的
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
れ
は
単
な
る
理
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
一
切
の
理
性
的
存

在
者
に
等
し
く
妥
当
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
（
曾
■
ω
●
爲
刈
讐
益
ρ
≧
ハ
餌
匙
■
一
≧
塁
．
）
こ
の
「
自
巳
限
定
の
客
観
的
根
拠
」
は
概
念
と
し
て
は
、

動
機
に
基
づ
く
主
観
相
対
的
妥
妾
の
目
的
を
含
む
こ
と
を
妨
げ
ぬ
が
、
肝
要
な
こ
と
は
、
桐
対
的
価
値
の
自
的
の
み
の
存
在
に
よ
っ
て
は
、

突
践
法
則
も
な
く
、
人
間
意
志
に
関
し
て
も
何
ら
定
蓄
命
令
も
存
在
し
得
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
能
な
定
言
命
令
塩
釜
実
践
法
則
は
、

そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
絶
対
的
価
値
あ
る
も
の
の
う
ち
に
の
み
、
即
ち
目
的
自
体
と
し
て
の
そ
れ
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
無
制
約
的

価
値
の
欝
的
と
し
て
、
そ
れ
は
単
に
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
何
も
の
に
よ
っ
て
も
代
置
さ
れ
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
実
現
さ
れ
撰
べ
き
質

料
的
縫
製
と
異
な
り
、
自
立
的
厨
的
、
即
ち
そ
の
存
在
が
我
々
の
行
為
の
可
能
的
結
果
で
は
な
く
我
々
の
意
志
に
単
に
無
制
約
的
価
値
と

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
予
め
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
こ
の
自
立
的
屠
的
自
体
と
し
て
理
性
的
存
在
者
を
指
摘
す
る
。
か
く

し
て
、
意
欲
に
お
け
る
臼
的
原
理
の
考
察
か
ら
第
二
方
式
が
導
か
れ
る
。
第
二
方
式
は
、
格
率
に
お
い
て
行
為
者
自
身
或
は
他
岩
の
人
格

が
質
料
的
函
的
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
、
入
溝
が
そ
の
羅
的
自
体
性
を
失
う
よ
う
な
鼠
的
が
内
容
と
さ
る
べ
き
で
な
い
と
命
ず
る
。
即
ち
こ

こ
で
、
自
巳
が
人
格
性
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
入
格
と
し
て
の
領
承
と
の
結
び
つ
き
が
可
能
と
な
り
、
逆
に
又
、
他
者
を

人
格
と
し
て
認
め
る
よ
う
な
意
志
規
定
の
み
が
、
墨
染
を
人
格
と
し
て
立
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
所
で
、
第
二
方
式
は
元
来
第
一
方
式
と
同
一
陣
ヨ
○
毎
コ
鳥
①
①
ぎ
①
ユ
蝕
と
～
㎝
類
わ
れ
て
い
る
。
（
（
甲
巴
撃
　
ω
。
　
腿
ω
刈
）
つ
ま
り
、
格
率
を
一
切
の

理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
法
則
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ
う
に
選
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
格
率
が
人
格
を
物
件
即
ち
質
料
的
扇
的
実
現
の
単
な
る

手
段
と
し
て
意
欲
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
筈
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
格
率
は
、
　
切
の
人
格
を
目
的
の
主
体
即
ち
普
遍
法
劉
に
従
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っ
て
自
由
に
目
的
設
定
を
行
う
存
在
岩
と
し
て
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
両
方
式
ぽ
相
呼
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
栢
互

に
導
出
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
第
二
方
式
が
示
す
知
く
、
園
的
自
体
た
る
理
性
的
存
在
者
が
無
道
約
的
価
値
を
所
有
す
る
な
ら
、
格
率
は

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

人
格
を
常
に
同
時
に
露
量
自
体
と
し
て
使
駕
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
所
で
こ
の
こ
と
は
、
人
格
が
格
率
に
お
い
て
常
に

同
時
に
目
的
の
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
限
り
で
の
み
物
件
と
し
て
意
図
さ
れ
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
か
く
自
筆
隈
定
の
慮
由
が
損

な
わ
れ
ず
に
在
る
の
は
、
意
志
が
普
遍
立
法
的
に
自
已
限
定
し
得
る
時
、
即
ち
意
志
が
自
己
と
も
他
者
と
も
矛
盾
せ
ぬ
普
逓
法
則
た
り
得

る
格
率
を
採
用
す
る
時
の
み
で
あ
る
と
第
一
方
式
が
命
ず
る
如
く
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
更
に
、
第
一
方
式
と
第
二
方
式
と
の
こ
の
本
質
的
な
相
関
か
ら
第
三
の
方
式
が
必
然
的
に
生
ま
れ
て
く
る
。
法
則
に
よ
る
強
制
…
は
意
志

自
身
か
ら
生
じ
て
の
み
自
由
と
矛
盾
せ
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
自
律
で
あ
る
。
而
も
自
律
は
普
遍
的
立
法
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
汝
の
意
志
が
そ
の
格
率
に
よ
っ
て
常
に
同
時
に
普
遍
立
法
曲
と
見
倣
し
得
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
と
い
う
方
式
が
導
崖
さ
れ
る
。
従
っ

て
又
、
第
三
方
式
は
必
然
的
に
理
性
的
存
在
者
全
体
の
世
界
、
即
ち
薗
的
の
国
①
ぎ
胃
魚
。
げ
伽
巽
N
毒
①
o
搾
Φ
　
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
。

｝
切
の
理
性
的
存
在
者
は
そ
の
意
志
の
普
遍
的
立
法
に
お
い
て
必
然
的
に
、
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
普
遍
的
立
場
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

共
通
の
客
観
的
立
法
の
下
で
の
一
切
の
理
性
的
存
在
者
の
共
同
世
界
を
成
立
さ
せ
る
。
而
も
立
法
は
人
格
と
、
そ
の
実
現
さ
れ
得
べ
き
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

料
部
属
的
相
互
の
関
係
を
も
普
遍
妥
当
的
に
規
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
体
系
的
秩
序
を
も
つ
全
目
的
の
体
系
的
に
結
合
し
た
全
体
が
生

ず
る
の
で
あ
る
。
（
○
『
．
　
ω
●
　
駆
ω
A
－
q
）

　
カ
ン
ト
は
勿
論
、
第
二
、
第
三
両
方
式
も
形
式
的
原
理
と
見
倣
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
目
的
自
体
と
し
て
の
入
格
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

闘
的
の
国
と
し
て
の
ヨ
¢
コ
伽
基
圃
巨
Φ
霞
σ
q
ぴ
注
ω
と
い
う
内
容
的
概
念
を
示
し
て
い
る
限
り
、
実
践
法
則
が
本
質
的
に
含
む
実
質
的
側
面

を
表
閉
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
所
で
、
道
徳
律
を
「
純
粋
実
践
理
性
の
唯
ム
の
事
実
」
伽
器
①
ぢ
N
齢
の
閃
⇔
ぎ
¢
葺
鳥
角
同
①
ぎ
Φ
瓢
群
舞
欝
δ
o
び
①
⇔
＜
興
づ
¢
ご
憧
と
し
て
自
覚

す
る
も
の
は
、
自
由
の
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
格
で
あ
る
。
而
も
人
格
の
自
由
は
、
理
性
の
根
源
的
事
実
で
あ
る
道
徳
律
を
認
識
根
拠

　
　
　
屠
的
の
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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と
し
て
実
践
的
に
自
覚
さ
れ
る
叡
知
的
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
道
徳
律
は
自
然
事
実
で
は
あ
り
得
ず
、
　
「
理
性
の
事
実
」
で
あ
り
、
叡
知

的
自
覚
内
容
で
あ
る
。
道
徳
律
、
従
っ
て
又
翼
的
自
体
の
実
在
憔
の
自
覚
は
、
超
自
然
的
に
可
能
な
叡
知
的
霞
覚
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
れ

は
需
わ
ば
一
挙
に
養
成
す
る
一
種
の
回
心
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
叡
知
的
世
界
の
秩
序
は
自
然
的
秩
序
と
は
そ
の
存
在
次
元
を
全
く

異
に
す
る
。
従
っ
て
普
遍
的
人
格
共
事
体
は
唯
主
体
的
に
の
み
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
自
己
の
自
律
に
お
い
て
詞
時
に
、
そ

の
法
則
が
麦
配
す
る
世
界
を
一
挙
に
開
き
、
そ
の
世
界
の
成
員
と
な
る
の
で
あ
る
。
叡
知
的
世
界
は
功
績
く
醇
9
Φ
寒
け
と
交
換
に
入
口
許

可
証
を
交
付
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
理
論
的
観
想
的
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
併
し
又
、
実
践
的
に
も
怠
慢
な
者
の
懐
く
夢
想

に
描
か
れ
る
国
な
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
実
践
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
行
為
と
共
に
世
界
が
誕
生
す
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
既
に
在
る
世
界
で
は
な
く
行
為
を
通
じ
て
存
在
せ
し
む
べ
き
も
の
と
し
て
、
飽
く
ま
で
実
践
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
道
徳
性
は
一
切
の
行
為
の
、
穏
的
の
国
が
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
と
こ
ろ
の
立
法
へ
の
関
係
の
う
ち
に
存
す
る
。
」
（
O
H
・
G
。
・

養
戯
）
カ
ン
ト
が
道
徳
的
と
呼
ぶ
の
は
、
可
能
的
世
界
を
実
現
す
る
行
為
、
即
ち
叡
知
的
世
界
の
法
測
を
含
ん
で
感
性
界
に
生
成
す
る
行

為
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
念
と
し
て
の
原
型
的
自
然
毒
欝
白
露
畠
Φ
受
難
・
の
形
式
を
現
実
の
模
型
的
自
然
舞
欝
謎
①
。
貸
馬
に
与

え
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
（
＜
準
漆
●
（
門
℃
磐
く
’
ω
甲
介
暴
。
7
9
酋
屋
幽
霊
邸
）
感
性
界
を
叡
知
的
自
然
へ
高
め
る
こ
と
は
、
技
術
的
実

践
的
に
で
は
な
く
、
唯
自
由
の
因
果
性
に
従
っ
て
道
徳
的
実
践
的
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
園
的
の
国
な
る
実
践
的
理
念
の
可
能
性
が

理
論
的
蓋
然
性
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
は
、
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
。
現
実
に
な
り
得
ぬ
限
り
そ
れ
は
可
能
的
で
あ
る
が
、
理
性
的
存
在
者
に

は
実
現
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
迫
り
来
る
以
上
必
然
性
を
も
つ
。
而
も
そ
の
迫
り
来
る
理
念
が
叡
知
的
自
覚
た
る
理
性
の
事
実
の
内
容
で

あ
る
か
ら
に
は
、
極
め
て
現
実
的
で
も
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
理
念
が
客
観
的
実
在
性
。
び
撤
欝
ぞ
①
閑
魯
浮
稼
を
も
つ
と
欝
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
叡
知
的
世
界
は
単
な
る
妥
当
の
領
域
な
ど
で
は
あ
り
得
ず
、
飽
く
ま
で
も
実
在
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ

は
道
徳
的
法
則
の
本
質
必
然
的
な
基
体
G
D
¢
げ
寄
露
な
の
で
あ
り
、
感
性
界
に
叡
知
界
の
形
式
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
感
性

的
衝
動
も
傾
向
性
も
共
に
滋
雨
の
世
界
全
体
の
中
に
体
系
的
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
根
本
的
事
態
を
明
示
し
て
い
る
。



　
従
っ
て
核
心
的
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
醸
的
の
国
の
理
念
は
、
最
も
客
観
的
で
あ
り
、
情
事
も
主
体
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
理
性
的
存

在
者
の
一
切
に
係
わ
る
普
遍
性
に
よ
り
格
率
を
普
遍
的
立
法
に
客
観
化
す
る
と
共
に
、
そ
の
法
則
の
窮
極
の
主
体
的
な
基
体
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
定
言
命
法
の
第
ヨ
の
方
式
を
遺
漏
の
な
い
規
定
魚
p
①
＜
○
当
朝
欝
鼠
σ
q
①
切
。
ω
鵬
ヨ
ヨ
毎
薦
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

即
ち
「
汝
の
自
己
立
法
か
ら
生
ず
る
一
切
の
格
率
は
自
然
の
国
と
等
し
く
、
可
能
的
な
目
的
の
国
と
調
和
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
（
甲
邑
．
ω
．
腿
G
Q
①
）

と
言
い
表
わ
せ
ば
、
道
徳
的
行
為
の
形
式
た
る
普
遍
法
則
と
質
料
た
る
揖
的
自
体
と
を
含
む
最
も
包
括
的
な
規
定
と
な
る
。
こ
の
方
式
に

よ
っ
て
、
普
遍
法
則
の
下
に
発
全
に
体
系
的
に
結
合
さ
れ
た
厨
的
自
体
と
し
て
の
一
切
の
理
性
的
存
在
者
が
、
道
徳
律
と
矛
盾
…
せ
ぬ
限
り

の
一
切
の
質
料
的
目
的
と
相
共
に
一
つ
の
全
体
と
し
て
表
閉
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
廻
的
の
国
は
「
窮
極
閣
的
」
と
し
て
の
、

徳
と
幸
福
と
の
完
全
に
調
和
し
た
派
生
的
最
高
善
の
詳
言
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
　
「
我
々
最
高
の
関
心
」
（
穴
ド
　
　
鼠
■
、
磐
　
　
く
●
　
諺
Q
◎
H
G
o
）

を
寄
せ
ざ
る
を
得
ぬ
希
い
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
道
徳
律
の
本
来
の
基
体
は
、
道
徳
的
世
界
禽
身
を
超
え
た
も
の
に
、
必
然
的
に
係
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

二
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実
践
的
理
念
は
、
最
も
客
観
的
で
あ
り
且
つ
最
も
主
体
的
な
る
も
の
と
し
て
深
い
意
味
で
実
践
的
で
あ
る
。
理
念
の
実
現
と
し
て
の
客

観
化
と
、
意
志
憲
覚
の
主
体
化
と
い
う
形
式
質
料
面
の
相
互
限
定
が
現
成
す
る
場
が
実
践
的
行
為
で
あ
る
。
而
も
酒
毒
の
国
の
理
念
は
、

欄
入
に
実
現
客
観
化
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
最
も
普
遍
的
な
る
が
故
に
、
国
の
成
員
の
意
志
規
定
の
内
的
原
理
と
し
て
働
く
と
同
時

に
、
全
人
夏
鳶
共
岡
体
の
実
現
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
実
践
的
霞
覚
は
必
然
的
に
宗
教
的
鴻
業
に
結
び
つ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
目
的
の
国
の
成
員
は
、
　
「
道
徳
律
へ
の
完
全
な
合
致
」
を
体
現
し
、
無
限
な
品
位
名
傭
賦
Φ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
自

発
性
の
主
体
と
し
て
の
叡
知
港
囲
心
事
搭
㊦
養
と
呼
ば
れ
る
。
彼
の
全
意
欲
は
普
遍
的
立
法
に
よ
っ
て
一
つ
の
体
系
的
調
和
あ
る
全
体
を

作
り
成
し
、
彼
自
ら
が
そ
の
立
法
者
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
鍾
　
的
　
の
　
圏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鑑
一
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四
二

　
所
で
、
我
々
が
道
徳
律
に
お
い
て
窃
覚
す
る
理
性
能
力
は
、
理
性
が
霞
負
国
籍
Φ
⇔
α
麟
欝
冨
一
を
打
倒
し
、
私
愛
司
擬
〇
三
一
①
一
）
Φ
を
理
性

法
則
に
よ
っ
て
鋼
心
し
、
か
く
し
て
法
則
に
対
す
る
尊
敬
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
我
々
の
感
性
的
本
性
の
う
ち
に
実
践
的
に
働

き
得
る
も
の
と
な
る
。
従
っ
て
義
務
の
法
則
に
尉
す
る
尊
敬
の
み
が
純
粋
実
践
理
性
が
我
々
の
感
性
的
に
触
発
さ
れ
る
意
志
を
合
法
則
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

行
為
へ
限
定
す
る
唯
一
可
能
な
動
機
で
あ
る
。
我
々
の
不
完
全
な
意
志
に
は
、
感
性
的
欲
求
や
傾
向
性
へ
の
持
続
的
依
存
か
ら
し
て
、
道

徳
的
古
7
6
成
の
後
主
観
必
然
的
に
理
性
法
則
へ
合
致
し
義
務
に
反
す
る
格
率
を
一
切
不
可
能
と
な
す
な
ど
と
い
う
こ
と
が
在
り
得
ぬ
以
上
、

法
…
期
に
対
す
る
愛
は
我
々
有
限
な
る
も
の
の
所
有
と
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
入
間
に
自
然
的
に
可
能
な
道
徳
的
完
全
性
は
徳
6
二
湘
。
嵩
匙

に
過
ぎ
ぬ
。
「
人
間
の
達
し
得
る
一
切
の
道
徳
的
完
全
性
も
常
に
唯
徳
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
撫
（
写
、
．
（
角
燈
く
■
G
っ
己
黛
）
即
ち
人
間
に
可

能
な
の
は
戦
い
の
申
の
道
徳
的
志
操
ヨ
。
同
巴
冨
。
ン
¢
○
霧
ぎ
票
田
欝
α
q
一
霞
際
知
田
一
）
ぼ
で
あ
っ
て
、
善
の
格
率
の
不
変
性
た
る
神
聖
性
で
は
な

い
。
神
黎
性
は
我
々
に
と
っ
て
は
、
無
限
進
歩
に
お
い
て
接
近
が
盗
為
即
可
能
な
原
型
C
岳
一
鉦
た
る
理
想
に
過
ぎ
ぬ
。
従
っ
て
我
々
の

自
発
性
の
密
覚
は
、
そ
の
自
発
性
の
不
完
全
さ
の
痛
切
な
自
覚
を
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
叡
知
的
自
覚
は
、
必
然
的
に
自
己
の
「
完

全
な
合
致
」
に
到
り
得
て
い
ぬ
こ
と
の
実
践
的
自
覚
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
意
味
で
自
幽
趣
ら
を
よ
く
知
る
叡
知
者
は
、
人
間
的
に
は
定

言
命
令
を
遵
守
し
得
ぬ
と
い
う
自
覚
、
而
も
猶
且
つ
義
務
か
ら
の
逃
走
は
如
何
に
し
て
も
許
さ
れ
ぬ
こ
と
の
真
に
突
践
的
自
覚
を
持
ち
得

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
彼
は
も
は
や
「
自
負
と
徒
ら
な
信
愛
」
に
囚
わ
れ
ぬ
、
唯
神
聖
性
の
み
を
自
己
判
定
の
規
準
と

す
る
者
で
あ
る
。
彼
は
「
完
全
な
合
致
篇
を
己
れ
の
負
い
目
G
り
。
｝
崔
ζ
と
心
得
、
晶
位
芝
三
儀
⑦
を
保
ち
得
ぬ
ゆ
え
幸
福
に
全
く
値
い

せ
ぬ
巳
畠
畠
≦
貯
象
σ
q
自
己
の
現
状
を
如
何
に
し
て
も
善
し
と
認
め
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
自
由
で
あ
る
た
め
に
は
、
仮
借
な
き

二
雪
⇔
宴
遊
ω
ざ
ン
二
二
義
務
の
理
念
に
従
う
責
務
を
負
い
得
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
絶
大
な
負
債
を
返
済
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
人
格
℃
2
ω
8

が
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。

　
窪
し
、
無
限
な
る
負
債
が
完
済
さ
れ
る
臼
は
無
限
に
遠
い
。
魂
の
不
死
が
純
粋
理
性
の
要
求
じ
d
①
伽
自
重
鉱
ω
α
笹
葉
ぎ
①
づ
く
無
p
¢
コ
坤

即
ち
必
然
的
な
希
い
の
面
汚
と
な
る
の
は
こ
の
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
。
併
し
我
々
に
希
い
を
許
さ
れ
て
い
る
の
は
、
唯
完
全
な
合
致
へ
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の
無
限
接
近
の
過
程
の
無
終
局
性
の
み
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
け
る
不
動
の
決
意
も
不
断
の
進
歩
も
決
し
て
自
己
の
確
信
に
属
す
る
事

柄
で
は
な
い
。
元
来
我
々
は
決
断
に
よ
っ
て
道
徳
律
の
下
に
立
つ
時
始
め
て
人
格
と
な
る
の
で
あ
り
、
常
々
に
は
主
体
と
な
る
準
備
状
態

に
在
る
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
我
々
に
あ
っ
て
決
断
は
、
云
わ
ば
今
始
め
て
為
さ
れ
る
全
く
新
た
な
出
来
事
と
し
て
そ
の
都
度
起
こ
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
自
由
の
行
為
は
確
か
に
常
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
過
度
の
緊
張
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
決
断
は
非
連

続
性
の
中
に
瞬
間
的
に
浮
か
ぶ
全
く
異
常
事
の
如
く
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
人
格
は
麦
え
も
根
拠
も
一
切
欠
如
し
た
何
か
一
種
特
別
な
も
の

で
あ
る
か
と
思
え
て
く
る
。
自
由
の
行
為
に
要
さ
れ
る
こ
の
堪
え
難
い
過
度
の
緊
張
を
課
さ
れ
て
は
、
そ
の
努
力
の
終
る
購
が
い
つ
に
な

っ
て
も
来
ぬ
も
の
と
知
ら
れ
る
だ
け
に
、
魂
の
不
死
こ
そ
堪
え
切
れ
ぬ
こ
と
、
最
も
僑
わ
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
の
は
必
定
で
あ
る
。
無

限
進
展
の
無
限
性
が
単
に
無
終
局
性
に
過
ぎ
ぬ
な
ら
、
実
現
さ
れ
た
合
致
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
神
聖
性
か
ら
無
限
に
隔
た
っ
た
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
一
に
お
い
て
、
濁
的
自
体
た
る
人
格
の
存
在
を
欠
い
て
は
道
徳
律
が
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
を
明
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

か
に
し
た
が
、
人
格
は
我
々
に
と
っ
て
は
無
限
的
課
題
に
留
ま
り
法
的
自
体
そ
の
も
の
と
し
て
我
々
が
在
り
得
ぬ
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

我
々
の
毒
魚
な
純
粋
意
志
も
、
現
実
に
は
常
に
不
完
全
な
善
意
志
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々
が
道
徳
律
を
実
現
し
て
神
聖
で
あ
り
得
る
よ
う
な
時

は
未
来
永
劫
唯
の
一
瞬
も
現
れ
ぬ
筈
で
あ
る
。
ス
ト
ア
的
な
徳
へ
の
妄
執
は
「
道
徳
的
狂
信
」
白
○
惹
訓
解
。
げ
①
G
り
。
げ
≦
三
白
Φ
器
一
に
外
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
い
。
元
来
「
常
に
同
暗
に
鼠
的
と
し
て
取
扱
う
し
べ
き
人
格
は
手
段
的
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
然
的
手
段
性
を
超
脱
し
得

ぬ
被
欄
約
的
人
格
が
直
ち
に
三
食
自
体
た
り
得
る
筈
は
な
い
。
茄
も
感
性
的
制
約
の
み
で
な
く
、
理
性
そ
の
も
の
が
不
完
全
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

従
っ
て
我
々
有
限
な
理
性
的
存
在
者
が
猶
且
つ
閣
的
自
体
と
称
さ
れ
る
の
は
、
理
性
が
超
越
的
世
界
の
法
則
に
与
か
り
得
る
限
り
で
あ
っ

て
、
派
出
的
意
味
に
お
い
て
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
自
律
の
根
拠
た
る
叡
知
的
自
覚
は
更
に
、
自
律
的
人
格
の
有
限
性
の
自
覚
へ
と
謙
転
ず
る
の
で
あ
る
。
理
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

事
実
鴨
緯
（
ε
諺
は
超
越
的
な
る
も
の
に
働
か
れ
て
在
り
得
た
啓
示
で
あ
り
、
自
己
を
超
え
た
も
の
と
の
速
繋
に
在
る
こ
と
の
証
し
で
あ

る
。

　
　
　
鑑
的
の
圏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
三
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四

　
所
で
、
道
徳
律
は
何
よ
り
も
先
ず
q
的
の
国
と
い
う
可
能
的
世
界
の
存
在
法
規
な
の
で
あ
っ
た
。
岱
し
臼
的
の
国
は
、
　
「
定
言
命
令
が

ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

普
ね
く
等
ら
れ
る
時
、
（
≦
①
冷
物
。
。
δ
飴
剛
颪
①
ヨ
。
貯
げ
①
｛
o
回
σ
。
δ
毛
郎
＆
＠
日
）
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
○
質
¢
蕊
㏄
）
が
、
そ
の
よ
う
な
時
が
来

る
と
は
期
待
で
き
ぬ
以
上
は
、
目
的
の
国
は
所
詮
「
単
に
理
想
猛
。
巴
に
過
ぎ
ぬ
」
（
（
｝
醜
■
　
ω
’
　
戯
ω
G
Q
）
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
餅
し
乍
ら
、
理
想
は
可
鮨
且
つ
必
然
的
な
る
も
の
と
し
て
、
現
実
性
を
も
た
ず
し
て
は
在
り
得
な
い
。
先
ず
渇
的
の
国
の
成
員
と
は
、

徹
底
的
に
私
愛
を
棄
て
た
嚢
、
我
が
身
の
幸
福
に
先
ん
じ
て
他
者
の
有
徳
に
相
応
し
い
幸
福
を
希
う
者
、
己
れ
に
先
立
っ
て
他
誌
を
認
め

得
る
者
で
あ
る
。
彼
は
自
己
幸
福
の
見
地
か
ら
自
他
の
比
較
を
事
と
し
、
我
が
身
の
不
幸
を
恨
む
こ
と
の
絶
え
て
な
い
者
で
な
載
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
し
て
他
者
に
対
し
て
も
神
算
性
の
仮
借
な
き
尺
度
を
厳
密
に
適
用
し
得
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
者
に
し
て
始
め
て

他
春
を
「
絶
対
代
覆
不
能
の
者
」
と
し
て
本
来
の
意
味
で
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
而
も
か
く
し
て
の
み
、
他
者
に
対
す
る
我
が
身
を
も

温
位
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
得
、
責
務
の
自
覚
に
立
っ
て
人
格
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
自
己
と
等
し
く
一
切
の
他
の
人
格
を

「
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
で
な
く
、
常
に
岡
時
に
目
的
と
し
て
取
扱
う
し
こ
と
が
実
行
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
人
格
は
自
己
内
に
孤
絶

し
て
在
る
の
で
は
な
く
、
指
扇
へ
の
餓
離
、
霜
穴
否
定
に
よ
っ
て
在
り
得
る
で
あ
る
。
而
も
人
格
は
自
由
の
法
則
が
麦
配
す
る
国
へ
入
る

こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
立
つ
の
で
あ
る
。
雇
的
の
国
に
あ
っ
て
我
々
は
、
お
の
ず
か
ら
云
わ
ば
受
動
的
に
自
由
の
中
に
保
た
れ
る
の
で
あ

る
。
而
も
又
、
「
臼
的
の
濁
は
意
志
の
自
由
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
」
　
（
○
肘
■
　
ω
e
　
戯
も
Q
継
）
と
雷
わ
れ
る
如
く
、
我
々
自
ら
の
自
由
な
る
行
為

が
良
由
の
世
界
を
始
め
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
羅
的
の
国
の
存
亡
は
一
に
我
々
の
行
状
に
係
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
我
々
の
感
由
が
他

者
の
自
由
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
自
ら
を
自
由
へ
救
う
も
の
は
外
な
ら
ぬ
他
の
懲
由
人
な
の
で
あ
る
。
我
々
は
夫
々
自
己
の

自
由
に
お
い
て
根
面
二
合
っ
て
始
め
て
、
心
的
の
国
と
い
う
自
由
世
界
の
成
員
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
慮
的
の
世
界
は
深
い

意
味
に
お
け
る
人
格
共
二
更
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
o
O
壱
環
ω
露
賓
。
。
訟
2
露
と
呼
ん
で
い
る
。
（
》
G
。
O
。
。
）
自
己
へ
降
り
そ
そ
が
れ
る

恵
み
を
心
得
、
恩
を
よ
く
享
け
る
こ
と
、
そ
れ
玉
傷
奮
を
真
実
主
体
と
認
め
得
る
こ
と
こ
そ
、
自
己
が
主
体
た
り
得
る
所
以
で
あ
る
。
負

い
農
の
深
い
自
覚
、
恩
を
忘
れ
ぬ
者
の
自
覚
を
も
っ
て
、
責
務
を
果
た
さ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
始
め
て
、
自
己
が
「
本
来
的
自
己
」
と
な
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り
人
格
が
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
し
て
始
め
て
汝
と
我
の
間
主
体
的
連
繋
も
真
実
の
も
の
と
な
る
。
そ
こ
に
こ
そ
「
理
性
的
存
在

者
の
目
的
と
手
段
と
し
て
の
相
互
関
係
」
が
生
ず
る
深
い
根
拠
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絹
互
関
係
に
お
い
て
は
、
入
善
は
自
己
の
霊

的
自
体
性
を
否
定
し
、
　
一
切
の
他
巻
の
鼠
的
自
体
性
を
承
認
す
る
、
而
も
自
己
の
手
段
性
の
自
覚
こ
そ
始
め
て
自
己
の
目
的
自
体
性
を
確

立
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
他
岩
へ
の
道
徳
律
遵
守
の
期
待
は
、
己
れ
を
後
に
し
て
他
に
求
め
る
心
で
も
な
け
れ
ば
、
義
務
を
果
た
し
得

た
と
い
う
「
独
り
よ
が
り
の
功
績
の
想
像
」
か
ら
の
要
求
で
も
あ
り
得
な
い
。
反
っ
て
、
実
在
す
る
臼
的
の
国
が
ひ
た
む
き
に
蒋
徳
に
努

め
る
者
を
、
彼
の
不
徳
へ
の
絶
望
か
ら
救
う
の
で
あ
る
。
自
己
の
主
体
た
り
得
る
は
他
者
の
恵
与
と
知
っ
て
、
彼
は
も
は
や
一
切
の
私
愛

も
自
負
も
棄
て
て
、
自
己
に
与
え
ら
れ
る
他
者
の
恵
み
を
惹
け
る
。
彼
が
現
実
に
膚
由
で
あ
る
こ
と
は
閣
的
の
国
に
支
え
ら
れ
、
主
体
の

自
由
は
予
め
与
え
ら
れ
た
自
由
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
有
徳
は
決
し
て
自
己
の
功
績
と
誇
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な

く
、
他
者
の
恵
与
を
よ
く
葺
け
て
始
め
て
在
り
得
る
の
で
あ
る
。
本
来
我
々
は
我
が
力
一
つ
で
慮
由
を
行
ず
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
よ

っ
て
共
に
働
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
徳
さ
え
も
我
々
は
自
分
一
個
の
努
力
工
夫
に
よ
っ
て
達
得
し
得
る
の
で
は
な
く
、
徳
を
支
え
て
い

る
の
は
仁
な
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
自
明
的
な
自
由
の
秩
序
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
息
づ
ま
る
よ
う
な
孤
独
の
緊
張
か
ら
解
放
さ

れ
て
、
ひ
と
り
で
に
農
由
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
前
進
は
こ
の
世
で
可
能
で
あ
り
必
然
で
あ
る
」
（
寄
．
瓢
．
鷲
■
＜
．
ω
』
ω
b
。
）

と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
既
に
明
ら
か
な
如
く
「
我
々
は
自
由
の
理
念
の
下
で
し
か
行
為
で
き
ぬ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
実
践
的
意
味
で
現
実
に

自
由
で
あ
る
」
（
○
巴
．
　
ω
●
　
戯
膳
G
O
）
の
で
あ
る
。

　
実
践
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
　
（
併
し
そ
れ
以
外
の
立
場
に
は
現
成
せ
ぬ
）
目
的
の
濁
は
単
に
可
能
的
な
世
界
な
の
で
は
な
い
。
　
「
そ
れ

に
我
々
は
少
な
く
と
も
実
践
的
関
係
に
お
い
て
は
、
客
観
的
実
在
性
を
与
え
る
」
（
同
く
野
　
瓢
．
　
唱
醜
’
＜
．
　
ω
り
　
刈
①
）
そ
れ
故
目
的
の
国
は
、
　
「
我

々
が
今
宿
に
、
現
に
そ
の
中
に
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
」
（
3
箆
曾
ω
●
お
ω
）
藏
的
の
国
の
存
在
は
実
践
主
体
の
必
然
的
確
信
で
あ
り
、

「
主
観
的
で
は
あ
る
が
、
無
捌
約
的
な
真
の
理
性
必
然
性
」
（
一
ぴ
一
〔
戸
　
6
Q
’
　
ト
⊃
ω
　
㌧
r
づ
ヨ
．
）
に
属
す
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
実
践
的
譲
位
の
自
覚
は
、
更
に
、
神
聖
性
へ
の
無
限
接
近
の
無
終
局
的
無
限
性
が
実
は
無
制
約
的
全
体
、
完
結
的
無
限
に
よ
っ

　
　
　
冒
　
的
　
の
　
属
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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六

て
癒
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
叡
知
的
世
界
に
質
問
性
が
考
え
ら
れ
ぬ
以
上
は
、
無
限
過
程
は
真
に
実
践
的
に
理
解

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
無
時
間
釣
叡
知
界
に
お
い
て
無
限
進
展
が
雷
わ
れ
る
の
は
、
徳
の
無
限
の
不
完
全
性
に
帰
因
す
る

無
限
に
到
る
努
力
過
程
の
意
味
に
お
い
て
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
の
無
限
性
は
も
は
や
無
限
の
蒔
間
性
で
な
く
、
不
徳
の
意
識
の
無
限
の
深
さ
、

超
時
間
的
永
遠
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
で
、
不
徳
即
ち
徳
の
絶
対
的
欠
如
さ
え
実
は
一
切
の
理
性
的
存
在
老
の
全
体
と
い
う
与
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
た
無
限
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
而
も
一
切
の
理
性
的
存
在
者
の
中
に
は
根
源
的
無
制
約
者
も
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
の

隔
絶
を
一
挙
に
無
と
化
し
、
無
限
の
深
淵
を
自
由
の
沃
野
と
し
て
現
成
せ
し
め
る
も
の
は
、
こ
の
根
源
的
無
制
約
者
以
外
に
は
在
り
得
な

い
。
ま
こ
と
に
、
人
聞
意
志
は
無
擬
約
的
全
体
と
の
連
関
を
欠
け
ば
既
に
理
性
的
意
志
で
は
あ
り
得
ぬ
の
で
あ
る
。
俳
し
根
源
的
無
制
約

者
は
批
界
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
が
「
豊
饒
な
」
ω
Φ
冨
｛
讐
。
馨
び
錠
（
○
§
ω
●
継
ω
ω
）
と
言
う
鼠
的
の
国
も
飽
く
ま
で
派
出
的
最
高
善
と
し
て

の
最
善
の
世
界
で
あ
り
、
本
源
的
最
高
善
①
ぎ
プ
α
畠
ω
器
の
霞
。
。
鷺
蜜
α
q
類
。
げ
霧
○
葺
は
そ
の
元
首
た
る
神
ぞ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
道
徳

の
純
粋
意
志
は
宗
教
に
よ
っ
て
細
き
純
粋
性
を
得
る
。
人
格
の
自
由
は
完
全
性
に
執
着
す
る
自
由
と
な
れ
ば
真
の
自
由
で
は
在
り
得
ぬ
。

恵
与
を
認
め
得
ぬ
者
の
徳
は
え
て
し
て
そ
の
正
反
対
に
顛
落
す
る
危
険
を
蔵
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
併
し
神
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は

も
は
や
義
務
で
は
な
い
。
（
麟
罫
伽
・
箕
唖
く
・
ω
．
器
⑦
）

三

　
「
自
然
の
国
と
道
徳
の
圏
と
の
厳
密
な
一
致
」
が
最
高
善
の
可
能
制
約
と
考
え
ら
れ
る
。
（
塔
◎
墜
驚
く
■
ω
レ
ホ
）
叡
知
界
の
法
則
を

感
性
界
に
も
賦
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
在
り
得
る
蛮
的
の
国
は
、
従
っ
て
最
高
善
の
可
能
糊
約
を
満
た
す
派
出
的
最
高
善
と
し
て
の

最
善
の
世
界
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
決
断
と
共
に
直
下
に
開
け
る
鐸
的
の
国
に
お
い
て
我
々
は
最
高
善
に
与
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
最
高
善
は
至
上
善
た
る
徳
の
み
で
足
ら
ず
、
更
に
幸
福
を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
徳
と
幸
福
と
の
如
何
な
る
形
で
の
同
一
化
、

従
っ
て
分
析
的
結
合
も
許
さ
れ
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
意
図
の
上
か
ら
福
徳
は
同
じ
で
な
く
道
徳
の
根
祇
に
幸
福
原
理
を
置
き
得
ぬ
こ
と
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が
、
先
ず
遺
憾
な
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
そ
れ
が
十
分
納
得
さ
れ
れ
ば
更
に
、
有
徳
と
堂
・
福
と
が
状
態
と
し
て
も
等
し
か
ら

ぬ
こ
と
が
自
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
両
者
を
同
一
状
態
と
す
る
主
張
は
、
幸
福
が
そ
の
類
似
物
》
湊
ざ
σ
q
。
羅
に
過
ぎ
ぬ
知
的
安
心

ぎ
け
①
鐸
①
捧
¢
Φ
嵩
Φ
N
無
ユ
①
鳥
の
ロ
ゲ
魚
骨
と
す
り
替
え
ら
れ
て
始
め
て
在
り
得
る
承
徳
約
狂
信
に
外
な
ら
ぬ
。
義
務
遂
行
に
伴
う
自
己
満
足
は
本

来
幸
福
と
呼
ん
で
よ
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
先
ず
克
己
が
美
徳
た
り
得
る
の
が
、
結
果
的
欲
求
不
満
の
回
避
従
っ

て
自
己
の
幸
福
と
思
い
倣
す
も
の
の
た
め
で
は
な
く
て
、
感
性
的
欲
求
の
充
足
の
自
体
的
追
求
が
悪
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
満
足
が

欲
求
か
ら
の
完
全
な
独
立
を
意
味
せ
ぬ
以
上
、
そ
の
傾
向
性
へ
の
不
依
存
の
感
情
を
積
極
的
充
足
と
し
て
の
適
意
の
意
識
と
取
り
違
え
て

は
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
而
も
こ
の
狂
信
は
、
欠
如
的
存
在
老
に
は
傾
向
性
か
ら
の
全
き
独
立
な
ど
在
り
得
ぬ
と
い
う
根
本
事
実
を
認
め

て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
最
高
善
に
考
え
ら
れ
る
両
契
機
の
結
合
は
綜
合
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
幸
福
の
欲
求
が
徳
の
格
率
の
動
因
で
あ
る
か
、

或
は
徳
の
格
率
が
幸
福
の
原
閃
で
あ
る
か
の
何
れ
か
の
仕
方
で
そ
の
結
合
が
突
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
そ
の
何
れ
も
不
可
能
で
あ

る
。
前
者
は
全
く
道
徳
性
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
我
々
の
意
志
規
定
の
結
果
が
、
志
操
に
依
ら
ず
し
て
自
然
法
測
の
知
識
と
物
理

的
能
力
等
の
意
志
か
ら
独
立
な
も
の
に
依
存
す
る
限
り
、
必
然
的
な
最
高
善
に
十
分
な
徳
と
、
道
徳
法
則
遵
守
の
生
み
出
す
幸
福
と
の
結

合
は
在
り
得
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。

　
併
し
徳
と
幸
福
と
が
意
図
の
上
か
ら
も
状
態
と
し
て
も
峻
鋼
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
分
析
的
結
合
の
み
か
綜
舎
的
結
合
も
期
待
し
得
ぬ
に

も
拘
ら
ず
、
最
高
善
は
幸
福
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
高
善
は
そ
れ
自
ら
で
善
の
総
体
と
な
っ
た
善
の
無
制
約
的
全
体
で
あ
る
。
無
制
約
的
全
体
を
追
求
す
る
こ
と
が
理
性
の
役
割
で
あ
り
、

而
も
理
性
が
実
践
を
本
分
と
す
る
以
上
、
実
践
理
性
は
最
高
善
を
自
己
の
「
必
然
的
対
象
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
無
制
約
的
全
体
の

追
求
を
欠
い
て
は
、
我
々
の
意
志
が
理
性
的
意
志
で
あ
り
得
る
筈
は
な
い
。
最
高
善
は
、
自
由
な
人
格
の
無
制
約
的
立
法
の
必
然
的
帰
結

で
あ
り
、
純
粋
な
自
由
意
志
の
当
為
の
目
的
と
し
て
実
践
的
に
自
覚
さ
れ
る
完
全
な
善
で
あ
る
。
従
っ
て
最
高
善
が
ア
ブ
り
オ
リ
に
必
然

　
　
　
屡
　
的
　
の
　
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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的
な
、
我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
生
ず
る
対
象
で
あ
り
、
道
徳
法
則
と
不
可
分
に
関
連
し
て
い
る
が
故
に
、
最
高
善
の
不
可
能
性
は
直
ち
に

道
徳
律
そ
の
も
の
の
不
可
能
性
を
生
ず
る
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
あ
る
。
（
捧
．
繕
鷲
。
＜
●
ω
．
鱒
8
）

　
さ
て
、
完
全
な
善
に
は
鑓
的
自
体
と
し
て
の
人
格
が
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
一
に
明
ら
か
に
し
た
如
く
道
徳
法
則
の
実
質
と
し
て
温

的
自
体
が
鈍
ま
れ
る
か
ら
に
は
、
最
高
善
が
入
格
を
含
ま
ぬ
な
ら
ば
道
徳
性
そ
の
も
の
が
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
理
性
的

存
在
者
の
理
性
意
志
は
常
に
、
撰
的
窟
体
と
し
て
の
自
己
及
び
他
者
の
人
格
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
律
に
則
る
意
志
は

従
っ
て
、
常
に
自
己
及
び
他
の
人
格
の
総
体
的
な
善
に
係
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蕨
で
、
人
格
に
お
い
て
傾
向
性
か
ら
独
立
な
慮
律
的

意
志
が
善
き
意
志
で
あ
り
無
条
件
に
善
し
と
さ
れ
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
黒
き
意
志
が
質
料
を
全
く
欠
如
し
た
意
志
な
ど
を
意
味

せ
ぬ
こ
と
も
携
ら
か
で
あ
る
。
形
式
は
質
料
を
秩
序
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
律
の
遵
守
の
み
で
質
料
を
も
尽
く
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
自
己
愛
か
ら
質
料
を
も
っ
て
形
式
の
位
置
を
纂
即
せ
し
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
ぬ
な
ら
ば
、
形
式
の
み
で
質
料
の
役
翻
を
も

果
た
さ
せ
る
こ
と
も
決
し
て
許
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
道
徳
法
曽
の
遵
守
を
自
己
幸
福
と
取
り
違
え
、
而
も
常
に
悦
び
を
も

っ
て
徳
を
行
じ
得
る
と
自
惚
れ
る
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
も
許
さ
れ
得
ぬ
自
負
に
基
づ
く
狂
儒
で
あ
る
。
義
務
は
、
形
式
と
質
料
と
に
そ

の
正
当
な
秩
序
に
お
け
る
夫
々
の
所
を
得
せ
し
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
欠
如
的
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
在
り
得
る
善
の
総

体
は
、
質
料
的
に
善
き
も
の
郡
ち
幸
福
を
含
ま
ず
し
て
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
意
味
で
幸
福
を
も
最
上
善
と
し
て
の
徳
と
相
…
共
に
、
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

善
が
含
む
こ
と
は
余
り
に
も
明
白
で
あ
る
。

　
　
　
（
譲
）
　
自
律
の
強
調
か
ら
牽
福
主
義
の
排
棄
と
な
り
そ
の
た
め
理
性
と
感
性
と
の
二
元
論
が
矛
盾
を
含
む
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
原
理
構
成
の
禺

　
　
発
点
に
お
い
て
感
牲
や
幸
福
を
排
除
し
乍
ら
、
最
高
善
の
概
念
で
幸
福
を
招
き
入
れ
る
。
表
口
か
ら
追
い
出
し
た
幸
福
を
裏
口
か
ら
迎
え
入
れ
た
点

　
　
で
論
理
的
不
整
合
を
犯
し
、
神
の
存
在
・
魂
の
不
死
の
要
請
と
い
う
形
で
弧
引
に
そ
の
解
決
が
考
え
ら
れ
た
限
り
哲
学
的
根
拠
を
も
た
ぬ
時
勢
に
対

　
　
す
る
妥
協
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
併
し
、
こ
う
い
う
批
判
は
カ
ン
ト
に
対
す
る
全
く
の
誤
解
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
善
き
こ
と
と

　
　
し
て
の
葭
律
が
必
然
的
に
善
き
も
の
を
含
む
点
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
分
極
論
に
お
い
て
既
に
「
純
粋
実
践
理
合
の
意
志

　
　
す
る
と
こ
ろ
は
我
々
が
幸
福
へ
の
要
求
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
か
自
己
の
幸
福
に
配
慮
す
る
こ
と
は
測
る
意
味
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で
は
義
務
で
さ
え
あ
り
得
る
し
（
隅
吋
．
ω
。
陣
の
α
）
と
言
っ
て
い
る
。
術
も
弁
評
論
で
は
、
「
宇
高
善
の
概
念
の
う
ち
に
道
徳
律
が
最
上
の
制
約
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
既
に
共
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
高
善
は
単
に
純
粋
意
志
の
対
象
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
概
念
と
我
々
の
実
践
理
性
に
よ
っ
て
可
能
な
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
表
象
が
隠
時
に
、
純
粋
意
志
の
規
定
根
拠
で
も
あ
る
こ
と
は
霞
ら
明
ら
か
だ
」
と
述
べ
た
後
更
に
、
「
（
徳
と
幸
編
と
の
）
す
べ
て
が
最
も
完
全
な

　
　
調
和
の
中
に
並
存
し
て
い
る
の
に
、
ひ
と
は
自
ら
誤
解
し
て
自
己
矛
盾
に
陥
る
と
思
う
の
だ
」
と
注
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
囚
憎
・
ω
’
　
H
り
刈
）
カ
ン

　
　
ト
の
思
想
は
本
来
、
禁
欲
主
義
な
い
し
ス
ト
ア
主
義
と
は
無
縁
の
も
の
あ
り
、
冷
厳
苛
灘
な
掟
を
説
く
厳
格
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
高
善
が
純
粋
意
志
の
必
然
的
対
象
で
あ
り
、
最
高
善
が
最
上
善
に
止
ま
ら
ず
幸
福
を
も
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
道
徳
の
国
と
自
然

の
国
と
の
全
的
調
漁
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
に
も
拘
ら
ず
、
全
き
過
不
足
の
無
さ
は
有
限
者
に
よ
っ
て
は
実
現
不
可
能
の
も
の
な
る
が
故
に
、

神
の
存
在
が
要
請
さ
れ
る
と
一
応
理
解
さ
れ
て
い
る
。
併
し
、
最
高
善
の
幸
福
の
実
質
が
捉
え
ら
れ
て
始
め
て
、
そ
の
要
講
の
深
い
意
味

が
顕
わ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
ひ
と
先
ず
率
福
を
、
　
「
理
性
的
存
在
者
の
全
存
在
に
不
断
に
伴
う
生
の
快
適
の
意
識
」
（
年
．
（
剛
．
窯
く
●
ω
・
戯
O
）
と
考
え
る
。

そ
の
限
り
幸
福
が
実
践
的
意
味
を
も
つ
の
は
、
行
為
主
体
が
対
象
の
現
実
性
か
ら
期
待
す
る
快
が
欲
求
能
力
を
限
定
す
る
場
合
だ
け
だ
と

書
え
る
。
こ
の
場
合
道
徳
性
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
最
高
善
に
含
ま
れ
る
幸
福
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な

い
と
徳
と
幸
福
と
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
関
係
が
示
さ
れ
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
実
際
に
は
、
最
高
善
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
幸
福
の

ア
プ
リ
オ
リ
の
規
定
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
先
ず
最
高
善
に
含
ま
れ
る
幸
福
と
は
、
密
己
の
有
徳
に
応
ず
る
自
己
の
索
福
で
は
あ
り
得
ぬ
と
書
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
高
善

に
与
り
得
る
自
由
人
は
他
考
を
人
格
と
し
て
認
め
得
る
者
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
私
論
を
棄
て
た
人
格
に
お
い
て
自
己
が
優
先
す
る
筈
は

な
く
、
人
格
と
は
自
己
に
先
立
っ
て
他
者
を
認
め
る
嚢
で
あ
る
。
他
者
を
人
格
と
認
め
る
時
、
自
己
に
優
っ
て
徳
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
者

が
、
そ
の
徳
に
相
応
し
い
幸
福
を
嫁
け
得
る
よ
う
な
状
態
が
先
ず
善
し
と
言
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
幸
福
は
、
徳

に
相
応
し
い
幸
橿
の
配
分
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
世
界
の
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
更
に
、
こ
の
可
能
的
世
界
を
希
い
の
対
象
と
す
る
徹

底
的
に
無
私
な
§
臨
α
q
Φ
同
軍
器
臥
σ
q
人
格
は
、
　
賜
う
ま
で
も
な
く
そ
の
世
界
の
成
員
一
般
の
幸
福
を
希
う
公
正
な
§
醤
瓢
Φ
瀞
聾
者
で
も

　
　
　
　
翼
　
的
　
の
　
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
窮
極
図
的
が
対
象
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
扇
的
自
体
と
し
て
関
連
す
る
人
格
一
切
の
幸
福
が
徳
に

応
じ
て
等
し
く
対
象
と
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
そ
の
上
、
可
能
的
世
界
の
成
員
一
般
の
幸
福
が
希
わ
る
べ
き
こ
と
が
十
分

に
理
解
さ
れ
た
後
に
は
、
そ
の
希
い
を
介
し
て
、
転
読
の
幸
福
も
無
視
さ
れ
た
儘
で
は
あ
り
得
ず
自
己
の
有
徳
に
応
ず
る
限
り
に
お
い
て

嶺
然
覚
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
深
化
さ
れ
た
形
で
自
己
の
幸
福
を
欲
求
す
る
こ
と
は
単
に
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
み
か
、
そ
れ

こ
そ
人
間
の
具
体
的
現
実
的
な
義
務
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
併
し
乍
ら
、
不
徳
の
意
識
を
も
ち
つ
つ
、
自
然
や
文
化
か
ら
の
贈
物
を
享
け
る
際
の
幸
福
の
中
核
を
な
す
も
の
は
、
も
は
や
感
性
的
な

も
の
で
は
な
い
。
侮
故
な
ら
ば
理
性
的
存
在
老
一
般
に
通
ず
る
幸
福
は
、
有
限
な
欠
如
的
存
在
港
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
幸
福
の
実
質
が
理
性
的
存
在
麦
の
存
在
性
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
欲
求
能
力
は
、
表
象
に
よ
っ
て
そ
の
表
象
の
対
象
の
現
実
性
の
原
因
で
あ
る
よ
う
な
存
在
者
の
能
力
と
定
義
さ
れ
る
が
、
（
醤
誉

9
嘆
．
＜
．
ω
■
目
①
諺
昌
芦
）
こ
の
こ
と
は
最
も
自
覚
的
な
純
粋
意
志
に
つ
い
て
も
妥
当
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
所
で
、
欲
求
充
足
の
手
段
と
し

て
物
件
が
対
象
と
な
る
場
合
、
根
本
的
に
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
主
体
自
身
の
状
態
の
変
化
が
欲
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
対
象
実

現
の
行
為
は
本
来
内
的
な
欲
求
が
、
技
術
的
実
践
的
に
手
段
を
選
択
し
て
生
成
し
た
結
果
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
主
体
の
特
定
な
状
態
の

現
実
化
が
行
為
を
根
抵
に
在
っ
て
支
え
て
い
る
内
的
欲
求
の
対
象
な
の
で
あ
る
か
ら
、
生
成
し
た
状
態
の
持
続
も
変
化
と
等
し
く
そ
の
対

象
と
な
り
得
る
筈
で
あ
る
。
而
も
か
か
る
内
的
欲
求
は
、
対
象
た
る
状
態
の
生
成
に
係
わ
り
結
果
と
共
に
消
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
結
果

生
成
の
全
過
程
を
積
極
的
に
言
え
て
お
り
、
従
っ
て
又
実
現
さ
れ
た
状
態
の
享
受
に
あ
っ
て
も
生
々
と
働
い
て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。
定
言
命
令
が
「
欲
求
さ
れ
た
結
果
に
必
要
な
能
力
の
有
無
を
問
う
に
先
立
っ
て
、
意
志
を
意
志
と
し
て
規
定
す
る
」
（
穴
磐
雲
母
■
＜
・

ψ
鶏
）
と
君
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
根
源
的
な
内
的
欲
求
こ
そ
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

以
上
の
こ
と
か
ら
純
粋
意
志
が
臼
的
自
体
と
し
て
の
人
格
の
承
認
や
人
格
へ
の
愛
を
対
象
と
な
し
得
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
勿
論
こ

の
場
合
の
愛
は
理
性
的
存
在
者
一
般
に
通
じ
得
る
も
の
と
し
て
、
傾
向
性
で
は
あ
り
得
ず
非
感
性
的
な
愛
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ



が
、
最
高
善
が
実
践
理
性
の
必
然
的
紺
象
で
あ
る
以
上
、
実
現
促
進
す
べ
き
幸
福
の
中
核
を
な
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
感
性
的
表
現
を

伴
う
に
し
て
も
本
来
非
感
覚
的
な
人
格
愛
が
生
み
出
す
幸
福
が
、
最
高
善
に
含
ま
れ
る
幸
福
な
の
で
あ
り
、
而
も
こ
の
よ
う
な
幸
福
こ
そ

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

我
々
が
常
識
的
に
幸
福
と
し
て
考
え
て
い
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
註
）
　
カ
ン
ト
に
お
い
て
愛
が
殆
ん
ど
澗
題
と
き
れ
ぬ
こ
と
は
畢
、
の
欠
陥
で
は
な
い
。
挙
上
な
理
性
人
カ
ン
ト
に
と
っ
て
終
生
問
題
と
な
っ
た
の

　
　
は
、
無
く
て
か
な
わ
ぬ
原
理
的
事
柄
で
あ
る
。
　
「
唯
無
限
に
聾
る
進
歩
に
お
い
て
の
み
人
倫
の
法
則
へ
の
完
全
な
適
合
に
ま
で
達
し
得
る
と
い
う
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
々
本
姓
の
道
徳
的
使
命
に
関
す
る
命
題
を
欠
く
な
ら
ば
、
道
徳
律
は
そ
の
神
聖
性
を
全
く
鷺
し
め
ら
れ
て
了
う
だ
ろ
う
」
（
新
円
．
鐸
暇
●
＜
．
ω
’
邸
卜
。
H
）

　
　
と
懸
愈
さ
れ
る
以
上
、
逆
説
的
様
耀
を
呈
す
る
ま
で
に
義
務
が
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
飽
く
ま
で
正
当
な
順
序
で
不
当
な
混
瞬

　
　
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
論
を
遜
め
る
カ
ン
ト
は
慎
重
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
は
「
実
践
的
愛
」
〔
鑓
⑦
や
養
ぼ
冨
。
ゲ
①
い
冨
ぴ
。
（
穴
婦
・
顎
髭
・
＜
・
ω
・

　
　
滋
G
◎
）
を
説
く
箇
所
で
も
変
ら
な
い
。
他
者
へ
の
人
格
愛
は
命
ぜ
ら
れ
る
限
り
で
の
実
践
的
愛
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
他
者
に
対
す
る
一
切
の
義
務
を
悦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
び
を
も
っ
て
α
q
①
ヨ
①
果
た
す
こ
と
と
理
解
さ
れ
、
蒲
も
こ
の
よ
う
な
志
操
を
も
つ
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
努
力
追
求
す
る
こ
と
が
命
ぜ
ら
れ

　
　
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
に
在
り
得
る
愛
が
僧
に
不
完
金
な
愛
で
し
か
在
り
得
ぬ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
健
全
な
常
識
が
忘
れ
ぬ
真
実
で
あ
る

　
　
が
、
義
務
の
完
全
履
行
、
ま
し
て
そ
れ
を
悦
び
と
す
る
志
操
が
我
々
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
よ
り
一
層
深
い
真
実
で
あ
ろ
う
。
道
徳
性
の
完
成
と
し

　
　
て
の
実
践
的
愛
が
幸
福
の
中
核
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
限
り
、
徳
と
幸
福
と
の
闘
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
関
係
が
承
さ
れ
得
た
と
云
え
る
が
、
最
高
善
は
未

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
だ
実
現
し
且
つ
促
進
す
べ
き
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。
併
し
カ
ン
ト
は
「
根
抵
的
に
空
慮
で
何
の
対
象
も
も
た
ぬ
概
念
の
対
象
を
追
求
す
る
こ
と
は
、

　
　
実
践
的
に
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
（
剛
く
門
・
傷
合
蝶
円
・
　
～
肖
　
ω
含
卜
⊃
α
圃
）
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
努
力
追
求
す
べ
き
人
格
愛
も
カ
ン
ト
が
そ
の
存
在
を
認

　
　
め
ぬ
と
か
不
可
能
と
考
え
る
筈
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
恩
寵
に
つ
い
て
も
曇
え
る
こ
と
で
あ
る
。
（
O
h
Ω
¢
B
①
コ
け
O
・
旨
芝
Φ
げ
げ
v
園
⇔
簿
．
ω

　
　
鑓
臨
○
し
。
o
鷲
受
9
幻
①
躍
α
q
一
〇
♪
や
H
竃
）

　
臼
的
の
国
を
開
く
自
律
の
徳
が
本
来
仁
に
麦
え
ら
れ
て
在
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
仁
と
は
成
員
の
間
に
お
け
る
相
互
承
認
で
あ
り
、

人
格
の
霞
立
性
に
立
つ
人
格
愛
も
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
本
来
愛
は
仁
に
発
し
、
仁
は
相
互
の
信
に
よ
っ
て
立
ち
得
る
。
而
し
て
他
者

を
信
ず
る
と
は
他
者
の
人
格
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
他
事
を
常
に
岡
時
に
人
格
と
し
て
取
扱
う
と
い
う
格
率
が
幸
福
を
も
必
然

的
に
可
能
な
る
も
の
と
す
る
と
雷
っ
て
よ
い
。
即
ち
成
員
相
互
間
に
成
立
す
る
、
各
人
夫
々
の
自
己
の
目
的
自
体
性
の
否
定
、
従
っ
て
感

51
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二

謝
を
伴
っ
た
奉
仕
と
い
う
も
の
が
、
か
く
し
て
最
高
善
実
現
の
必
然
的
制
約
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
併
し
、
最
高
善
が
無
証
約
的
全
体
で

あ
る
以
上
は
、
愛
も
無
欄
約
的
人
格
へ
の
愛
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
全
き
善
に
含
ま
れ
る
幸
福
も
無
制
約
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
限
り
、
有
限
な
る
人
格
相
互
の
人
格
愛
で
は
足
ら
ず
、
ま
し
て
徳
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
限
り
の
不
断
の
安
定
し
た
生
の
快
適
さ

の
み
で
も
勿
論
な
い
の
で
あ
る
。
道
徳
性
と
の
必
然
的
に
し
て
無
謬
約
的
結
合
を
希
わ
れ
る
も
の
は
、
神
聖
な
意
志
で
あ
る
人
格
郊
ち
神

へ
の
愛
に
根
ざ
す
幸
福
の
み
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
臼
的
の
国
に
元
首
を
考
え
た
の
は
ま
こ
と
に
豪
然
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
神
が
理
性

的
存
在
者
の
全
体
と
し
て
の
最
善
の
世
界
を
在
ら
し
め
て
い
る
「
本
源
的
最
高
善
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
福
本
来
の
本
源
た
る
神

に
よ
っ
て
鼠
的
の
国
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
人
關
理
性
が
窮
極
的
に
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
従
っ
て
神
で
あ
り
、
神
の
恵
み

に
対
す
る
希
い
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
が
飽
く
ま
で
希
い
で
あ
る
の
は
、
神
へ
の
愛
が
神
の
存
在
の
承
認
に
基
づ
い
て
お
り
、
実
在
を
認
め

る
こ
と
が
実
に
人
間
に
は
歪
難
の
業
で
あ
り
、
寧
ろ
認
む
べ
き
も
の
を
そ
れ
と
し
て
認
め
ま
い
と
す
る
人
間
の
我
欲
に
根
ざ
す
宿
業
を
入

間
が
脱
し
得
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
　
「
新
し
き
人
を
着
る
」
こ
と
は
起
り
得
べ
き
こ
と
と
し
て
期
待
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
我
執
に
囚

わ
れ
た
限
り
の
我
が
力
の
中
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
将
来
せ
ん
こ
と
を
希
い
得
る
も
の
に
過
ぎ
ぬ
以
上
、
人
間
の
幸
福
は
決
し

て
浄
福
ω
①
需
σ
q
犀
①
搾
で
は
な
く
飽
く
ま
で
も
幸
福
○
露
。
訂
Φ
騨
覧
6
騨
で
あ
り
、
幸
運
な
の
で
あ
り
、
膚
己
の
幸
福
は
恵
与
と
し
て
納
得

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
叡
知
的
明
証
性
を
有
す
る
実
践
理
性
の
事
実
の
根
本
実
質
と
し
て
、
神
の
存
在
は
単
に
可
能

性
な
の
で
は
な
く
、
理
性
の
主
体
的
必
然
の
確
信
℃
o
ω
件
巳
象
な
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
同
的
の
閣
は
膚
律
そ
の
も
の
が
可
能
と
な
る
世
界
と
し
て
恵
み
と
感
謝
の
在
り
得
る
国
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
最
高
善
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
譲
）

可
能
の
圏
と
し
て
、
ま
さ
し
く
お
σ
q
鐸
鎧
B
㈹
鑓
江
器
（
諺
Q
◎
ド
O
）
で
あ
る
。
従
っ
て
実
践
的
宙
幽
は
希
い
の
世
界
に
係
わ
る
も
の
と
し
て
、

先
天
的
綜
合
命
題
た
る
純
粋
実
践
理
性
の
原
則
が
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
は
洞
察
さ
れ
得
ぬ
と
繰
返
し
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
（
∩
Ψ
罫
ω
曾
戯
O
H
v
同
く
目
．
山
．
℃
鉾
～
N
。
ω
φ
円
b
o
O
◎
）
併
し
人
間
の
倫
理
的
に
純
粋
で
あ
ろ
う
と
す
る
努
力
が
宗
教
的
儒
仰
に
関
連
せ

ざ
る
を
得
ず
、
　
「
道
徳
律
が
必
然
的
に
宗
教
へ
到
る
」
（
寄
9
（
憎
乏
く
電
ω
曾
b
。
も
。
c
。
）
と
い
う
こ
と
が
、
℃
①
け
三
〇
曽
爾
霞
9
℃
嵩
を
犯
し
て
神
意



か
ら
道
徳
律
を
導
出
す
る
こ
と
で
な
い
こ
と
も
明
ち
か
で
あ
る
。

　
　
　
（
註
）
　
こ
の
こ
と
は
騒
的
の
魍
が
、
観
想
的
に
衷
象
さ
れ
た
神
の
圏
と
等
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
思
想
が
、
一
方
で
は
宗
教
の
道
徳
化

　
　
で
あ
る
と
き
れ
、
又
他
方
で
は
逆
に
道
徳
を
宗
教
に
解
消
す
る
も
の
と
難
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
道
徳
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト

　
　
の
根
本
思
想
に
は
、
い
さ
さ
か
の
狂
い
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
こ
う
云
う
こ
と
は
そ
れ
が
完
全
無
欠
だ
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
併
し
屋
的
の

　
　
国
は
餌
傑
ω
馨
魚
。
げ
伍
碧
O
晒
飴
山
o
p
と
し
て
鉱
質
。
｛
⇔
H
餌
難
ω
π
賃
p
津
蒔
⑦
芝
。
｝
樽
で
あ
る
。
（
誇
G
Q
H
じ
空
体
的
に
将
来
せ
し
め
ら
る
べ
き
も
の
と
し

　
　
て
叡
知
的
自
覚
に
お
い
て
薩
下
に
環
成
す
る
実
践
的
実
在
の
世
界
で
あ
り
、
も
と
も
と
そ
の
叡
知
玉
露
覚
自
体
が
そ
こ
で
始
め
て
可
能
で
あ
っ
た
と

　
　
こ
ろ
の
、
在
ら
し
む
べ
く
し
て
在
っ
た
世
界
、
永
遠
的
啓
示
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
な
る
巧
妙
な
顯
喩
と
云
う
は
論
外
と
し
て
、
来
世
や

　
　
理
想
歓
会
と
解
し
て
は
無
理
解
も
甚
だ
し
い
。
併
し
単
に
主
観
内
在
的
桜
岡
体
で
あ
る
と
し
て
主
観
道
徳
と
批
判
し
た
り
、
或
は
理
想
の
彼
岸
に
求

　
　
め
ら
れ
環
実
の
人
倫
界
か
ら
絶
縁
さ
れ
た
も
の
、
従
っ
て
カ
ン
ト
倫
理
の
原
理
そ
の
も
の
を
非
現
実
化
す
る
も
の
と
難
ず
る
の
も
等
し
く
誤
解
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
実
践
的
な
る
も
の
を
も
理
論
的
に
見
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
生
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
最
も
主
体
的
に
し
て
最
も
客
観
的
な

　
　
る
も
の
、
そ
れ
故
可
能
的
必
然
の
真
に
現
実
的
な
る
も
の
と
し
て
、
徹
底
的
に
主
体
的
実
践
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
が
崇
高
ン
①
崔
浮
ぴ
で
、
豊
饒
な
沖
瓢
。
財
経
鍵
恩
的
の
国
の
理
念
で
教
え
て
い
る
こ
と
は
、
目
的
の
国
が
恵
み
の
在
り
得
る
世

界
で
あ
り
、
人
間
の
自
由
も
予
め
与
え
ら
れ
た
恵
み
に
よ
っ
て
始
め
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
理
解
さ
れ
た
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
恵

み
を
自
覚
し
得
ぬ
の
は
人
間
が
そ
の
実
在
を
認
め
ぬ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
そ
れ
と
し
て
認
め
得
ぬ
こ
と
は
、
そ
の
実
在
を
認
め
ま
い

と
す
る
人
間
的
な
は
か
ら
い
に
発
す
る
宿
業
で
も
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
れ
こ
そ
聖
な
る
秩
序
の
顯
倒
に
外
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The傭1勿θげSUCゐan　article　as妙力8鱗加m・プ8　than・πθπ順うθプげthis

magazine　is　to　be　g　iven　together　with　the　last　instalment　of　the　article．

Reich　der　Zwecke

Eine　lnterpretation　zum　Grundbegriffe　der　praktiscken

Ph韮losophie　Kan毛s

von　Takayoshi　Aoki

Hier　habe　ich　versucht，　einen　Zentralbegriff　des　Kantischen　Denkens　im

praktisch－philosophischen　Gesichtskreise　einigermassen　auszulegen．　Erst

durch　eine　Erlauterung　zurn　Begriffe　des　“Reichs　der　Zwecke”　ware，　wie　ich

glaube，　Kants　tiefiiegender　Gedanl〈e　ifber　den　Moglichl〈eitsgrund　des

Selbstwerdens　des　Menschen　in　rechter　Weise　aufzufassen．　Und　dadurch

wird　zugleich　der　Grund　dafur　angegeben，　dass　die　gew6nliche　Kennzeichnung

von　der　Kantischen　Ethik．　d．　h．　ein　｝eerer　Formalismus　oder　stolscher
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

Rigorismus　philosophisch　unbegrUndet　ist．

　　Das　“Reich　der　Zwecke”　ist　Reich　der　Gnaden　in　doppeltem　Sinne　：　erstens

als　eine　m6giiche　Welt，　in　der　erst　die　Freiheit　erm6glicht　wird，　und

zweitens　als　die　beste　Welt，　in　der　das　h6chste　Gut　stattfinden　1〈6nnte．　ln

der　ersteren　Hinsickt　kann　die　menschliche　Freiheit　als　Fakturn　und　d．　h．

hier　als　Geschenl〈　aufgezeigt　werden，　infolgedessen　das　Reich　schon　regnum

gratiae　ist．　ln　der　letzteren　darf　ich　vermuten，　dass　die　pers6nliche　Liebe

（und　zwar　zu　Gotの　die　materiale　Substanz　der　Glttckse｝igl〈eit　ausmacht．

Hierin　liegt，　wie　ich　glaube，　der　apriorische　Grund　dafttr，　dass　dem　Reich

sein　Oberhaupt　unentbehrlich　ist．

　　Dieses　ist　nichts　anders　als　die　Wesensfolge，　die　sich　aus　einer　Auslegung

des　moralischen　Gesetzes　als　Selnsgesetzes　aller　verntinftigen　Wesen，　d．　h．

1



als　Gesetzes　’der”personal：kommunikativen，　lm　eigentlichen　Slnne　’des’　Wortes

inteliigiblen　Wel七，　an伽Tag　bringt．　So　iieg㌻　Hauptaもsicht　d｝eses　A疑fsatzes

darin，　da＄　“Reich　der　Zwecl〈e”　als　eine　objektiv　reale　Welt，　die　sein　soll

und　doch　imrner　schon’　da　gewesen　ist；　zu　etlttutern．

Spinoza’s　Theory

　　　　　　　　　b2　Akira

of　IIぬ1疑anence

Mori

　　Spinoza’s　immanence－theory，　which　is　expressed　by　the　formula　“Deus　sive

Nafura’1　does　not　mean　“Deus　in　ornnibus”，　but　rather　“omnia　in　Deo”．

This　theory　which　domlnates　his　discussions　on　metapysics，　eplstemo｝ogy，

psychology，　ethics，・　etc．　can　be　said　to　be　the　very　foundation　of　Spinoza’s

phllosdphical　system．　Our　chief　concern　is　to　consider　whether　or　not　his

immanence－theory　can　be　regarded　as　a　legit1mate　answer，　as　Spinoza　seems

to　profess　to　give，　to　the　dithculties　raised　and　left　unsolved　by　Descartes

conceming　the　miRd－body　relation．　At　first　glance・　Spinoza’s　so－called

paralielism　which　follows　from　his　imrnanence－theory　seems　to　give　an

adequate　answer　to　the　probiem．　Further　exarnination，　however，　will　readily

show　that　lt　is　far　from　being　the　case．　Unlike　Descartes　who　made　great

efforts　to　distinguish　‘science’　from　‘life’，　as　belonging　to　two　different

spheres，　Spinoza　trled　to　treat　these　two　as　belonging　to　the　same　dimension，

whlch　amounts　to　reducing　the　latter　to　the　former．　After　all　his

immanence－theory　means　that　the　whoie　world　could　be　put　into　one　rational

system　wlthout　any　serious　breach　of　logic，　which　seems　to　us　too・　good

to　be　true．
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