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我
々
は
三
の
終
り
で
歴
史
に
於
け
る
行
為
・
反
省
の
主
体
を
民
族
共
同
体
に
於
て
生
き
る
個
人
で
あ
る
と
規
定
し
た
が
、
こ
の
点
に
就

　
　
い
て
も
う
少
し
論
じ
て
み
た
い
。
個
人
の
行
為
を
歴
史
的
事
実
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
本
質
的
に
歴
史
的
世
界
の
事
実
と
し
て
こ
の
世

　
　
界
の
生
成
変
化
に
影
響
さ
れ
、
そ
れ
の
函
数
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
萌
ら
か
で
あ
る
。
凡
そ
個
人
の
行
為
を
そ
の
存
在
と
共
に
学
問
的

　
　
に
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
を
誤
る
原
理
、
或
る
原
困
に
還
元
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
行
為
の
歴
史
的
原
照
の
難
事
は
そ
の
生
起
の
場
と
し

　
　
て
の
罠
族
の
共
感
世
界
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
勿
論
行
為
の
場
所
は
小
さ
く
は
個
人
の
意
識
内
部
か
ら
広
く
は
宇
宙
ま
で
の
無
限

　
　
な
系
列
に
於
て
考
え
ら
れ
得
る
が
、
然
し
こ
れ
ら
の
場
の
集
中
的
表
現
と
し
て
、
磁
縁
、
風
土
、
意
識
、
言
語
、
文
化
の
共
同
世
界
と
し
て

　
　
の
民
族
を
想
定
し
得
る
。
た
だ
民
族
の
共
陶
世
界
は
自
足
的
世
界
と
は
同
じ
で
な
く
、
糧
紺
的
自
己
中
心
的
共
同
性
を
保
ち
な
が
ら
他
の

　
　
諸
民
族
と
そ
れ
ぞ
れ
交
渉
の
場
所
を
形
成
し
て
い
る
。
相
異
な
る
民
族
文
化
の
相
互
の
出
会
い
は
民
族
文
化
の
発
展
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
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大
き
な
役
割
を
も
つ
こ
と
は
こ
こ
に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
民
族
文
化
の
創
造
の
場
所
を
更
に
分
析
し
て
見
る
と
、
そ
こ
に
欄

　
　
人
の
力
が
決
定
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
が
朔
白
に
な
る
。
確
か
に
個
人
の
力
は
民
族
の
カ
、
特
に
生
産
階
級
の
力
に
よ
っ
て
皮
持
さ
れ
て

　
　
い
る
し
、
我
と
汝
の
薩
接
的
人
格
的
交
わ
り
も
大
き
な
意
味
を
有
し
よ
う
。
然
し
こ
れ
ら
は
総
て
創
造
の
直
接
的
間
接
的
条
件
で
あ
り
、

　
　
創
造
の
主
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
た
と
い
二
人
乃
至
多
数
の
共
同
的
行
為
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
共
同
の
場
の
自
然
発
生
的
産
物

　
　
で
な
く
、
共
同
の
場
に
参
与
す
る
各
個
人
の
創
造
的
寄
与
の
集
積
を
現
わ
す
。
共
同
の
場
で
の
絹
互
的
交
わ
り
に
影
響
さ
れ
る
点
で
は
、

　
　
個
人
の
創
造
性
の
中
に
深
く
他
の
力
が
浸
透
し
、
二
つ
を
分
析
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
然
し
無
人
格
的
集
園
に
は
運
動
や
行
動
は

　
　
あ
っ
て
も
、
創
造
、
行
為
は
な
い
。
創
造
的
行
為
は
各
個
人
が
他
か
ら
の
影
響
を
自
己
内
部
で
変
化
、
消
化
し
、
新
た
な
形
成
を
以
て
こ

　
　
れ
を
能
動
的
に
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
そ
れ
は
自
己
自
身
の
視
点
と
体
験
と
を
以
て
世
界
を
表
現
、
形
成
す
る
モ
ナ
ド
的
行
為

　
　
で
あ
る
。
唯
歴
史
的
行
為
の
主
体
と
し
て
の
モ
ナ
ド
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
と
異
な
り
、
窓
の
な
い
自
足
的
存
存
で
な
く
、
内
と
外

　
　
の
世
界
の
相
互
媒
介
の
中
心
点
を
成
し
て
い
る
。
カ
エ
サ
ル
が
ル
ビ
コ
ン
を
渡
る
可
能
性
は
初
め
か
ら
彼
に
内
在
し
た
の
で
な
く
（
ラ
イ

　
　
プ
ニ
ッ
ツ
が
解
す
る
よ
う
に
）
、
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
の
政
治
闘
争
、
更
に
こ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
ロ
ー
マ
の
政
治
情
勢
が
こ
の
よ
う
な
行
為

　
　
を
選
ば
し
め
た
の
で
あ
る
。
勿
論
彼
に
強
い
権
力
欲
や
決
断
力
が
内
在
し
な
け
れ
ば
機
会
を
把
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
よ
う
な
決
断
的
行
為
は
可
能
性
と
し
て
潜
在
し
た
の
で
は
な
い
が
、
然
し
内
外
の
呼
応
に
重
て
か
か
る
形
で
、
こ
の
瞬
間
産
出
さ
れ

　
　
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
タ
ー
ク
に
よ
る
と
、
カ
エ
サ
ル
は
ル
ビ
コ
ン
川
を
渡
る
前
に
大
い
に
迷
い
、
友
人
達
と
相
談
し
た
が
、
突
然
激
情
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
総
て
の
計
算
を
捨
て
、
　
「
殼
子
は
投
げ
ら
れ
た
」
と
叫
び
な
が
ら
渡
河
し
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
神
の
定
め
た
可
能
性

　
　
と
し
て
予
定
す
る
の
は
、
た
と
い
偶
然
性
に
媒
介
さ
れ
る
に
し
て
も
そ
れ
は
一
種
の
決
定
論
と
い
う
外
は
な
い
。
然
し
、
歴
史
は
外
に
尉

　
　
応
ず
る
内
の
主
体
の
創
造
的
非
予
定
的
過
程
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
外
の
諸
条
件
は
主
体
の
創
造
の
増
騎
の
中
で
震
蕩
さ
れ
つ

　
　
つ
新
た
な
形
を
与
え
ら
れ
、
か
く
し
て
始
め
て
行
為
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

　
　
　
（
1
）
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然
し
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
行
為
の
モ
ナ
ド
が
現
実
世
界
に
於
て
如
何
な
る
仕
方
で
そ
の
主
体
性
と
自
由
と
を
表
現
し
て
い
る

か
で
あ
る
。
主
体
性
と
云
え
ば
、
我
々
は
す
ぐ
摩
る
特
定
の
道
徳
的
宗
教
的
生
き
方
を
考
え
勝
ち
で
あ
る
が
、
歴
史
的
世
界
の
主
体
性
は

こ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
的
定
型
化
以
前
の
生
々
と
し
た
動
性
を
も
つ
。
類
型
的
善
入
や
悪
人
は
、
か
か
る
人
間
に
も
反
類
型
的
突
然
変
化
の

可
能
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
無
視
す
る
類
型
的
人
間
学
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
。
人
間
の
自
由
は
神
の
如
き
完
成
に
達
し
な
い
限
り
、
多
様

な
善
の
中
で
の
選
択
を
な
し
得
る
。
の
み
な
ら
ず
、
本
質
的
に
は
善
悪
の
選
択
を
な
す
能
力
で
あ
る
。
有
限
な
主
体
に
関
す
る
限
り
、
慮

由
と
善
と
は
同
一
で
は
な
い
。
換
書
す
れ
ば
、
主
体
性
は
悪
に
も
あ
る
。
主
体
の
自
由
を
も
つ
故
に
人
の
意
志
は
悪
で
も
あ
り
得
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

あ
る
。
だ
か
ら
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
中
に
意
志
の
作
用
を
見
る
の
で
あ
る
。
又
主
体
の
自
由
は
意
志
の
自
由
だ
け

に
限
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
後
春
は
前
春
の
優
れ
た
形
の
現
わ
れ
で
は
あ
る
が
そ
の
一
半
に
と
ど
ま
り
、
思
考
、
構
想
力
を
含
め
て
の
反

省
の
自
由
は
そ
の
他
の
半
面
で
あ
る
。
更
に
又
、
主
体
の
感
情
は
選
択
を
許
さ
な
い
点
で
霞
由
と
反
対
の
必
然
性
を
帯
び
て
い
る
が
、
而
も

そ
れ
は
自
己
の
深
み
か
ら
感
ぜ
ら
れ
る
力
と
し
て
は
自
発
性
を
成
し
て
い
る
と
云
う
べ
き
だ
ろ
う
。
何
れ
に
し
て
も
、
主
体
的
創
造
力
は

主
体
の
自
由
以
上
の
も
の
、
自
由
と
必
然
の
全
体
的
力
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
主
体
的
自
由
即
主
体
的
必
然
性
と
し
て
の

露
己
は
全
体
的
存
在
と
し
て
歴
史
的
世
界
か
ら
離
れ
ず
、
そ
の
中
で
世
界
の
モ
ナ
ド
的
表
現
、
形
成
を
行
う
。
倫
理
的
生
き
方
は
こ
の
よ

う
な
モ
ナ
ド
的
世
界
表
現
と
形
成
の
一
つ
の
、
而
も
薫
る
意
味
で
は
基
本
的
な
働
き
方
で
あ
る
。
我
々
は
倫
理
的
価
値
意
識
…
善
悪
が
世

界
心
境
と
形
成
に
於
て
も
つ
役
割
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
価
値
は
他
の
価
値
群
と
異
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
世
界
の

領
域
に
係
わ
り
を
も
っ
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
数
値
は
人
間
の
生
存
の
基
本
的
要
求
で
あ
る
社
会
的
秩
序
を
表
示
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
法
、
均
衡
、
平
和
、
秩
序
と
云
う
如
き
各
畏
族
が
今
ま
で
善
を
定
義
す
る
為
に
使
っ
た
言
葉
は
、
そ
れ
が
社
会
に
於
て
個
人
の

あ
る
べ
き
位
置
が
示
す
一
般
的
秩
序
を
意
味
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
善
は
社
会
的
秩
序
の
主
体
に
よ
る
維
持
・
発
展
で
あ
り
、

悪
は
主
体
に
よ
る
そ
の
破
壊
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
秩
序
の
維
持
と
そ
の
破
壊
と
そ
の
新
し
い
確
立
と
が
歴
史
の
進
行
に
大
き
な
働
き
を
も

つ
事
は
十
分
理
解
出
来
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
交
化
領
域
は
別
の
方
向
か
ら
こ
れ
に
寄
与
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
領
域
は
秩
序
そ
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史
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の
も
の
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
実
質
的
価
値
形
成
に
そ
の
本
質
を
も
つ
。
そ
し
て
、
秩
序
は
そ
れ
を
充
実
さ
せ
る
実
質
な
く
し
て
は
貧
し
い
形

式
に
な
る
だ
ろ
う
。
然
し
、
実
質
的
文
化
領
域
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
の
個
人
又
は
そ
の
集
照
の
利
害
、
権
力
、
才
能
が
価
値
の
積

極
的
媒
介
内
容
に
な
る
か
ら
秩
序
破
壊
の
危
険
が
伏
在
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
防
止
す
る
為
に
、
こ
れ
ら
の
文
化
領
域
そ

の
も
の
に
も
秩
序
を
求
め
る
要
求
が
潜
在
す
る
。
こ
れ
を
最
も
必
要
と
す
る
の
が
元
来
法
秩
序
に
よ
る
権
力
保
存
を
層
的
と
す
る
政
治
領

域
で
あ
る
。
こ
れ
が
歴
史
的
倫
理
の
政
治
・
階
級
性
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
政
治
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
倫
理
的
秩
序
は
政
治

が
自
己
中
心
的
権
力
欲
を
基
礎
と
す
る
限
り
不
公
正
を
脱
ぎ
棄
て
さ
れ
ず
、
本
来
の
公
正
な
倫
理
的
秩
序
を
求
め
る
運
動
が
政
治
の
内
外

に
起
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
民
族
の
本
来
の
倫
理
的
自
己
反
省
の
始
ま
り
が
あ
る
。
倫
理
的
自
己
反
省
の
特
質
は
単
に
善
と
悪
の
対
立
と
い

う
如
き
倫
理
的
価
値
内
部
の
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
的
に
は
よ
り
広
い
場
で
の
対
立
、
即
ち
価
値
の
普
遍
性
、
共
同
性
、
形
式
性
と

そ
の
個
別
性
、
自
我
性
、
実
質
性
と
の
争
い
と
し
て
存
在
す
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
価
値
春
立
の
解
決
は
歴
史
的
世
界
に
生
起
す
る
限
り
、

再
び
こ
の
世
界
の
政
治
的
社
会
的
心
理
的
力
に
よ
る
歪
み
を
免
れ
難
い
。
然
し
そ
の
合
理
的
解
決
は
、
か
か
る
力
、
勢
を
捨
象
す
る
の
で

な
く
、
一
そ
れ
は
不
可
能
一
そ
れ
ら
の
力
、
或
は
そ
れ
ら
の
力
の
綜
含
的
統
一
と
し
て
の
時
代
の
社
会
と
主
体
の
有
り
方
を
現
実
的

理
念
的
、
創
造
的
破
壊
的
の
両
面
に
於
て
知
る
こ
と
を
第
一
の
前
提
と
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
「
汝
自
身
を
知
れ
」
の
自
己
反
省
は
行
為

的
解
決
の
根
本
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
世
の
勢
を
正
し
く
捉
え
得
る
知
識
人
と
洞
察
力
を
具
え
た
行
動
的
人
間
の
歴
史
的

役
割
を
教
え
て
い
る
。

　
（
1
）
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霧
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囲
■

　
民
族
の
主
体
に
於
け
る
自
己
反
省
は
神
話
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
原
始
的
行
動
的
反
省
か
ら
始
ま
る
長
期
の
発
達
過
程
を
経
て
進
ん
で

ゆ
く
。
民
族
の
原
始
的
反
省
は
概
に
そ
の
中
に
倫
理
的
と
も
い
う
べ
き
契
機
を
含
ん
で
は
い
る
が
、
然
し
来
だ
本
来
的
漁
り
方
を
蝕
し
て

お
ら
ず
、
民
族
的
エ
ー
ト
ス
と
し
て
生
活
と
文
化
の
中
に
未
分
化
の
、
然
し
生
々
と
し
た
姿
で
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
族
文
化
の
発

達
と
共
に
、
生
産
、
政
治
、
学
問
、
芸
術
、
宗
教
と
様
々
な
人
間
関
係
を
形
成
す
る
広
い
知
的
主
体
的
行
為
の
一
契
機
と
し
て
作
用
す



　
　
る
。
こ
れ
ら
の
行
為
が
主
体
的
で
あ
る
限
り
は
主
体
の
或
る
全
体
的
自
己
・
世
界
表
現
で
あ
り
、
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
の
綜
合
を
現
わ
し
た

　
　
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
歴
史
の
発
展
と
共
に
そ
の
綜
合
は
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
は
技
術
的
生
産
も
交
響
的
生
産
も

　
　
変
り
は
な
い
。
技
術
的
生
産
と
文
化
的
生
産
と
は
そ
の
生
産
様
式
を
異
に
し
な
が
ら
、
一
つ
の
民
族
の
主
体
的
行
為
と
し
て
相
互
に
鼻
面

　
　
し
耀
い
、
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
主
体
的
行
為
は
有
限
な
暗
間
的
存
在
の
行
為
と
し
て
、
過
去
と
未
来
の
間
に

　
　
張
り
わ
た
さ
れ
た
現
在
の
中
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い
。
過
去
は
未
反
省
、
無
知
で
非
含
理
的
な
力
、
パ
ト
ス
と
し
て
主
体
の
中
に
作
用
し
、

　
　
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
創
造
力
と
共
に
恐
る
べ
き
破
壊
力
を
現
わ
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
と
共
に
主
体
の
自
己
矛
盾
的
問
題
的
存
在
が
惣
覚

　
　
さ
れ
、
未
来
の
よ
り
高
い
解
決
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
本
来
的
意
味
の
倫
理
的
反
省
は
こ
の
問
題
解
決
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。
否
、

　
　
時
代
の
問
題
を
聞
題
と
し
て
意
識
し
、
そ
れ
の
解
決
を
求
め
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
既
に
倫
理
的
反
省
行
為
で
あ
る
。

　
　
　
倫
理
的
反
省
の
特
質
は
、
自
己
の
欲
求
を
一
そ
れ
が
生
活
秩
序
を
破
壊
す
る
限
り
一
抑
制
す
る
と
共
に
、
積
極
的
に
秩
序
に
従
っ

　
　
て
こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
主
体
的
行
為
が
自
己
矛
盾
的
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
未
だ
十
全
に
主
体
的
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、

　
　
即
ち
主
体
が
自
己
の
行
為
の
原
動
力
で
あ
る
欲
求
の
存
在
を
自
覚
、
綱
御
母
導
出
来
ず
、
逆
に
そ
れ
に
駆
使
さ
れ
、
反
省
が
そ
の
隷
属
的

　
　
手
段
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
反
省
は
だ
か
ら
自
己
の
行
為
の
暗
い
根
抵
を
凝
視
・
解
析
し
、
そ
の
根
源
と
そ
の
も
た
ら
す
結

　
　
果
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
破
壊
的
力
を
抑
偏
す
る
こ
と
、
同
時
に
そ
の
入
間
生
活
に
於
け
る
存
在
論
的
意
味
を
認
識
・
充
足
さ
せ
る

　
　
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
欲
求
の
自
巴
抑
制
と
自
己
充
実
の
否
定
的
統
一
は
単
に
緬
人
的
心
の
秩
序
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
多

　
　
く
の
個
人
の
共
同
存
在
の
場
に
於
て
考
え
ら
れ
る
蒔
、
始
め
て
そ
の
歴
史
的
意
味
を
発
揮
す
る
。
蓋
し
、
歴
史
的
世
界
（
今
の
場
合
は
罠

　
　
族
）
に
於
て
は
、
一
人
乃
至
少
数
の
人
々
の
放
縦
の
為
に
多
く
の
人
々
の
漁
然
の
欲
求
充
足
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

　
　
て
、
こ
の
よ
う
な
妨
害
の
歴
史
的
事
実
、
又
は
そ
れ
に
対
す
る
民
衆
の
種
々
な
る
形
の
反
抗
運
動
の
倫
理
的
問
題
性
は
一
人
の
心
の
、
特

　
　
に
欲
求
制
御
と
云
う
消
極
図
面
か
ら
こ
の
七
号
を
見
る
場
合
に
は
見
逃
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
論
に
於
け
る
生
産
階
級

　
　
に
本
質
的
と
さ
れ
る
欲
求
の
倫
理
的
意
味
の
評
価
ぶ
り
は
た
と
え
ポ
リ
ス
の
立
場
か
ら
で
あ
る
せ
よ
、
そ
れ
は
精
神
的
貴
族
と
し
て
の
哲

898　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
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学
者
の
魂
概
念
の
、
ポ
リ
ス
へ
の
不
轟
拡
張
と
云
え
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
生
産
者
の
差
別
的
待
遇
は
出
て
来
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
欲
求
の
正
し
い
形
成
は
ロ
ゴ
ス
の
指
導
に
よ
る
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
の
主
張
の
如
く
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
こ
と
は
そ
れ
が
人
間

　
　
の
魂
に
於
け
る
隷
属
的
位
置
を
正
当
化
す
る
も
の
で
な
く
、
反
対
に
ロ
ゴ
ス
の
開
発
は
生
活
欲
求
の
強
い
発
展
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ

　
　
ろ
う
。
要
す
る
に
、
人
間
の
心
の
諸
機
能
を
主
知
主
義
的
に
考
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
的
根
源
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
そ
の
歴
史

　
　
的
社
会
的
意
味
の
正
当
な
理
解
の
根
本
前
提
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
庶
民
の
欲
求
満
足
を
政
治
倫
理
の
闇
題
と
し
て
よ
り
多
く
重
視
し

　
　
た
儒
学
に
潤
て
も
認
め
ら
れ
る
。
蓋
し
学
問
の
な
い
庶
昆
は
教
え
ら
れ
る
べ
き
存
在
で
教
え
る
べ
き
存
在
で
な
い
と
云
う
差
別
的
人
間
観

　
　
が
そ
の
土
台
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
同
じ
こ
と
は
政
治
的
行
為
の
原
動
力
た
る
権
力
欲
に
就
い
て
も
云
え
る
。
権
力
欲
は
生
活
欲
と
同
様
に
人
間
に
根
源
的
で
あ
っ
て
一
定

　
　
の
階
級
の
人
々
だ
け
の
特
権
的
欲
求
で
は
な
い
。
こ
の
権
力
の
人
間
心
理
学
は
こ
れ
を
社
会
的
歴
史
的
に
考
察
す
る
際
の
導
き
の
糸
に
な

　
　
る
も
の
で
あ
り
、
又
、
こ
の
考
察
を
理
由
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
権
力
欲
が
人
聞
的
普
遍
性
を
膚
す
る
こ
と
の
認
識
は
、
こ
れ
を
歴
史
的

　
　
社
会
的
に
考
察
す
る
晴
に
、
一
部
の
支
配
階
級
の
永
遠
性
を
儒
じ
込
ま
せ
る
誤
り
に
陥
る
こ
と
を
避
け
さ
せ
る
と
共
に
、
権
力
欲
を
真
に

　
　
人
間
的
普
遍
性
に
於
て
理
解
す
る
に
は
、
こ
れ
を
単
に
心
理
的
衝
動
と
し
て
見
る
だ
け
で
な
く
i
蓋
し
権
力
衝
動
は
政
治
以
外
の
代
替

　
　
行
為
と
し
て
表
現
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
i
、
こ
れ
を
特
定
の
階
級
の
欲
求
と
し
て
絶
対
化
せ
ず
、
歴
史
的
社
会
的
世
界
に
於
て
相
対

　
　
化
し
、
こ
の
世
界
に
働
く
総
て
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
於
て
こ
れ
を
政
治
的
行
為
と
し
て
表
現
す
る
資
格
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
然
し
、
民
主
主
義
的
制
度
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、
政
治
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
相
対
盤
、
肖
巴
否
定
的
運
動
性
を

　
　
さ
す
。
如
何
な
る
権
力
潜
も
そ
れ
が
理
性
的
創
造
的
意
欲
を
失
え
ば
、
他
の
新
し
い
歴
史
的
課
題
の
解
決
者
と
し
て
の
権
力
者
に
よ
っ
て

　
　
そ
の
位
置
を
奪
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
権
力
者
は
社
会
の
人
々
の
内
の
声
を
我
々
と
群
盗
の
対
話
に
煮
て
聞
き
と
る
耳
を
も
た
ね
ば
な
ら

　
　
な
い
。
若
し
「
こ
の
人
々
が
黙
し
て
い
る
な
ら
、
石
が
隣
ぷ
で
あ
ろ
う
。
」
実
践
的
反
雀
は
「
見
、
聞
き
、
考
え
、
而
し
て
行
う
」
過
程

　
　
の
順
環
で
あ
る
。



五

　
　
　
民
族
の
行
為
・
反
省
を
歴
史
的
に
理
解
す
る
に
当
り
、
我
々
は
こ
れ
を
そ
の
源
泉
か
ら
知
る
た
め
に
古
代
社
会
を
背
景
に
し
て
考
察
し

　
　
た
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
港
が
「
善
」
と
称
す
る
も
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
文
学
で
は
、
戦
・
弓
・
槍
に
於
て
優
秀
な
る
も
の
、
或
は
善
き

　
　
人
は
戦
争
に
於
て
勇
気
あ
る
人
で
あ
っ
た
。
善
と
勇
気
と
は
屡
々
同
一
視
さ
れ
る
。
又
、
そ
の
よ
う
な
勇
者
は
そ
の
身
体
が
堂
々
と
し
て

　
　
い
る
所
か
ら
、
彼
は
勇
ら
し
い
美
し
さ
に
於
て
讃
美
さ
れ
る
。
善
き
人
、
評
し
い
人
、
美
し
い
人
は
こ
の
意
味
で
同
一
の
賞
讃
の
対
象
で

　
　
あ
っ
た
。
戦
争
文
学
と
し
て
の
「
イ
…
リ
ア
ス
」
は
戦
争
の
必
然
的
随
伴
現
象
と
し
て
の
人
間
的
激
情
の
文
学
で
も
あ
る
。
「
イ
ー
リ
ア

　
　
ス
」
の
鳶
頭
で
、
　
「
神
よ
、
ギ
リ
シ
ャ
軍
に
破
壊
的
な
災
を
も
た
ら
し
た
ア
キ
レ
ス
の
怒
り
を
歌
え
」
と
書
き
出
さ
れ
る
英
雄
ア
キ
レ
ウ

　
　
ス
の
怒
り
は
こ
の
意
味
で
十
分
考
察
の
価
値
が
あ
ろ
う
。
彼
の
怒
り
は
、
戦
争
で
の
報
償
と
し
て
得
た
一
女
性
の
所
有
に
就
い
て
ア
ガ
メ

　
　
ム
ノ
ン
と
争
い
を
す
る
こ
と
に
そ
の
端
を
発
す
る
が
、
こ
れ
が
今
後
の
ギ
リ
シ
ャ
軍
営
の
内
部
に
色
々
な
波
紋
を
投
ず
る
。
怒
り
が
単
に

　
　
戦
争
の
み
な
ら
ず
、
人
闘
関
係
に
於
て
人
間
的
倫
理
的
意
味
を
著
し
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
古
来
文
学
春
・
哲
学
者
に
よ
っ
て
注
意
さ
れ

　
　
て
来
た
が
、
そ
の
際
常
に
問
題
に
な
る
こ
と
は
怒
り
を
知
性
に
よ
っ
て
調
御
す
る
こ
と
の
む
つ
か
し
さ
で
あ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
の

　
　
反
省
は
ど
の
よ
ヶ
な
仕
方
で
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
重
要
な
こ
と
は
、
行
為
の
歴
史
的
反
雀
は
道
徳
葡
完
成
そ
の
も
の
を
国
的
と
す
る
如

　
　
き
限
ら
れ
た
個
人
倫
理
的
有
り
方
を
有
す
る
の
で
な
く
、
入
間
的
歴
史
的
主
体
の
反
省
の
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
歴
史
的
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
云
っ
て
も
倫
理
の
歴
史
的
現
象
の
考
察
で
あ
る
か
ら
、
出
来
る
だ
け
純
粋
な
倫
理
的
歴
史
的
現
象
を
促
え
る
べ
き
筈
で
は
あ
る
が
、
然
し

　
　
そ
の
際
我
々
は
純
粋
さ
の
名
に
於
て
人
聞
的
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
し
得
ぬ
よ
う
な
、
或
は
又
単
に
限
ら
れ
た
存
在
可
能
性
し
か
有
し

　
　
な
い
よ
う
な
純
粋
型
は
真
理
の
理
解
と
し
て
の
純
粋
型
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
倫
理
的
歴
史
的
理
念
型
は
本
来
多
一
7
5
的

　
　
で
あ
り
、
無
内
容
で
な
く
て
多
様
な
人
間
性
、
歴
史
性
の
綜
合
統
…
的
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
の
段
階
に
於
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
と

　
　
ト
ロ
イ
の
間
の
戦
争
と
い
う
歴
史
的
情
勢
と
並
ん
で
民
族
年
神
墨
田
思
考
様
式
が
そ
の
倫
理
的
特
徴
を
規
定
す
る
。
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
と
ア

918
　
　
　
　
　
　
歴
史
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キ
レ
ウ
ス
と
の
戦
利
口
㎜
の
分
配
に
関
す
る
争
い
は
、
前
者
の
権
力
者
と
し
て
の
無
欲
に
対
す
る
後
者
の
怒
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、

　
　
前
者
の
渇
欲
は
統
率
者
と
し
て
の
無
反
省
な
我
欲
を
示
す
と
同
時
に
、
後
者
の
激
怒
は
そ
の
不
当
を
非
難
す
る
道
理
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
然
る
に
、
彼
の
怒
り
を
静
め
る
為
に
女
神
ア
テ
ー
ネ
…
が
女
神
ヘ
ー
レ
ー
に
よ
っ
て
天
上
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
彼
の
前
に
現
わ
れ
ち
。
へ
一

　
　
レ
ー
は
両
英
雄
を
共
に
心
に
掛
け
、
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
テ
…
ネ
ー
は
「
若
し
争
い
を
止
め
る
な
ら
、
御
前
の
不
当

　
　
な
取
扱
い
に
対
し
て
三
倍
の
素
晴
ら
し
い
報
い
が
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
」
と
云
っ
て
ア
キ
レ
ウ
ス
を
説
得
す
る
。
彼
は
こ
れ
に
対
し
「
た

　
　
と
い
ど
れ
だ
け
心
が
怒
り
燃
え
よ
う
と
も
あ
な
た
方
御
二
人
の
誉
葉
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
神
々
に
服
従
す
る
人
の
願
い
は
神
々
も
か

　
　
な
え
て
下
さ
る
か
ら
」
と
云
っ
て
一
先
ず
剣
を
お
さ
め
る
。
こ
の
ア
キ
レ
ウ
ス
の
自
己
反
省
は
実
は
一
時
的
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
中
に

　
　
神
々
と
人
間
の
間
の
不
思
議
な
対
応
・
交
錯
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
漫
界
の
対
応
関
係
の
想
定
は
ギ
リ
シ
ャ
古
典
文
学
の
重
要

　
　
な
特
色
と
云
っ
て
も
よ
い
が
、
　
一
つ
の
問
題
は
こ
の
関
係
の
描
写
が
神
話
的
交
錯
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
よ
り
合
理
的
な
両
世
界
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
基
づ
く
平
行
論
i
特
殊
の
媒
介
は
あ
る
に
し
て
も
ー
ー
で
あ
る
か
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
然
し
ア
キ
レ
ウ
ス
自
身
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
を
殺

　
　
し
て
や
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
怒
り
を
抑
え
る
べ
き
か
と
躍
躇
し
な
が
ら
も
大
刀
を
引
き
抜
く
時
、
ア
テ
…
ネ
ー
が
彼
の
前
に
現
わ
れ
る
と

　
　
い
う
仕
組
み
は
確
か
に
人
間
の
心
の
一
瞬
の
動
き
に
対
す
る
神
々
の
計
ら
い
と
し
て
巧
妙
な
交
錯
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
ア
キ
レ

　
　
ス
の
抑
制
は
純
知
的
反
省
で
な
く
て
こ
の
社
会
に
於
け
る
神
々
と
人
間
の
儒
仰
言
関
係
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
彼
慮
身
の

　
　
心
の
反
省
と
心
理
的
倫
理
的
に
結
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
－
）
　
和
辻
哲
郎
「
ホ
メ
…
ロ
ス
批
覇
」
旨
り
ら
り
回
一
O
心
．
百
〔

占／N

　
然
し
ア
キ
レ
ウ
ス
の
抑
制
は
長
く
は
続
か
な
い
。
そ
れ
は
両
英
雄
の
憎
み
縫
う
原
困
が
除
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一

方
で
は
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
の
軍
勢
が
戦
況
不
利
に
な
り
、
他
方
で
は
ア
キ
レ
ウ
ス
の
戦
友
バ
ト
ロ
ク
ロ
ス
が
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
乎
で
殺
さ
れ
、



　
敵
に
紺
す
る
激
し
い
憎
し
み
が
彼
の
心
中
に
生
れ
来
る
と
共
に
、
こ
の
共
通
の
不
幸
を
機
会
と
し
て
和
解
す
る
時
ま
で
持
続
す
る
。
怒
り

　
　
の
抑
鰯
と
い
う
倫
理
的
問
題
は
そ
れ
自
身
民
族
の
歴
史
的
情
況
の
中
に
起
る
一
事
件
で
あ
り
、
主
体
と
場
の
全
体
的
情
況
過
程
に
そ
の
解

　
決
を
一
任
す
る
。
　
「
イ
ー
リ
ァ
ス
」
の
十
九
巻
が
こ
の
二
幅
の
成
立
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
は
、
自
分
の
ア
キ
レ

　
　
ゥ
ス
に
対
す
る
高
慢
な
態
度
は
「
迷
妄
」
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
心
の
迷
い
で
あ
り
、
自
分
の
責
任
で
は
な
い
と
云
う
。
こ
れ
は
全
く

　
　
の
運
命
論
で
あ
る
。
　
「
ゼ
ウ
ス
の
長
女
、
迷
妄
の
女
神
は
総
て
の
人
を
迷
わ
せ
る
呪
わ
し
い
神
だ
。
そ
の
足
は
柔
ら
か
く
て
地
上
を
歩
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
ず
、
入
間
の
頭
上
を
歩
い
て
彼
等
を
た
ぶ
ら
か
し
、
私
以
外
に
他
の
人
を
も
縛
り
つ
け
る
の
だ
…
…
」

　
　
　
（
1
）
　
お
・
鐙
一
り
餅

　
　
　
他
方
、
ア
キ
レ
ウ
ス
は
「
争
い
な
ど
は
神
々
や
人
間
か
ら
な
く
な
れ
ば
よ
い
の
に
、
そ
し
て
怒
り
も
亦
そ
う
な
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
怒

　
　
り
は
思
慮
あ
る
人
を
も
気
荒
ら
く
さ
せ
、
滴
れ
落
ち
る
蜂
蜜
よ
り
も
甘
く
人
の
心
の
中
で
煙
の
よ
う
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
、
丁
度
ア

　
　
ガ
メ
ム
ノ
ン
王
が
私
を
嘗
て
怒
ら
せ
た
如
く
に
。
然
し
ど
れ
程
苦
し
み
が
あ
る
に
せ
よ
、
過
去
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
、
我
々
の
心
を

　
　
強
い
て
抑
え
よ
う
」
と
反
省
す
る
。
こ
れ
は
も
う
立
派
な
心
理
的
倫
理
的
自
省
で
あ
り
、
怒
り
の
分
析
や
そ
の
抑
綱
の
必
要
の
自
覚
は
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
ラ
ト
ン
を
想
わ
せ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
回
c
Q
」
お
“
1
鷺
G
。
・

　
　
　
然
し
人
間
間
の
憎
し
み
、
怒
り
の
激
情
は
戦
争
が
続
く
限
り
は
そ
の
存
在
の
重
要
な
場
の
一
つ
を
失
っ
て
は
い
な
い
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は

　
　
そ
の
戦
友
バ
ト
ロ
ク
ロ
ス
が
ト
ロ
イ
軍
の
英
雄
ヘ
ク
ト
…
ル
の
季
で
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
悲
し
み
の
余
り
復
讐
を
誓
い
、
遂
に

　
　
そ
の
望
み
を
遂
げ
る
。
こ
の
敵
に
対
す
る
ア
キ
レ
ウ
ス
の
憎
し
み
は
、
死
に
ゆ
く
ヘ
ク
ト
…
ル
に
対
し
て
彼
の
死
体
を
犬
に
喰
わ
し
て
や

　
　
る
と
罵
る
よ
う
な
激
情
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
が
、
彼
は
こ
れ
で
満
足
せ
ず
、
そ
の
死
体
を
戦
車
に
く
く
り
つ
け
て
戦
友
の
墓
の
周
闘
を
三

　
　
度
引
き
ず
り
廻
す
の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
よ
う
な
狂
気
は
ど
れ
程
彼
の
悲
し
み
が
深
い
と
は
云
え
、
又
復
讐
は
戦
友
同
志
の
愚
蒙
の
義
務

　
　
と
は
云
え
、
神
々
は
固
よ
り
相
戦
う
人
間
の
問
で
も
許
さ
れ
な
い
。
復
讐
は
皇
霊
の
連
帯
意
識
に
基
づ
く
義
務
的
轡
俗
的
行
為
で
あ
る
が
、

蹴　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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94
8
　
そ
れ
は
外
か
ら
見
れ
ば
反
復
さ
れ
る
集
域
的
行
為
で
あ
っ
て
も
、
内
面
的
に
見
れ
ば
集
書
に
属
す
る
個
人
の
独
自
な
衝
動
的
激
情
的
行
為

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
が
習
俗
的
限
度
を
却
て
破
壊
す
る
よ
う
な
極
端
さ
を
も
ち
得
る
の
も
、
習
俗
と
個
人
的
行
為
と
が
機
械
的
に
対
応
し
て
い

　
　
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ア
キ
レ
ウ
ス
の
復
讐
は
神
々
を
恐
れ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
同
情
心
を
欠
く
も
の
と
し
て
神
々
か

　
　
ら
避
難
さ
れ
る
。
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
父
プ
リ
ァ
モ
ス
は
神
々
に
頬
し
て
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
心
が
正
し
く
も
な
け
れ
ば
柔
軟
さ
も
な
く
、
獅
子

　
　
の
如
く
狂
暴
で
同
情
・
畏
敬
心
を
も
た
な
い
と
訴
え
る
。
然
し
彼
は
決
し
て
狂
暴
な
英
雄
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
省
し
、
神
々
を
恐
れ

　
　
る
心
を
失
っ
て
い
な
か
っ
た
。
唯
彼
は
人
間
と
し
て
情
況
に
左
右
さ
れ
易
い
弱
さ
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
は
、
ブ
リ
ア
モ
ス
が
わ
が

　
　
子
ヘ
ク
ト
！
ル
の
死
体
を
貰
い
受
け
に
来
た
時
’
こ
の
老
人
の
不
幸
に
六
情
し
て
償
い
の
贔
と
引
き
換
え
に
死
体
を
返
す
が
、
同
時
に
彼

　
　
の
心
を
刺
戟
し
な
い
よ
う
に
速
か
に
老
人
に
帰
る
こ
と
を
求
め
る
の
も
、
彼
の
激
し
易
い
性
質
の
故
に
こ
の
老
人
を
傷
つ
け
て
神
々
の
怒

　
　
り
を
買
う
こ
と
を
恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
ア
キ
レ
ウ
ス
も
亦
岡
情
と
敬
神
の
心
の
持
主
で
あ
り
、
自
己
反
省
し
た
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
る
が
、
然
し
そ
れ
は
倫
理
学
的
反
省
概
念
と
し
て
あ
る
の
で
な
く
、
生
命
あ
る
行
為
主
体
の
自
己
反
省
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
歴
史
的

　
　
社
会
的
に
理
解
さ
れ
得
る
ギ
リ
シ
ャ
人
の
純
粋
な
倫
理
的
反
省
と
は
か
か
る
存
在
の
仕
方
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
交
学
的
描
写

　
　
で
あ
り
、
歴
史
的
記
述
で
は
な
い
が
、
ア
キ
レ
ウ
ス
的
類
型
と
し
て
歴
史
的
反
省
の
理
解
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
ア
リ
ス
ト

　
　
テ
レ
ス
の
云
っ
た
如
く
、
詩
は
歴
史
よ
り
も
真
理
を
表
現
す
る
。
我
々
も
亦
、
倫
理
学
的
概
念
構
成
と
歴
史
的
一
回
的
主
体
行
為
と
の
媒

　
　
介
と
し
て
文
学
的
類
型
が
演
ず
る
役
割
を
無
視
出
来
な
い
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
ブ
リ
ア
モ
ス
に
同
情
す
る
が
、
然
し
、
ブ
リ
ア
モ
ス
は
ひ
た

　
　
す
ら
そ
の
子
の
死
を
悲
し
む
如
く
、
彼
は
そ
の
親
友
の
死
を
一
図
に
悲
し
ん
で
い
る
の
で
、
二
人
目
依
然
と
し
て
敵
同
志
で
あ
り
、
心
は

　
　
平
行
し
て
一
つ
の
和
解
に
結
ば
れ
な
い
。
こ
れ
は
冷
々
の
英
雄
の
力
で
は
変
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
戦
の
場
で
起
る
主
体
間
の
自
己
反
省
で

　
　
あ
り
、
徳
性
で
あ
る
。
而
し
て
、
戦
の
特
色
は
単
に
外
に
起
る
ば
か
り
で
な
く
、
主
体
の
内
部
に
戦
と
矛
盾
を
引
き
起
す
の
で
あ
る
。
こ

　
　
の
よ
う
な
主
体
の
内
部
的
矛
盾
を
含
む
人
間
主
体
の
有
限
性
に
本
質
的
な
矛
盾
の
種
々
な
る
姿
が
深
い
苦
悩
と
共
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
な
っ
た
時
、
悲
劇
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
こ
の
意
味
で
悲
劇
的
人
間
で
あ
る
と
は
未
だ
云
え
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
戦
争
の



不
幸
を
深
く
経
験
し
て
は
い
．
る
が
、
そ
れ
を
矛
盾
と
し
て
反
省
す
る
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
。
復
讐
の
義
務
を
当
然
と
し
、
敵
に
対
す

る
憎
し
み
、
怒
り
に
殆
ど
蕾
目
的
に
身
を
任
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
戦
争
が
人
形
を
限
界
勢
位
に
追
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る

矛
盾
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
一
そ
れ
が
ど
れ
程
自
覚
的
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
。
確
か
に
十
八
や
廿
三
の
製
革
で
描
か

れ
て
い
る
、
戦
友
を
失
っ
た
ア
キ
レ
ウ
ス
の
働
斐
や
死
の
運
命
と
の
直
面
は
一
種
の
悲
劇
に
近
い
人
間
の
苦
悩
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
然
し
そ
こ
で
は
死
と
生
と
の
矛
盾
の
苦
悩
が
ア
キ
レ
ウ
ス
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
妨
げ
る
の
は
運
命
へ
の
柔
順
さ
で
あ

る
。
悲
劇
は
人
髪
の
意
志
と
運
命
と
の
聞
の
深
刻
な
矛
盾
（
例
え
ば
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
の
苦
悩
の
如
く
）
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
単
な
る

苦
悩
や
激
情
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
　
「
人
間
の
命
は
春
に
芽
を
出
し
、
秋
風
と
共
に
地
上
に
吹
き
落
さ
れ
る
樹

の
葉
の
如
く
は
か
な
く
栄
え
、
亡
び
て
ゆ
く
」
と
歎
か
れ
る
時
、
或
は
、
ト
ロ
イ
の
陥
落
は
自
分
達
の
死
で
あ
り
、
自
由
の
喪
失
で
あ
り
、

敵
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
だ
と
ト
ロ
イ
の
人
々
が
悲
し
み
、
恐
れ
る
晴
、
我
々
は
戦
争
の
表
現
す
る
人
間
の
運
命
性
と
有
限
性
を
看
取
せ
ざ

る
を
得
な
い
し
、
又
そ
れ
が
主
体
的
自
由
と
の
悲
劇
的
矛
盾
意
識
を
起
す
前
提
を
成
す
と
考
え
ら
れ
得
る
。

　
　
（
1
）
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
死
体
引
渡
し
を
描
い
た
最
後
の
骨
羅
巻
は
和
辻
博
士
の
説
明
で
は
後
の
附
加
で
イ
ー
り
ア
ス
の
原
型
で
は
な
い
根
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
は
「
叙
事
詩
の
盛
期
よ
り
も
幾
分
後
代
の
ギ
リ
シ
ャ
人
が
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
残
虐
や
そ
の
悲
劇
酌
な
死
を
以
て
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
終
る
よ
り
も
、

　
　
そ
の
諏
ら
か
な
感
情
や
人
間
的
ふ
る
ま
い
を
以
て
終
る
方
を
好
ま
し
い
と
感
ず
る
に
至
っ
た
」
か
ら
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
書
一
八
九

　
　
頁
）
。
　
着
し
そ
う
と
す
れ
ば
、
　
そ
れ
は
ア
キ
レ
ウ
ス
二
身
の
富
己
反
省
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
然
し
「
イ
ー
リ
ア
ス
し
囁
そ
の
も
の
が
ギ
リ
シ
渤
、

　
　
　
入
の
長
期
の
創
作
の
過
程
を
承
す
も
の
で
あ
り
、
ギ
り
シ
ャ
民
族
の
黒
影
反
省
の
過
程
を
示
す
資
料
と
な
る
だ
ろ
う
。

七

　
　
　
我
々
の
次
の
問
題
は
ギ
り
シ
ャ
悲
劇
の
誕
生
が
ギ
リ
シ
ャ
民
族
の
行
為
の
反
省
に
如
何
な
る
寄
与
を
な
し
た
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ニ
ー

　
　
チ
ェ
に
よ
っ
て
既
に
率
抜
な
解
釈
を
得
て
い
る
が
、
我
々
は
必
ず
し
も
彼
の
鳳
答
に
満
足
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
蓋
し
ア
ポ
ロ
ン
型
に
対

958
　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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す
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ゾ
ス
型
の
一
方
的
偏
重
に
よ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
反
省
の
特
質
を
十
分
に
錫
ら
か
に
し
得
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら

　
　
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
摩
質
に
就
い
て
は
、
嘗
て
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
香
春
は
「
倫
理
的
に
秀
れ
、
そ
れ
膚
身
に
完
結
し
た
広
範

　
　
囲
の
行
為
の
模
倣
」
で
あ
り
、
　
「
同
情
と
恐
怖
を
呼
び
起
し
、
そ
れ
ら
の
感
情
か
ら
の
純
化
を
生
ぜ
し
め
る
」
と
云
う
有
名
な
定
義
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
え
て
以
来
、
多
く
の
論
争
が
引
き
起
さ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
本
質
は
か
か
る
形
式
的
定
義
よ
り
も
そ
の
世
界
観
的
人
間
学
的
内
容

　
　
を
明
ら
か
に
し
て
始
め
て
解
明
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ヴ
イ
ラ
モ
ヴ
イ
ッ
ツ
・
メ
レ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
悲
劇
作
者
と
し
て
の
ア

　
　
イ
ス
ク
ユ
ロ
ス
は
、
ソ
ロ
ン
、
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
っ
て
新
し
い
市
民
社
会
的
生
活
理
想
の
自
覚
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
同
時
に
而
も
ソ

　
　
ク
ラ
テ
ス
的
主
観
的
思
索
以
前
の
英
雄
伝
説
に
未
だ
満
足
し
て
い
た
時
代
雰
囲
気
に
あ
る
ア
テ
ナ
イ
の
新
し
い
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
蛍
雪
す
る

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
も
の
だ
と
云
う
。
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
は
新
し
い
ギ
リ
シ
ャ
人
が
英
雄
伝
説
を
媒
介
と
し
て
、
自
己
を
人
間
の
限
界
境
位
に
立
た
せ
て
試
み
た

　
　
自
己
反
省
の
創
作
と
云
え
よ
う
。
従
っ
て
、
た
と
え
人
聞
の
限
界
境
位
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
抽
象
的
人
聞
一
般
の
そ
れ
で
は
な
く
て
ギ

　
　
リ
シ
ャ
人
の
当
時
相
殺
つ
た
限
界
境
位
的
問
題
と
そ
の
解
答
の
試
み
の
現
わ
れ
だ
と
雲
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
二
…
チ
ェ
の
如
く
何

　
　
か
永
遠
な
文
化
の
型
と
見
る
の
は
歴
史
的
発
展
の
否
定
の
恐
れ
が
あ
る
。

　
　
　
（
1
）
　
》
密
8
巳
⑦
。
・
》
O
①
錠
8
℃
o
o
膏
勉
》
嵐
お
び
濾
ー
ト
。
c
。
’

　
　
　
（
2
）
　
¢
．
〈
．
≦
繭
㌶
ヨ
。
鼠
導
冨
。
亀
Φ
ヨ
◎
黙
”
麟
①
円
建
の
犀
暮
α
q
ぎ
鎌
Φ
○
瀞
。
｝
臨
ω
島
①
8
窮
讐
象
3
0
D
●
δ
①
’

　
　
　
我
々
は
先
ず
ア
イ
ス
ク
ユ
ロ
ス
の
三
部
作
「
オ
レ
ス
テ
イ
ァ
」
を
と
り
あ
げ
た
い
。
「
オ
レ
ス
テ
イ
ァ
」
に
於
て
何
よ
り
も
問
題
と
な
る

　
　
の
は
運
命
で
あ
る
。
ヴ
イ
ラ
モ
ヴ
イ
ッ
ツ
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
中
に
所
謂
運
命
主
義
や
決
定
論
を
見
る
こ
と
の
論
理
酌
歴
史
的
に
矛
盾
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
…
）

　
　
て
い
る
こ
と
を
皮
肉
く
っ
て
い
る
が
、
こ
の
警
告
は
尤
も
だ
と
し
て
も
こ
れ
は
運
命
の
問
題
が
第
二
義
的
だ
と
い
う
主
張
と
全
然
異
な

　
　
る
。
況
や
ア
イ
ス
ク
ユ
ロ
ス
の
宗
教
的
詩
人
と
し
て
の
特
色
を
考
え
れ
ば
そ
れ
は
却
て
大
き
く
浮
び
上
っ
て
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
晶
を

　
　
詳
綱
に
検
討
す
る
時
、
我
々
は
そ
れ
を
貫
く
脊
骨
と
し
て
神
々
の
強
い
麦
配
の
信
仰
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
事
実
こ
れ
を
離
れ

　
　
て
ギ
リ
シ
ャ
伝
説
は
殆
ど
ま
じ
め
な
意
味
を
失
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
然
し
こ
れ
は
所
謂
運
命
主
義
と
は
厳
し
く
臆
説
さ
れ
ね
ば
な
ら



な
い
。
蓋
し
人
間
意
志
の
運
命
主
義
的
否
定
は
同
期
に
悲
劇
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
悲
劇
の
至
る
所
で
神
々

や
運
命
の
、
人
間
の
幸
不
幸
に
対
す
る
支
配
、
乃
至
そ
の
少
な
く
と
も
部
分
的
責
任
が
語
ら
れ
、
或
は
神
々
に
人
聞
の
厨
的
実
現
へ
の
援

助
が
祈
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
神
々
の
支
配
力
は
決
し
て
人
間
の
側
で
の
決
断
や
激
情
的
動
力
を
排
除
し
な
い
。
否
、
悲
劇
の
姓
格
か
ら
云

っ
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
兼
学
以
上
に
人
間
行
為
の
情
意
的
反
省
的
主
体
性
が
力
説
さ
れ
、
主
体
と
運
命
の
矛
盾
が
表
面
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

「
自
発
的
に
且
つ
強
糊
な
く
し
て
正
し
く
あ
る
人
は
幸
福
で
あ
る
だ
ろ
う
。
」
こ
れ
は
幸
福
は
運
命
よ
り
も
主
体
の
自
発
的
努
力
に
依
存
す

る
こ
と
を
示
す
。
後
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
随
意
的
不
随
意
的
皮
行
為
の
区
別
の
先
駆
で
あ
ろ
う
。
又
ク
リ
ュ
タ
イ
メ
ー
ス
ト
ラ
は
夫
を

殺
し
た
後
昂
然
と
し
て
云
う
、
　
「
忘
れ
ら
れ
な
い
、
昔
の
争
い
の
こ
の
勝
負
は
遂
に
私
に
来
た
の
で
す
一
長
い
時
の
経
過
と
共
に
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

あ
る
が
一
。
…
…
か
く
私
は
や
っ
た
の
で
す
、
そ
し
て
こ
れ
を
否
認
し
ま
せ
ん
…
…
」
そ
の
同
じ
母
は
子
オ
レ
ス
テ
ー
ス
に
対
し
て
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

う
、
　
「
こ
の
行
為
に
対
し
て
運
命
に
一
部
責
任
が
あ
り
ま
す
」
こ
れ
ら
の
言
葉
は
明
ら
か
に
主
体
的
決
断
と
運
命
と
の
微
妙
な
交
錯
を
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

示
し
て
い
る
。
確
か
に
ス
ネ
ル
の
解
釈
の
如
く
、
ア
イ
ス
ク
ユ
ロ
ス
は
悲
劇
的
人
間
の
決
断
、
人
間
行
為
の
運
命
よ
り
の
独
立
を
強
調
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
駐
留
伽
褻
ぎ
薯
慧
巳
ぎ
。
緯
へ
零
丁
8
緊
ミ
と
プ
ロ
メ
！
テ
ウ
ス
は
云
う
。
然
し
人
参
意
志
の
強
調
は
決
し
て
運

命
の
否
認
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
意
志
と
運
命
の
対
決
と
そ
の
何
れ
か
の
勝
利
又
は
和
解
に
こ
そ
悲
劇
の
本
質
が
あ
る
。
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（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

○
℃
」
。
ド
ω
■
に
①
一
目
S

O
お
。
。
砕
Φ
ド
囲
戸
綬
O
l
綬
轡

○
吋
＄
帥
⑦
置
H
”
δ
ミ
ー
δ
○
。
O

O
器
。
・
陸
①
〆
簿
潔
O

ω
器
戸
円
冨
U
蹉
8
〈
Φ
蔓
。
｛
蕪
①
窯
陣
鼠
し
り
8
ワ
H
ミ
ー
お
ρ

㌘
o
ヨ
魚
冨
霧
じ
d
o
鎧
薮
》
ト
っ
①
G
。
●

　
決
断
と
運
命
と
の
対
決
は
又
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
の
対
決
と
も
関
係
す
る
。
悲
劇
に
於
て
強
調
さ
れ
る
人
間
存
在
の
有
限
性
は
そ
の
愚
か

さ
の
中
に
一
つ
の
著
し
い
現
わ
れ
を
も
つ
が
、
愚
か
さ
は
単
に
智
慧
の
不
足
だ
け
で
な
く
て
自
己
の
存
在
の
仕
方
に
無
智
で
あ
る
と
共
に

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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哲
学
研
究
　
第
五
蒼
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

そ
の
有
限
な
霞
己
を
絶
対
化
す
る
自
己
執
着
、
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
、
或
は
頑
固
さ
黛
亀
＆
ミ
で
あ
る
。
雪
盲
さ
は
過
失
を
し
て
そ
れ
を
悔
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

な
い
人
で
あ
り
、
こ
れ
が
愚
か
と
し
て
責
め
ら
れ
る
。
過
失
は
人
間
に
共
通
で
こ
の
こ
と
自
体
は
愚
か
で
も
不
幸
で
も
な
い
。
だ
が
、
こ

の
宙
己
執
着
と
し
て
の
愚
か
さ
の
中
に
同
じ
く
育
目
的
な
激
情
が
解
放
さ
れ
る
。
特
に
人
間
関
係
の
破
壊
者
と
し
て
の
激
情
が
す
さ
ま
じ

く
働
き
出
す
。
　
「
オ
レ
ス
テ
イ
ァ
」
は
夫
婦
、
親
子
間
の
憎
し
み
、
復
讐
、
罪
の
恐
怖
を
徹
底
し
た
文
学
的
講
成
を
以
て
描
く
の
で
あ
る
。

オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
母
に
対
す
る
復
讐
の
計
爾
に
味
方
す
る
合
同
隊
は
歌
う
、
　
「
男
が
刺
さ
れ
、
女
が
死
ん
で
ゆ
く
の
を
見
て
歓
喜
の
声
を

挙
げ
た
い
も
の
で
す
。
ど
う
し
て
、
抑
え
て
も
尚
飛
び
立
と
う
と
す
る
わ
が
心
を
隠
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
心
の
船
の
へ
さ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
前
に
、
憤
り
が
憎
し
み
、
恨
み
と
と
も
に
激
し
く
吹
き
す
さ
ぶ
の
で
す
。
」
更
に
母
親
殺
し
の
オ
レ
ス
テ
ー
ス
に
対
す
る
復
讐
神
の
憎

し
み
は
一
段
と
物
凄
い
。
目
誌
量
窃
は
元
来
死
霊
と
し
て
の
渕
費
①
ω
の
一
形
態
で
あ
り
、
不
当
に
殺
さ
れ
た
人
聞
の
怒
れ
る
霊
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

復
讐
を
要
求
す
る
死
霊
だ
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
は
殺
人
老
の
良
心
の
苛
責
と
い
う
よ
り
も
、
殺
さ
れ
た
者
の
狂
気
的
な
怒
り
、
憎
し
み
、

　
　
　
　
（
3
）

恐
れ
を
現
わ
す
。
こ
れ
が
抽
象
化
さ
れ
る
と
「
正
義
の
補
助
春
」
と
な
る
。

　
（
1
）
　
○
同
霧
蹴
劃
摺
。
。
o
。
①
1
ω
8

　
（
2
）
　
鵠
効
践
8
ジ
牢
。
冨
α
q
o
ヨ
9
餌
叶
。
経
⑦
O
c
露
量
。
臨
○
お
Φ
陣
国
霞
σ
q
δ
P
や
口
置
．

　
（
3
）
○
や
舞
も
』
同
。
。
．

　
こ
の
よ
う
な
狂
気
的
な
パ
ト
ス
の
圧
力
を
考
え
る
時
、
主
体
の
決
断
な
る
も
の
は
冷
静
な
反
省
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
が
分
る
だ

ろ
う
。
悲
劇
の
決
断
に
は
パ
ト
ス
の
運
命
的
力
が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
が
悲
劇
的
行
為
を
単
に
決
断
と
し
て
理
解
出
来
な
い
所
以
で
あ

る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
若
し
人
間
が
理
性
的
決
断
で
行
為
鳩
来
れ
ば
、
悲
劇
的
に
な
ら
ず
に
す
む
で
あ
ろ
う
。
　
「
苦
悩
を
通
し
て
智
慧

を
学
ぶ
」
の
が
悲
劇
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
。
「
苦
し
み
は
戒
し
め
」
皆
目
ミ
尋
黛
再
建
交
ミ
曽
鷺
黛
と
云
う
教
訓
は
エ
リ
ニ
．
一
エ
ス
の
恐
し
さ

を
知
っ
た
者
、
心
を
許
せ
ば
ど
こ
か
ら
運
命
が
入
塾
を
不
幸
に
陥
れ
る
か
分
ら
ぬ
こ
と
を
知
っ
た
者
だ
け
が
理
解
嵐
来
る
の
で
あ
る
。
悲

劇
の
自
己
反
省
は
「
貫
き
立
つ
聡
慧
」
と
し
て
よ
り
も
「
後
か
ら
の
知
慧
」
　
「
後
悔
」
と
し
て
生
ず
る
。
而
し
て
、
こ
の
こ
と
は
人
間
の
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知
慧
は
真
実
の
幸
福
に
は
不
可
欲
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
i
こ
の
点
で
は
悲
劇
の
作
者
は
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
は
な
い
一
そ
れ
は
運
命
や

神
々
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
自
己
執
着
的
パ
ト
ス
や
愚
か
さ
に
打
ち
勝
ち
得
る
程
の
力
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

人
間
は
他
の
有
限
存
在
と
同
様
に
有
、
限
存
在
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
己
の
有
限
性
に
執
着
し
、
一
種
の
自
己
絶
対
化
に
よ
っ
て
自
己

を
頑
固
に
守
る
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
陥
る
と
云
う
意
味
で
の
実
存
的
有
限
存
在
で
あ
る
。
若
し
か
か
る
自
己
執
着
性
が
モ
イ
ラ
の
働
き
に
よ
る

も
の
と
す
れ
ば
、
一
1
そ
し
て
ま
さ
に
そ
れ
が
ア
ト
レ
ウ
ス
王
家
の
幽
い
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
一
、
モ
イ
ラ
は
人
間
的
実
存
に

本
来
係
わ
る
も
の
で
、
無
自
覚
的
生
物
と
は
没
交
渉
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
モ
イ
ラ
は
単
に
因
果
律
的
作
用
で
は
な
く
、
i
ス
ト
ア

　
　
　
　
　
　
（
1
）

学
派
の
考
え
る
如
く
一
主
体
的
必
然
性
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
的
必
然
性
と
は
、
主
体
の
自
由
な
働
き
と
主
体
を
越
え
た
存
在

の
働
き
と
の
相
互
関
係
を
云
う
。
運
命
は
主
体
的
偶
然
性
と
超
主
体
的
必
然
性
と
の
相
互
性
に
成
り
立
つ
。
運
命
を
ど
れ
程
不
可
抗
的
と

考
え
て
も
、
尚
そ
れ
は
哀
れ
む
べ
き
存
在
と
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
人
間
主
体
を
他
の
極
に
前
提
し
て
い
る
。
運
命
を
運
命
と
し
て
恐
れ
る

感
情
は
理
性
的
に
は
と
も
か
く
、
超
越
的
力
に
対
す
る
入
間
の
想
像
力
に
基
づ
く
も
の
で
、
紅
鱒
の
一
部
に
と
ど
ま
る
物
質
や
生
物
に
は

欠
け
る
も
の
で
あ
る
。
科
学
は
そ
れ
を
煙
管
人
的
因
果
律
や
偶
然
に
還
元
す
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
運
命
に
は
か
か
る
要
素
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

然
し
運
命
に
は
そ
れ
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
運
命
の
決
定
的
要
素
で
あ
る
。
運
命
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
云
う
如
く
、
元
来

実
存
的
概
念
で
対
象
的
概
念
で
は
な
い
。
実
存
は
運
命
的
存
在
で
あ
り
、
こ
の
故
に
そ
れ
は
運
命
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
存

が
自
か
ら
設
計
す
る
自
由
を
も
つ
と
塁
壁
に
、
哺
定
の
存
在
の
仕
方
の
中
へ
投
げ
渡
さ
れ
る
被
投
降
を
も
つ
こ
と
の
故
に
運
命
的
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
不
可
抗
力
的
運
命
に
対
し
て
も
、
そ
れ
に
堪
え
る
、
或
は
運
命
愛
と
い
う
如
き
自
覚
的
態
度
を
以
て
接
す
る
こ
と
が
出
来

る
。

　
（
1
）
　
》
同
鉱
β
ω
酔
。
同
8
霊
ヨ
＜
0
8
議
欝
閉
お
ヨ
①
簿
2
H
轡
④
母
噂

　
（
2
）
鵠
。
罷
・
α
q
α
q
2
ω
①
ぼ
鐸
N
Φ
F
ω
．
。
。
。
。
膳
”

　
然
し
正
し
く
云
え
ば
、
運
命
は
実
存
の
内
在
的
存
在
を
規
定
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
得
ず
、
寧
ろ
運
命
の
根
源
的
有
り
方
は
実
存
と
実

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輔
五
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一
上
脇

存
と
が
世
界
に
於
て
交
渉
す
る
場
の
中
に
開
か
れ
る
も
の
、
従
っ
て
実
存
の
内
在
的
規
定
で
あ
る
と
同
時
に
事
々
の
実
存
を
越
え
た
実
存

稲
互
の
関
係
の
中
に
、
而
し
て
こ
の
意
味
で
は
超
実
存
的
世
界
の
中
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
運
命
が
働
く
か
は
実
存
そ
の
も
の

の
分
析
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
「
人
間
の
性
格
は
人
間
の
運
命
で
あ
る
」
と
い
う
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
は
運
命
の
内
在
性
を
意
味

す
る
が
、
か
か
る
性
格
の
根
源
は
個
々
の
入
間
の
内
部
だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
関
係
は
パ
ト
ス
の
運
命
性
に
於
て
も
明
ら
か

で
あ
る
。
ア
ト
レ
ウ
ス
家
の
罪
業
は
モ
イ
ラ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
結
末
は
誰
も
予
知
出
来
な
い
。
他
方
、
夫
や
母
を
殺

そ
う
と
す
る
人
々
は
冷
や
か
な
問
答
の
中
に
も
強
い
敵
意
と
憎
悪
を
み
な
ぎ
ら
せ
、
そ
れ
に
力
づ
け
ら
れ
て
決
断
、
実
行
へ
と
進
む
。
目

的
遂
行
に
対
し
て
は
全
心
を
集
中
し
な
が
ら
も
未
来
の
こ
と
は
全
然
無
知
で
あ
る
。
そ
し
て
オ
レ
ス
テ
ー
ス
は
母
を
殺
す
と
同
時
に
狂
気

の
状
態
に
な
り
、
御
し
難
い
馬
を
操
る
戦
車
の
御
者
の
如
く
、
自
ら
パ
ト
ス
を
調
御
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
パ
ト
ス
は
主
体
の
受

動
性
を
意
味
し
、
主
体
の
理
性
的
意
志
か
ら
の
自
発
作
用
と
は
全
く
異
な
り
、
内
外
の
超
主
体
的
存
在
乃
至
存
在
の
仕
方
に
よ
っ
て
引
き

起
さ
れ
る
。
パ
ト
ス
は
家
族
の
人
間
関
係
或
は
神
々
、
例
え
ば
ア
ポ
ロ
の
御
告
げ
か
ら
生
ず
る
。
こ
れ
が
運
命
と
し
て
の
パ
ト
ス
の
有
り

方
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
確
か
に
性
格
と
同
じ
く
実
存
自
身
の
有
り
方
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
運
命
は
実
存
自
身
に
内
在
す
る
。
然
し
そ

れ
が
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
が
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
を
生
む
と
云
わ
れ
る
如
く
、
主
体
の
制
御
で
馴
ら
さ
れ
難
い
荒
馬
の
よ
う
で
あ
る
時
、
我
々
自
身
の
内

に
あ
り
な
が
ら
我
々
を
越
え
た
一
種
の
自
然
力
と
な
る
。
そ
れ
は
主
体
の
内
を
深
く
越
え
た
存
在
の
仕
方
と
結
合
す
る
。
そ
れ
は
意
識
・

身
体
の
統
一
体
と
し
て
の
実
存
そ
の
も
の
の
存
在
の
仕
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
我
々
霞
身
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
正
し
く
云
う

と
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
我
々
の
存
在
は
我
々
の
世
界
に
於
て
作
ら
れ
つ
つ
作
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
人
間
は
内

外
の
爾
方
向
に
於
て
作
ら
れ
つ
つ
作
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
運
命
は
超
実
存
的
世
界
に
於
け
る
実
存
の
実
存
的
存
在
の
仕
方
だ
と
囲
え
よ
う
。

だ
か
ら
運
命
に
よ
る
人
間
行
為
の
自
己
反
省
は
反
省
と
し
て
既
に
ロ
ゴ
ス
の
自
覚
を
示
し
て
い
る
が
、
然
し
運
命
は
法
意
と
異
な
っ
て
概

念
的
に
溝
成
さ
れ
得
な
い
非
合
理
的
自
然
発
生
的
定
め
で
あ
る
。
次
に
、
そ
れ
は
法
則
と
異
な
り
、
多
く
の
変
化
、
偶
然
性
を
含
む
。
我

我
は
自
己
の
運
命
を
容
易
に
推
断
出
来
な
い
。
運
命
主
義
の
誤
り
は
運
命
と
法
則
の
混
同
に
あ
る
。
最
後
に
、
運
命
は
人
間
の
自
由
の
放



縦
化
に
対
す
る
警
告
と
し
て
実
践
的
意
味
を
有
す
る
。
悲
劇
が
絶
え
ず
、
幸
福
の
運
命
に
よ
る
変
り
易
さ
を
教
え
て
い
る
の
は
こ
れ
に
よ

る
。
我
々
は
自
己
の
力
で
自
由
に
幸
福
を
求
め
、
保
つ
こ
と
が
出
来
る
と
自
惚
れ
て
は
な
ら
な
い
。
然
し
逆
に
こ
の
こ
と
は
、
パ
ト
ス
の

運
命
性
を
深
く
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
を
自
制
し
得
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

八

　
　
　
「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
の
結
末
は
国
家
的
理
性
と
愛
の
場
に
於
け
る
家
族
内
部
の
憎
し
み
の
漁
解
、
或
は
運
命
と
理
性
の
和
解
と
い
う
形

　
　
で
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
女
神
ア
テ
ナ
を
議
長
と
す
る
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
の
法
廷
で
オ
レ
ス
テ
1
ス
が
裁
き
を
受
け
、
無
罪
賛
成
と
反
対
の

　
　
投
票
が
同
数
の
結
果
釈
放
と
な
り
、
岡
時
に
母
親
殺
し
の
罪
人
と
し
て
彼
を
責
め
る
エ
リ
ニ
ュ
エ
ス
も
ア
テ
ナ
の
計
ら
い
で
国
を
守
る
神

　
　
神
と
し
て
祭
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
怒
る
神
々
は
慈
し
み
の
神
々
に
変
っ
て
和
解
と
な
る
。
こ
の
和
解
は
、
悪
を
し
た
人
々
の
心
の
変
化

　
　
は
全
然
不
問
に
さ
れ
、
神
々
同
士
の
決
定
と
し
て
神
話
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
十
分
な
説
得
力
を
有
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
然
…
し

　
　
そ
こ
に
も
尚
時
代
の
自
己
反
省
の
跡
は
窺
わ
れ
る
。
何
れ
の
縫
上
に
於
て
も
そ
う
で
あ
る
如
く
、
ギ
リ
シ
ャ
の
社
会
で
も
最
初
は
殺
人
に

　
　
対
す
る
復
讐
は
血
縁
老
と
氏
族
社
会
の
義
務
と
兇
倣
さ
れ
た
。
然
し
七
世
紀
頃
（
紀
元
前
）
に
な
る
と
、
国
家
が
復
讐
の
権
利
を
綱
約
す

　
　
る
こ
と
で
個
人
と
社
会
の
安
全
を
保
障
す
る
よ
う
に
な
る
。
然
し
こ
の
場
合
で
も
血
の
復
讐
は
翻
約
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
自
体
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
全
く
は
消
失
し
て
は
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
ン
自
身
も
或
る
場
合
血
の
復
讐
を
認
め
て
い
る
。

　
　
　
（
1
）
　
鎮
硲
。
び
○
Φ
ω
。
露
多
8
脅
。
・
蝕
8
圏
浄
蠕
旨
。
。
レ
ピ
㈱
○
。
認
…
ω
①
9

　
　
　
（
2
）
　
Z
o
ヨ
。
浦
”
○
。
譲
O
．

　
　
　
行
為
の
歴
史
的
反
省
は
反
省
と
し
て
は
歴
史
的
行
為
の
自
己
超
越
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
行
為
の
自
己
反
省
と
し
て
は
歴
史
的
行
為
の

　
　
有
り
方
に
依
然
と
し
て
制
約
さ
れ
る
時
代
性
を
残
す
。
こ
れ
は
行
為
と
反
省
の
歴
史
的
餅
関
に
必
然
的
な
所
謂
「
価
値
相
対
秘
し
と
云
う

　
　
べ
き
現
象
で
あ
る
。
　
「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
の
歴
史
的
意
味
は
、
天
下
り
の
超
歴
史
的
解
決
よ
り
も
人
間
の
苦
悩
を
通
じ
て
の
和
解
の
道
を

019　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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一
八

02
9
　
探
り
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
釈
放
さ
れ
る
理
由
は
我
々
か
ら
冤
る
と
変
な
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子

　
　
を
生
む
の
は
父
で
あ
り
、
燈
は
子
の
養
育
者
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
奇
妙
な
説
に
基
づ
い
て
、
父
親
殺
し
は
母
親
殺
し
よ
り
も
よ
り
大
き
な

　
　
悪
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
説
に
拘
泥
せ
ず
し
て
、
我
々
は
オ
レ
ス
テ
ー
ス
の
行
為
は
母
親
の
そ
れ
に
比
較
し
て
遙
か
に

　
　
同
情
さ
る
べ
き
余
地
は
あ
る
と
考
え
得
る
。
但
し
こ
れ
は
単
純
な
同
蒲
で
は
な
い
。
蓋
し
彼
の
釈
放
に
対
し
て
賛
成
と
反
対
の
票
数
が
同

　
　
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
如
く
、
母
親
殺
し
と
し
て
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
唯
母
権
的
氏
族
社
会
か
ら
父

　
　
権
的
国
家
へ
の
移
行
と
共
に
「
新
し
い
道
徳
」
と
し
て
母
よ
り
も
父
の
家
族
に
於
け
る
位
置
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
か
か
る

　
　
歴
史
的
変
化
は
人
々
の
道
徳
的
評
価
に
影
響
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
「
父
が
子
を
生
む
」
と
云
う
荒
誕
な
主
張
よ
り
も
、
そ
の
背
後

　
　
に
「
父
は
家
の
支
配
者
で
あ
る
」
と
云
う
観
念
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
だ
が
そ
れ
と
同
心
に
、
父
を
殺
し
た
母
に
復
讐
す
る
義
務

　
　
を
認
め
る
投
票
と
共
に
そ
れ
と
岡
じ
だ
け
の
母
殺
し
を
罪
と
す
る
投
票
が
あ
っ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
同
じ
行
為
を
正
し
い
と
す
る
と

　
　
同
時
に
正
し
く
な
い
と
す
る
二
律
背
反
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
し
て
、
か
か
る
二
律
背
反
が
生
ず
る
の
は
父
を
家
の
支
配

　
　
嚢
と
す
る
と
陶
時
に
国
家
の
法
廷
で
の
審
判
を
最
高
権
威
と
す
る
新
し
い
ポ
リ
ス
の
道
徳
・
宗
教
と
、
母
権
の
尊
重
者
で
あ
る
と
岡
晴
に

　
　
血
の
復
讐
者
エ
リ
ニ
ュ
エ
ス
の
古
い
道
徳
・
宗
教
と
の
価
値
闘
争
が
主
要
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
血
の
復
讐
が
自
由
に
行

　
　
わ
れ
た
古
伝
説
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
か
ら
、
最
高
法
廷
も
父
の
為
の
子
の
復
讐
を
父
の
権
威
を
理
歯
に
し
て
無
罪
と
す
る
こ
と
に
は
な

　
　
っ
て
は
い
る
が
、
然
し
こ
れ
は
血
の
復
讐
そ
の
も
の
を
承
認
し
た
の
で
な
く
て
、
承
認
さ
る
べ
き
は
王
家
に
於
け
る
支
配
者
と
し
て
の
父

　
　
の
権
威
と
そ
れ
を
破
駿
す
る
罪
の
大
き
さ
を
理
由
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
母
親
殺
し
を
も
情
状
酌
量
す
る
と
い
う
新
し
い
論
理
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
こ
の
論
理
は
、
血
の
復
讐
の
反
復
は
内
乱
と
国
家
破
滅
の
危
険
が
あ
る
こ
と
、
愛
憎
は
市
民
全
体
が
共
に
す
べ
き
で
あ
る
と
云

　
　
う
国
家
的
和
解
の
必
要
を
力
説
す
る
こ
と
に
よ
り
一
層
開
確
で
理
性
的
な
反
省
に
発
展
す
る
。
即
ち
、
ア
テ
ナ
が
説
得
の
女
神
の
恵
み
に

　
　
感
謝
し
、
ア
ゴ
ラ
の
保
護
者
ゼ
ウ
ス
の
力
を
称
え
る
と
共
に
、
合
唱
隊
は
血
で
撫
を
洗
う
争
い
の
再
び
国
内
に
起
ら
な
い
よ
う
祈
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
で
古
い
秩
序
と
新
し
い
秩
序
の
悲
劇
的
対
立
は
終
局
の
和
解
に
達
す
る
。
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（
1
）
　
隠
圃
・
り
ざ
…
¢
G
。
鴫

　
「
オ
レ
ス
テ
イ
ァ
」
の
祝
福
さ
れ
た
結
末
と
対
照
的
な
の
は
、
ソ
フ
オ
ク
レ
ス
の
「
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
…
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
ジ
ェ
ブ
は

へ
…
ゲ
ル
の
義
務
闘
争
的
解
釈
に
反
対
し
、
　
「
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
ー
」
で
は
国
法
と
家
族
愛
と
は
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
で
は
あ
る
が
共
に
正
し

い
も
の
と
し
て
対
立
す
る
の
で
な
く
、
正
し
い
の
は
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
ー
の
方
だ
け
で
あ
り
、
ク
レ
オ
ン
の
国
法
、
即
ち
国
家
の
反
逆
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

死
体
に
埋
葬
を
禁
止
す
る
法
令
は
ギ
リ
シ
ャ
の
桂
会
で
は
許
さ
れ
な
い
留
男
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
ソ
フ
オ
ク
レ
ス
の
描
写
の
全

体
の
調
子
は
ジ
ェ
ブ
の
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ク
レ
オ
ン
の
国
法
観
を
総
て
非
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
法

は
た
と
い
悪
法
で
あ
れ
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
国
家
の
無
秩
序
は
否
認
さ
れ
、
国
家
の
存
在
そ
の
も
の
が
危
く
さ
れ
る
と
い
う
彼
の
意
見
は

法
秩
序
の
形
式
を
絶
対
視
す
る
一
つ
の
見
方
で
、
国
の
存
在
の
為
に
は
趨
る
種
の
正
当
性
を
要
求
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
唯
そ
れ
が
専
制
翼

主
的
頑
國
を
以
て
主
張
さ
れ
て
い
る
為
に
全
然
た
る
非
合
理
的
権
力
欲
の
表
わ
れ
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
が
、
私
意
よ
り
も
国
法
を
重

く
見
る
見
方
が
そ
の
底
に
あ
る
。
然
し
神
の
捷
を
無
視
し
て
も
自
己
の
命
令
を
絶
対
視
す
る
の
は
法
の
倫
理
性
の
否
定
に
な
ら
ざ
る
を
得

ぬ
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
ー
の
国
法
無
視
は
神
の
掟
に
基
づ
く
、
悪
法
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
何
等
の
非
と
す
る
点
を

有
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
悲
劇
に
於
け
る
価
値
対
立
は
、
へ
！
ゲ
ル
の
如
く
共
に
一
面
的
な
善
と
善
の
対
立
で
も
な
け
れ
ば
、
又
ジ
ェ
ブ

の
如
く
善
と
悪
と
の
対
立
で
も
な
く
、
善
と
そ
の
二
嘲
性
の
故
に
悪
に
な
っ
た
善
と
の
対
立
だ
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
道
徳
の

歴
史
的
発
展
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
第
二
の
善
と
悪
と
の
対
立
よ
り
も
第
一
と
第
二
の
積
極
的
価
値
対
立
で
あ
る
。
蓋
し
単
な
る
悪

は
善
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
闇
の
力
で
あ
り
、
根
強
い
力
で
は
あ
る
が
公
然
た
る
力
と
し
て
善
の
力
に
鰐
点
出
来
な
い
し
、
又
未
来

の
新
し
い
善
の
契
機
と
し
て
止
揚
さ
れ
、
そ
の
形
成
に
積
極
的
に
貢
献
出
来
な
い
。
然
る
に
、
例
え
ば
古
い
家
族
道
徳
は
社
会
の
進
化
に

適
臨
出
来
な
く
な
っ
て
新
し
い
社
会
生
活
に
対
し
て
は
悪
と
な
る
が
、
然
し
そ
れ
は
単
な
る
秩
序
破
壊
と
し
て
の
悪
で
な
く
、
そ
れ
自
身

古
い
秩
序
を
保
つ
法
規
範
体
系
の
一
部
分
を
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
新
し
い
道
徳
は
過
ま
の
規
範
体
系
の
全
体
系
の
破
壊
者
と

し
て
亡
び
ゆ
く
粒
会
に
と
っ
て
は
悪
と
映
ず
る
が
、
こ
れ
も
亦
決
し
て
単
な
る
悪
で
は
な
い
。
道
徳
体
系
の
進
歩
は
か
か
る
対
立
す
る
、

　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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工
○

そ
し
て
そ
の
限
り
で
は
建
設
的
破
壊
的
、
善
悪
両
面
の
姿
を
示
し
つ
つ
古
い
も
の
の
新
し
い
も
の
へ
の
発
展
的
止
揚
と
し
て
進
行
し
、
単

な
る
善
悪
の
闘
争
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
単
な
る
善
悪
の
闘
争
で
は
悪
の
克
服
過
程
に
は
進
歩
は
あ
る
が
、
善
そ
の
も
の
の
内
容
に

は
発
展
は
な
い
。
そ
こ
で
は
単
に
濁
る
一
定
の
イ
デ
ー
が
人
間
の
接
近
す
べ
き
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
に
止
ま
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
で

は
行
為
の
歴
史
的
反
省
は
、
さ
程
困
難
複
雑
な
課
題
を
有
し
な
い
。
蓋
し
歴
史
は
唯
一
の
イ
デ
ー
へ
の
不
断
の
進
歩
と
し
て
前
提
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
困
難
さ
は
如
何
に
す
れ
ば
賠
的
へ
の
接
近
を
妨
げ
る
悪
の
力
に
う
ち
克
ち
得
る
か
と
い
う
実
践
的
努
力
に

あ
る
。
然
る
に
積
極
的
価
値
対
立
で
は
、
単
な
る
一
方
的
勝
利
で
な
く
て
新
し
い
価
値
の
古
い
価
値
に
対
す
る
否
定
的
保
存
、
進
歩
と
伝

統
の
創
造
的
綜
合
が
課
題
と
な
る
か
ら
、
「
オ
レ
ス
テ
イ
ア
」
の
結
末
が
教
え
て
い
る
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
説
得
が
必
要
に
な
る
。
「
ア

ン
テ
イ
ゴ
ネ
ー
」
に
於
け
る
よ
う
に
、
神
の
掟
の
代
弁
者
が
完
全
に
正
し
い
場
合
で
も
、
国
家
が
宗
教
に
対
し
て
独
立
し
た
存
在
で
あ
る

限
り
、
国
法
の
神
の
法
へ
の
一
方
的
従
属
の
如
き
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
特
に
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
！
の
愛
は
人
類
愛
で
な
く
て
血
縁
家
族

の
愛
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
は
蟹
族
的
宗
教
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
合
理
的
発
展
の
上
か
ら
云
う
と
寧
ろ
過
去
的
契
機
と
し
て
止
揚
さ
れ
る

べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
ブ
は
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ
ー
の
死
を
ロ
ー
マ
帝
国
に
於
け
る
基
督
教
徒
の
殉
教
に
比
較
し
て
い
る
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
宗
教
と
国
家
の
衝
突
と
い
う
形
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
歴
史
的
意
味
は
甚
だ
絹
離
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
積
極
的
価
値
対
立
の

綜
合
で
は
、
　
一
方
新
し
い
綜
金
的
多
値
設
計
が
工
夫
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
圃
時
に
、
他
方
、
こ
の
よ
う
な
対
立
は
論
理
的
対
立
で
な
く

て
実
在
的
対
立
で
あ
り
、
人
間
の
自
己
主
張
的
激
情
、
高
ぶ
り
に
動
か
さ
れ
易
い
か
ら
、
そ
の
解
決
に
は
大
き
な
勇
気
が
求
め
ら
れ
る
と

共
に
、
未
来
の
結
果
に
対
す
る
慮
り
を
欠
く
と
力
の
一
方
的
行
使
に
終
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
不
幸
な
結
末
は
「
ア
ン
テ
イ
ゴ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

I
」
が
こ
れ
を
教
え
て
い
る
。
二
時
に
そ
れ
は
「
人
間
の
幸
福
の
第
一
条
件
は
思
慮
で
あ
る
」
と
説
く
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

　
（
1
）
　
冨
げ
び
》
》
篤
戯
9
μ
ρ
×
H
×
1
×
メ

　
（
2
）
　
目
甑
（
憎
×
×
H

　
（
3
）
§
N
慰
こ
薯
。
逗
＝
＆
袋
巷
§
り
識
葛
§
晋
魯
餐
》
鼻
智
嚢
。
口
。
。
ミ
ー
戯
。
。
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次
に
我
々
は
比
較
史
的
見
地
か
ら
話
本
の
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
の
関
係
に
眼
を
転
じ
た
い
。
然
し
こ
れ
も
ギ
リ
シ
ャ
の
場
合
と

　
　
同
様
極
め
て
狭
い
範
囲
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
β
本
民
族
が
そ
の
独
自
の
風
土
と
推
会
環
境
に
於
て
そ
れ
自
身
の
固
有
な
文
化
を
生
み
出

　
　
し
て
来
た
こ
と
は
こ
こ
に
論
ず
る
ま
で
も
な
い
。
然
し
、
日
本
の
場
合
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
儒
教
や
仏
教
の
伝
来
が
示
し
て
い
る
よ
う

　
　
に
、
他
民
族
と
の
交
化
的
接
触
が
非
常
に
大
き
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
但
し
儒
教
の
影
響
に
関
し
て
は
津
田
左
右
吉
琉
の
如
き

　
　
消
極
的
評
価
が
あ
り
、
我
々
も
亦
日
本
人
の
道
徳
的
自
己
反
省
と
儒
教
の
移
植
と
を
同
一
視
田
来
な
い
と
思
う
が
、
然
し
そ
の
道
徳
の
体

　
　
系
化
に
対
す
る
影
響
は
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
一
の
点
に
就
い
て
云
え
ば
、
万
葉
集
第
五
巻
心
○
○
に
、
山
上
憶
良
が
「
惑
情

　
　
を
反
さ
し
む
る
歌
一
首
等
に
序
」
と
し
て
父
母
、
妻
子
に
対
す
る
真
情
を
歌
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
、
そ
の
序
で
は
コ
品
玉
を
指
示

　
　
し
て
更
に
五
教
を
開
く
」
と
全
く
の
儒
教
的
教
養
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
歌
の
内
容
は
作
者
の
臼
本
人
と
し
て
の
、
国
や
家
に
対
す
る

　
　
情
操
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
じ
作
者
が
そ
の
序
で
釈
遽
如
来
の
慈
悲
と
い
う
仏
教
的
雷
葉
を
使
い
な
が
ら
、
有
名
な
「
瓜
食
め
ば
」
の
子
に

　
　
対
す
る
作
者
自
か
ら
の
愛
情
を
歌
っ
て
い
る
の
と
対
応
す
る
（
五
、
八
〇
二
）
。
事
実
万
葉
集
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
未
だ
仏
教

　
　
的
儒
教
的
反
省
形
式
を
内
面
化
し
て
い
な
い
ヨ
本
人
の
家
、
国
、
・
愛
人
に
対
す
る
自
然
な
感
情
的
態
度
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
が
又
彼
等

　
　
の
爲
常
的
人
間
関
係
の
素
朴
な
エ
ト
ス
を
成
し
て
い
た
。
然
し
他
面
、
日
本
人
の
道
徳
的
反
省
は
彼
等
の
独
自
な
体
験
を
基
礎
と
し
っ
っ

　
　
外
か
ら
受
容
し
た
仏
教
的
儒
学
的
言
葉
と
概
念
に
よ
る
そ
の
体
系
的
反
省
と
い
う
形
で
行
わ
れ
た
。
日
本
人
が
万
葉
や
記
紀
の
古
典
を
漢

　
　
字
で
表
現
し
た
時
、
必
然
的
に
漢
字
の
意
味
す
る
儒
学
的
意
味
・
教
養
を
も
移
植
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
圃
よ
り
宣
長
の
古
事
記
伝
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
や
な
し

　
　
の
如
く
、
古
事
記
の
漢
宇
使
用
は
翻
を
主
と
し
た
も
の
故
、
漢
掌
の
訓
が
も
つ
固
有
の
意
味
を
重
視
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
が
、
「
無
礼
」
、

　
　
　
き
た
な
し
　
　
　
い
つ
わ
り
　
　
　
う
る
わ
し
き
こ
こ
ろ

　
　
「
不
義
」
「
無
信
」
「
善
　
心
」
と
い
う
よ
う
な
訓
が
そ
れ
ら
の
漢
字
の
本
来
の
意
味
と
全
く
違
っ
た
意
味
を
有
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い

　
　
か
ら
、
こ
の
意
味
の
交
流
を
媒
介
に
し
て
漢
字
の
儒
…
学
的
意
味
が
受
容
さ
れ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
　
「
い
や
な
し
」
と
云
う

059　
　
　
　
　
　
歴
史
に
於
け
る
行
為
と
反
省
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
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二

鷺
本
語
に
「
無
礼
」
と
共
通
の
意
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
　
「
礼
」
と
い
う
文
字
が
上
下
の
身
分
階
級
に
基
づ
く
古
代
、
中
世
の
日
本
道
徳

体
系
に
於
て
中
心
的
概
念
へ
普
遍
化
さ
れ
る
の
は
必
然
だ
と
い
え
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
民
族
の
反
省
様
式
は
論
理
的
哲
学
的
で
あ
り
、
日
本
民
族
の
そ
れ
は
宗
教
的
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
比
較
一
…
若
し

か
か
る
こ
と
が
比
較
で
あ
る
な
ら
i
一
は
全
く
児
戯
に
類
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
反
対
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
、
そ
の
文
学
に
於
て
そ
の

反
省
の
特
徴
を
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
る
が
観
察
し
た
の
で
あ
る
。
民
族
の
反
省
様
式
は
或
る
一
つ
の
交
化
領
域
の
中
に
だ
け
見
ら

れ
る
も
の
で
な
く
、
そ
の
文
化
の
全
体
が
そ
の
行
為
と
反
省
の
総
所
産
で
あ
る
。
民
族
の
創
造
性
は
そ
の
交
化
全
体
の
創
造
性
で
あ
り
、

能
力
の
偏
向
性
を
も
ち
な
が
ら
も
全
体
と
し
て
均
衡
を
得
た
持
続
的
発
展
を
な
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ど
れ
焉
馬
学
的
に
優
秀
な
民
族
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
発
展
が
阻
害
さ
れ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
そ
の
行
為
と
反
省
に
於
て
自
己
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
失
敗
し
た
と
云

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
我
々
は
ギ
リ
シ
ャ
悲
麟
に
於
て
、
人
間
と
神
々
、
自
由
と
運
命
、
又
は
地
上
的
な
も
の
と
永
遠
的
な
も
の
と
の
相
互
関
係
が
反
省
の
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
冤
た
。
こ
の
こ
と
は
拓
本
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
は
民
族
文
化
の
相
違
に
も
拘
ら

ず
、
そ
の
間
に
人
間
と
し
て
の
普
遍
的
な
反
省
の
論
理
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
に
於
て
も
、
人
聞
行
為
の

反
省
は
こ
れ
を
包
摂
、
秩
序
づ
け
る
法
の
探
究
と
な
り
、
こ
の
法
は
個
人
を
越
え
た
民
族
の
神
話
、
儒
学
二
天
、
仏
教
的
真
理
に
そ
の
根

拠
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
法
の
根
拠
を
よ
り
探
く
求
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
民
族
の
反
省
の
探
ま
り
が
あ
る
。
万
葉
や

源
氏
の
如
き
独
自
の
文
芸
作
晶
に
よ
っ
て
人
間
情
熱
の
底
を
深
く
見
詰
め
る
と
共
に
、
記
紀
や
そ
の
他
の
文
献
が
描
く
政
治
的
権
力
闘
争

の
激
し
さ
は
仏
教
的
儒
学
的
言
葉
と
そ
の
概
念
化
に
よ
る
法
秩
序
の
探
究
を
促
し
た
。
こ
の
反
省
の
最
初
の
成
果
は
聖
徳
太
子
の
仏
教
研

究
と
憲
法
の
作
製
と
し
て
現
わ
れ
た
が
、
鎌
倉
晴
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
多
く
の
優
れ
た
仏
教
教
理
や
仏
教
、
儒
学
に
墓
つ
く
歴
史

哲
学
が
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
歴
史
の
中
に
道
理
と
共
に
非
道
理
の
道
理
を
見
る
末
法
観
の
愚
管
抄
で
あ
り
、
或
は
道
理
の

裁
き
を
隠
る
神
馬
正
統
記
で
あ
る
。
又
、
王
立
上
人
は
世
の
乱
れ
の
根
源
は
欲
で
あ
り
、
天
下
を
治
め
る
者
は
無
欲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ



と
教
え
、
北
条
泰
賭
自
身
も
彼
か
ら
強
い
感
銘
を
受
け
た
と
伝
え
ら
れ
る
（
渋
締
、
明
恵
上
謄
躍
）
。
親
房
も
神
智
正
統
記
の
中
で
「
人
は
昔

を
忘
る
る
も
の
な
れ
ど
、
天
は
道
を
失
は
ざ
る
べ
し
。
さ
ら
ば
、
な
ど
天
は
正
理
の
ま
ま
に
行
れ
ぬ
と
云
う
こ
と
、
疑
し
け
れ
ど
、
人
の

善
悪
は
み
ず
か
ら
の
果
報
な
り
、
世
の
や
す
か
ら
ざ
る
は
時
の
災
難
な
り
。
天
道
も
神
明
も
い
か
に
と
も
せ
ぬ
こ
と
な
れ
ど
、
邪
な
る
も

の
は
久
し
か
ら
ず
し
て
ほ
ろ
び
、
乱
れ
た
る
撚
も
正
し
き
に
か
へ
る
、
古
今
の
理
な
り
」
と
論
じ
、
乱
の
源
は
「
お
ご
り
」
で
あ
り
、

「
か
か
る
心
の
き
ざ
し
て
、
こ
と
ば
に
も
い
で
、
お
も
て
に
罵
る
色
な
き
を
謀
反
の
は
じ
め
と
云
べ
き
な
り
」
と
云
う
。
そ
こ
で
、
政
道

は
正
直
・
慈
悲
・
決
断
の
三
徳
に
あ
る
と
し
、
就
中
私
の
心
を
と
ど
め
ず
、
是
非
善
悪
の
区
別
明
ら
か
に
、
人
を
利
す
る
こ
と
を
先
き
と

す
る
正
直
の
徳
に
あ
る
と
考
え
る
。
か
か
る
心
は
、
孟
子
の
民
を
愛
し
、
そ
の
有
に
非
ず
し
て
こ
れ
を
取
る
こ
と
な
き
仁
義
の
政
治
道
徳

に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
藤
本
の
前
近
代
的
政
治
哲
学
に
は
、
ロ
ー
マ
法
の
、
各
自
の
権
利
を
各
自
に
認
め
る
霞
然
法
的
正
義
の
観
念
は
な
い
が
、
蒔
代
の
政
治

的
体
制
に
応
じ
て
の
身
分
的
階
層
秩
序
に
基
づ
い
て
個
人
の
利
益
を
保
護
す
る
法
権
利
の
思
想
は
存
在
し
た
。
日
本
倫
理
の
特
質
を
権
威

道
徳
と
解
す
る
場
合
に
、
個
人
が
権
威
を
ど
う
理
解
し
た
か
の
説
明
が
な
け
れ
ば
そ
れ
は
理
論
的
と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
。
権
威
を
唯
恐

る
べ
き
も
の
と
し
て
理
解
し
た
か
、
個
人
に
対
し
て
同
時
に
仁
な
る
存
在
と
し
て
理
解
し
た
か
、
そ
し
て
又
そ
れ
を
事
実
仁
轡
と
し
て
遇

し
て
い
た
か
、
そ
れ
と
も
只
の
名
と
し
て
理
解
し
た
か
、
或
は
腐
已
の
利
を
守
る
為
の
道
具
と
同
一
視
し
た
か
で
大
変
違
っ
た
意
識
の
仕

方
が
可
能
と
な
る
。
而
し
て
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
権
威
の
受
け
取
り
方
は
十
分
可
能
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
日
本
の
照
会
も
ギ
リ
シ
ャ
の

そ
れ
と
同
じ
く
、
超
越
的
な
も
の
と
内
在
的
な
も
の
、
権
威
と
自
由
の
両
次
元
の
緊
張
し
た
多
様
な
堀
互
関
係
を
行
為
・
反
省
の
根
塞
形

式
と
し
て
も
っ
か
ら
で
あ
り
、
文
化
・
社
会
体
制
の
相
違
は
こ
の
無
次
元
の
何
れ
か
の
有
無
、
或
は
共
存
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
二
つ
の
関

係
の
仕
方
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　outline（ゾ5zκんα箆article　as　aPPeaア・5　ill　more伽πone　numberげ痂5

magaxine　is　to　be　8ivθn　togetheプwith　the／ast　instalmentげthe　article．

Conduct　and　Refiection　in　Histery

b7　Yoshio　Shima

　　As　P｝ato　says，　human　conduct　is　essentia11y　motivated　by　passions　such　as

desire　and　anger，　and，　unless　guided　by　reason，　is　liable　to　fail　to　be　right．

The　author　tries　to　bring　out　the　structure　of　the　reeiprocal　relations　be－

tween　reason　and　passion　in　human　conduct．　ln　order　to　fulfi1　this　task，　he

adopts　a　historical　methed　and　makes　a　¢omparative　research　upon　the　deve－

lopment　of　the　moral　ideas　in　various　nations．

　　In　the　first　place，　however，　the　author　propounds　his　own　view　of　historism，

and　tries　to　meet　the　criticism　raised　by　Kant　against　it．　Kant　distinguishes

ethics　form　history，　in　so　far　as　the　former　is　based　upon　a　prlori　1〈nowledge

and　the　latter　is　concerned　with　empirical　facts．　As　a　matter　of　fact，　he

excludes　all　the　empirical　elements　from　a　priori　moral　law，　and　this　leads

his　ethics　to　the　dualism　of　moral　and　nature．　Kant　himself　is　aware　of　this

defect，　so　that　he　tries　to　eliminate　this　by　adopting　teleo｝ogy　of　nature　as　a

connecting　link　between　liberty　and　nature．　His　attempt，　however，　remains’

still　unsatisfactory，　because　the　te｝eological　principle　in　terms　of　Kant’s　phi－

losophy　is　only　subjective　or　refiective　and　has　no　full　obiective　validity．

　　According　to　Troeltseh，　historism　also　contains　in　itself　many　diLeq¢ulties

such　as　relativism，　nihilism　and　realism，　all　・of　which　will　endanger　moral

三dealis職．　He，宅herefore，　endeavours　to　de伽e£he　historism　in　its　true　mean・

ing　by　lnterpreting　history　as　a　synthesis　of　universal　value　and　temporal

change．

　　The　author’s　position　is　that　such　a　synthesis　would　be　possible，　only　if

1



value　in　history　be　not　only　universal　but　also　individual　and　fiexible　to　the

changes　in　the　style　of　human　life，　and　that　the　synthesis，　in　thls　case，　wouid

describe　the　dynamic　process　of　transcendence　from　the　temporal　to　the

etemal．　To　depict　this　process　clearly，　the　author　gives　some　sl〈etches　of

the　development　of　moral　reflection　in　Greel〈　tragedies　and　in　Japanese　pre－

modern　society，　which　will　reveal　the　several　common　ways　of　conduct　and

reflection　contained　in　the　historical　and　individually　different　solutions　of

moral　problems．

Leibniz　et　Bayle

sur　le　mal　meral

par　Akio　lwatsubo

　　Le　nceud　de　la　question　r6side　dans　le　confiit　qui　oppose　une　vision　th60－

centrique　ti　1’exp6rience　humalne　de　la　rn6chancet6．

　　Selon　Leibniz，　la　n6cessit6　de　la　providence　divine　ne　d6truit　point　la　libert6

de　la　volont6　de　1’homme．　La　libert6　humaine　est　la　cause　prochaine　du　mal

moral，　mais　Dieu　ne　veut　que　permettre　ce　mal　ti　titre　de　n6cessit6　hypothe－

tique　ou　morale　qui　le　lie　avec　le　meilleur．　ll　est　visible　que　Dieu　pr6voyant

ce　qui　arriverait　librement，　a　aussi　r6916　toutes　］es　choses　par　avance．　Donc，

la　providence　est　la　regle　de　la　sagesse　divine　qui　gouverne　le　meilleur

monde，　et　la　vraie　libert6　de　1’homme　consiste　en　ce　que　1’homme　fait　son　de－

voir　en　suivant　la　regle　rationelle　que　Dieu　lui　a　pr6scrite．

　　Leibniz　soutient　la　conformit6　de　la　foi　avec　la　raison．　L’hornme　est　as－

servi　aux　passions，　en　tant　que　ses　perceptions　sont　confuses．　C’est　dans　ce

sens　que　1’homme　n’a　pas　toute　la　libert6　d’　esprit，　et　qu’il　commet　le　mal

moral．　Mais　la　raison　de　1’homme　est　la　lumiere　naturelle　que　Dieu　lui　a

donnee，　et　elle　consiste　dans　1’enchafnement　des　v6rit6s　d6monstratives，　donc

elle　a　la　puissance　de　r6primer　les　passions，　quand　on　suivra　la　d6monstration

de　la　raison　aussi　loin　qu’elle　peut　aller．

　　La　presence　du　mal　moral　dans　ce　monde，　dit　Bayle，　est　le　fait　indubitable

que　1’Ecriture　enseigne　et　que　1’exp6rience　humaine　confirme，　mais　la　raison
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