
自

由
と
必
然

ー
カ
ン
ト
の
自
由
論
を
中
心
と
し
て
i

戸
　
田
　
省
　
二
　
郎

一）

　
　
　
我
々
は
、
日
頃
、
ω
「
人
間
の
意
志
は
自
由
で
あ
る
」
と
か
、
②
「
あ
の
人
の
生
涯
は
典
型
的
な
自
由
人
の
生
涯
で
あ
っ
た
」
と
か
、

　
　
ま
た
㈲
「
貧
困
か
ら
の
自
由
」
と
か
、
ω
「
独
裁
政
権
の
下
で
は
自
由
が
な
い
〕
な
ど
と
い
っ
た
表
現
を
よ
く
用
い
る
。
し
か
し
、
右
の

　
　
表
現
の
中
に
鵬
て
来
る
「
自
由
」
と
い
う
諮
は
、
盲
想
的
で
は
な
い
。
我
々
が
、
こ
の
自
由
と
い
う
語
を
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
使
っ
て
も
、

　
　
別
に
不
思
議
に
思
わ
な
い
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
自
由
と
い
う
語
の
こ
の
多
義
性
は
、
自
由
が
本
来
、
人
間
存
在
全
体
に
か
か
わ
る

　
　
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
自
由
が
人
智
存
在
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
の

　
　
解
明
は
、
大
変
困
難
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
如
何
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
行
な
わ
ず
に
は
、

　
　
我
々
は
哲
学
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
我
々
は
、
自
由
の
意
味
を
逐
次
明
ら
か
に
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
先
の
表
現
に
手
掛
り
を
求
め
る
と
、
大
ま
か
に

　
　
い
っ
て
、
ω
と
㈲
は
内
的
な
自
由
を
意
上
し
、
そ
の
他
は
外
乱
な
自
由
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
内
的
な
自
由
は
、
外
的

　
　
な
自
由
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
先
ず
前
者
の
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。
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三
八

　
内
的
な
自
由
に
つ
い
て
の
議
論
を
歴
史
的
に
見
る
と
、
そ
れ
は
、
選
択
の
自
由
と
自
律
と
し
て
の
自
由
と
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
来

た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
自
由
の
意
識
の
明
証
性
を
積
極
的
に
脊
定
す
る
と
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
、
「
人
間
存
在
貯
運
勢
郎
σ
出
環
黙
黙
器
は
細
部
に
到
る
ま
で

自
分
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
支
え
の
な
い
必
然
性
づ
伽
8
ω
ω
搾
俸
の
う
ち
に
全
く
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
自
由
国
び
興
尽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
一
つ
の
存
在
‘
昌
ゆ
嘗
。
で
は
な
く
、
自
由
は
人
間
の
存
在
一
．
曾
器
二
一
、
ぴ
。
∋
ヨ
①
で
あ
る
」
、
「
人
間
は
常
に
全
面
的
に
自
由
で
あ
る
」

と
述
べ
て
、
自
由
を
絶
対
的
に
主
張
す
る
立
場
が
可
能
と
な
る
。

　
し
か
し
、
我
々
は
、
自
分
の
行
動
が
先
行
条
件
に
よ
っ
て
既
に
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
常
に
抱
き
得
る
の
で

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
自
然
の
中
に
は
、
何
一
っ
偶
然
な
も
の
は
な
い
、
む
し
ろ
す
べ
て
は
、
一
定
の
仕
方
で
存
在
し
作
用
す
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
神
的
本
性
の
必
然
性
器
。
霧
ω
騨
霧
眠
く
ぎ
器
旨
飴
ε
養
①
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
」
、
意
志
の
自
由
に
よ
る
決
定
は
神
に
お
い
て
さ

え
も
考
え
ら
れ
な
い
、
　
「
人
間
が
自
ら
を
自
由
で
あ
る
と
誤
っ
て
思
い
込
む
の
は
、
人
間
は
自
ら
の
行
為
を
意
識
す
る
の
み
で
、
自
ら
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
の
行
為
へ
と
決
定
す
る
諸
原
因
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
、
明
確
な
決
定
論
の
立
場
に
立

つ
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
、
あ
た
か
も
三
角
形
の
本
性
か
ら
そ
の
三
つ
の
角
の
和
が
二

直
角
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
が
必
然
的
に
出
て
来
る
の
と
同
様
な
数
学
的
必
然
性
を
も
っ
て
、
す
べ
て
が
神
の
本
性
か
ら
生
じ
、
し
か
も

す
べ
て
が
神
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
我
々
の
自
由
の
意
識
は
も
と
よ
り
、
厨
的
と
か
、
善
悪
、
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

醜
の
如
き
概
念
も
妄
想
と
し
て
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
の
決
定
論
を
冷
え
て
い
る
基
礎
は
汎
神
論
で
あ
る
が
、
神
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
万
物
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
否
、
そ
も
そ
も
神
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
普
遍
妥
当
的
な
主
張
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
し
無
神
論
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
神
の
存
在
自
体
が
妄
想
と
な
ろ
う
し
、
ま
た
神
の
存
在
を
儒
ず
る
者
が
、
必
ず
し
も
汎
神
論
を

採
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
者
に
属
す
る
者
で
も
、
例
え
ば
カ
ン
ト
に
お
け
る
が
如
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
様
に
意
志
決



定
の
必
然
性
と
自
由
と
を
対
立
概
念
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
常
に
、
自
由
と
必
然
と
は
対
立
概
念
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
我
々
は
、
自
由
か
必
然
か
と
い
う

抜
き
差
し
な
ら
ぬ
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
の
　
　
の

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
　
「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
基
づ
い
て
存
在
し
、
自
己
の
み
に
よ
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
も
の
は
、

り
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
由
で
あ
る
器
ω
財
ぴ
Φ
鑓
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
一
定
の
仕
方
で
存
在
し
た
り
、
作
用
し
た
り
す
る
よ
う
に
他
か
ら
決
定

　
　
　
　
　
　
　
．
。
。
●
。
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

さ
れ
る
も
の
は
、
必
然
的
で
あ
る
お
ω
器
8
ω
。
。
鎚
冨
と
か
、
或
い
は
む
し
ろ
強
欄
さ
れ
て
い
る
器
ω
8
穿
。
。
鐙
と
か
い
わ
れ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
必
然
が
自
由
と
対
立
し
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
我
々
は
自
由
と
必
然
と
を
ど
う
理
解

し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
ず
、
必
然
の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

旨
℃
e
ω
碧
霞
①
”
い
”
黛
審
①
叶
｝
①
旨
曾
摸
”
や
餌
③

o
や
息
叶
こ
℃
．
α
H
①
●

b
づ
・
瓢
①
ω
℃
汐
。
鑓
”
国
け
匡
＄
》
目
”
℃
8
℃
o
臨
瓜
。
×
×
同
×
．

o
や
鼠
£
囲
押
勺
8
勺
○
。
。
謀
◎
×
×
×
＜
”
ω
o
ゲ
◎
嵩
¢
讐
・

o
や
鼠
£
H
や
〉
燭
℃
①
p
匹
田
．

o
や
。
罫
”
押
σ
臨
蝕
笛
。
く
H
H
．
な
お
、
以
下
の
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
筆
者
の
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（二）

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
　
「
必
然
性
轡
黙
諜
唱
」
に
は
、
㈲
「
の
他
で
は
あ
り
得
な
い
も
の
＆
§
伽
＆
叢
曾
魯
S
職
謡
s
の

　
　
趣
§
」
即
ち
本
性
的
な
も
の
、
㈲
「
強
欄
的
な
こ
と
＆
無
ミ
。
と
耶
ち
自
分
の
衝
動
や
意
志
な
ど
に
反
し
て
も
ぞ
う
す
る
他
は
な
い
こ
と
、

　
　
⑥
「
必
要
不
可
欠
な
も
の
こ
q
睾
ミ
§
§
」
即
ち
生
存
や
善
く
あ
る
た
め
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
㈹
「
論
証
響
亀
史
艶
の
」
即
ち
前

囎　
　
　
　
　
　
自
．
由
と
必
然
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四
〇

提
か
ら
帰
結
が
こ
う
で
あ
る
他
は
な
い
と
い
う
形
で
出
て
来
る
こ
と
（
こ
の
根
拠
は
第
一
箭
提
が
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
に
あ
る
）
、
　
の
四
つ
が
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
㈲
～
④
は
、
㈱
に
準
じ
て
そ
う
い
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
、
必
然
性
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
規
定
を
、
大
体
そ
の
ま
ま
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
先
の
註
（
6
）
の
引
用
文
の
う
ち
、
　
「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
基
づ
い
て
…
…
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
も
の
」
と
い
う
表
現
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

中
の
「
必
然
性
」
と
「
…
…
す
る
よ
う
に
他
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
は
必
然
的
で
あ
る
…
…
」
と
い
う
表
現
の
中
の
必
然
性
と
で
は
、
夫

夫
、
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
必
然
性
の
意
味
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
に
当
て
は
め
れ
ば
、
前
者
は
㈲
に
属
し
、
そ
し

て
後
者
は
、
他
者
の
意
志
や
力
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
㈲
に
属
す
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
、
こ
の
他
者
は
第
一
義
的
に
は
、

「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
基
づ
い
て
…
…
す
る
よ
う
に
決
定
さ
れ
る
も
の
」
、
即
ち
神
を
意
味
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
神
と
そ
の

本
性
を
彼
な
り
に
考
え
、
そ
れ
を
疑
い
得
ぬ
も
の
と
し
て
亭
号
し
、
そ
こ
か
ら
す
べ
て
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
の
㈲
に
梱
当
す
る
と
い
え
よ
う
。
　
一
度
、
鼻
血
を
決
め
れ
ば
、
そ
の
莇
提
に
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
帰
結
を
導
き

出
す
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
界
層
自
体
が
普
遍
妥
当
的
な
必
然
性
を
も
ち
、
す
べ
て
の
人
を
納
得

さ
せ
る
も
の
だ
と
は
、
必
ず
し
も
断
言
幽
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
自
然
科
学
、
殊
に
数
学
を
離
れ
る
程
、
著
し
く
な
る
と
い

い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
、
究
極
原
因
と
し
て
の
神
の
観
念
か
ら
、
す
べ
て
を
幾
何
学
的
形
式
に
よ
っ
て
導
き
出
し
、
自
己
の
思

想
が
自
明
な
真
理
で
あ
る
こ
と
を
万
人
に
示
さ
ん
と
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
試
み
が
、
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
少
し
触
れ
た

よ
う
に
、
そ
も
そ
も
、
彼
の
思
想
の
出
発
点
で
あ
る
神
の
存
在
の
自
明
性
自
体
を
、
人
は
疑
い
得
る
の
で
あ
る
。
前
提
を
疑
い
得
る
と
い

う
こ
の
こ
と
自
体
が
、
前
提
の
仮
定
的
な
性
質
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
前
提
を
立
て
る
か
は
、
そ
の
思
想
家
の
選
択
に
委
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
前
提
に
彼
の
信
念
が
露
塁
さ
れ

て
い
る
と
、
我
々
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
O
ゆ
》
誌
8
鼠
舘
”
ζ
Φ
叶
p
。
や
び
携
搾
斜
＞
O
（
H
O
δ
簿
。
。
O
～
δ
嶺
δ
）
．
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さ
て
、
た
と
い
、
汎
神
論
的
決
定
論
を
捨
て
て
も
、
自
然
因
果
の
決
定
性
の
見
地
か
ら
、
意
志
の
自
由
の
否
定
を
主
張
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
、
　
「
生
起
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
原
因
を
も
つ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
原
因
の
因
果
性
、
即
ち
そ
の
原
因
の
作
用
は
、
そ
れ
が

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

時
間
的
に
先
行
し
、
そ
の
結
果
の
成
立
し
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
自
身
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
存
続
し
て
来
た
は
ず
は
な
く
、
必
ず
生
起

し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
因
は
ま
た
諸
現
象
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
現
象
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
、
従
っ
て
す
べ

て
の
出
来
事
は
自
然
の
秩
序
の
う
ち
で
経
験
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
即
ち
自
然
法
則
2
無
罎
σ
q
①
。
。
Φ
誌
で
あ
る
。

現
象
は
、
か
か
る
自
然
法
則
に
よ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
自
然
Φ
ぎ
①
Z
象
焉
と
な
り
、
ま
た
経
験
の
対
象
た
り
得
る
が
、
こ
の
法
則
は
悟

性
法
則
で
あ
っ
て
、
如
何
な
る
口
実
を
つ
け
て
も
、
こ
の
法
則
に
反
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
お
ら
ず
、
如
何
な
る
現
象
も
こ
の
法
則
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

除
外
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
、
自
然
因
果
の
法
翔
が
、
現
象
界
に
お
い
て
は
効
鷲
δ
試
に
妥
当
す
る
と
主
張
す
る
。

　
カ
ン
ト
も
自
由
の
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
問
題
は
、
自
然
因
果
の
法
則
と
矛
盾
す
る

こ
と
な
く
自
由
は
可
能
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
点
κ
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
　
「
現
象
界
に
お
け
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
、
彼
の
経
験
的
性
格
①
ヨ
且
H
冨
畠
魯
O
冨
類
簿
霧
と

自
然
の
秩
序
に
従
っ
て
共
に
作
用
す
る
と
こ
ろ
の
諸
他
の
原
因
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
し
我
々
が
彼
の
意
志
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

甫
浅
げ
貯
の
す
べ
て
の
現
象
を
徹
底
的
に
究
明
し
得
る
と
し
た
ら
、
我
々
は
彼
の
如
何
な
る
行
為
で
も
確
実
に
予
言
し
く
。
誘
導
α
Q
Φ
¢
得
る

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
彼
の
行
為
を
、
そ
の
行
為
よ
り
も
前
に
あ
る
条
件
か
ら
生
じ
た
と
こ
ろ
の
必
然
的
結
果
と
し
て
　
巴
の
8
薯
Φ
謬
象
σ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
3
）

認
識
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
経
験
的
性
格
に
関
し
て
は
、
自
由
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
結
論
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、

　
　
　
　
霞
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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四
二

22

@
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

1
　
現
象
界
に
お
い
て
は
、
決
定
論
を
支
持
す
る
。
そ
し
て
自
由
を
叡
知
界
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
主
張
に
対
し
て
、
独
自
の
立
場
か
ら
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
の
は
、
ペ
ル
グ
ソ
ン
で
あ
る
。

　
　
　
彼
に
よ
る
と
、
外
界
と
接
触
し
て
い
る
自
我
の
表
層
つ
ま
り
等
質
的
空
間
に
投
射
さ
れ
た
「
憶
意
の
影
一
、
o
藁
葺
①
費
ヨ
。
こ
の
深
屡

　
　
に
あ
っ
て
、
情
熱
に
燃
え
た
り
、
決
断
し
た
り
し
な
が
ら
真
に
持
続
し
て
い
る
「
根
本
的
自
我
δ
ヨ
9
｛
§
量
ヨ
①
暮
鐵
」
か
ら
発
す
る

　
　
行
為
は
す
べ
て
、
　
「
自
由
な
行
為
篇
で
あ
る
。
従
来
の
決
定
論
者
と
自
由
音
心
志
の
擁
護
論
者
と
の
悶
の
論
争
か
ら
は
、
真
の
自
由
の
問
題

　
　
は
す
り
抜
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
等
が
「
流
れ
つ
つ
あ
る
時
価
審
ヨ
甥
ρ
乱
ω
、
伽
o
o
旺
Φ
」
・
「
純
粋
持
続

　
　
冨
℃
旨
①
仙
信
誌
①
」
と
同
時
的
・
等
質
的
時
間
1
…
こ
れ
は
空
間
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
、
　
「
流
れ
去
っ
た
晴
間
ざ
8
ヨ
唱
ω
伽
o
o
¢
叡
」
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
一
と
を
混
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
誤
り
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
我
々
の
経
験
を
現
象
の
世
界
に
限
定
し
、
　
そ
し
て
我
々
の
経
験
的
認
識
は
、
感
性
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
対
象
が
、
時

　
　
間
・
空
聞
と
い
う
感
性
の
同
臭
δ
猷
な
形
式
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
、
更
に
範
瞬
と
い
う
悟
性
の
鈴
℃
艮
。
ほ
な
形
式
に
よ
っ
て
限
定

　
　
さ
れ
構
成
さ
れ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
、
と
考
え
た
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
考
え
は
、
な
る
ほ
ど
我
々
の
経
験
的
な
思
考
に
堅
固
な
基
礎
を
与
え
は
す
る
が
、
そ
の
反
面
、
自
由
な
「
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
が
ま
ま
の
自
我
宕
ダ
鼠
①
ざ
げ
げ
貯
」
の
認
識
は
不
可
能
と
な
り
、
そ
し
て
カ
ン
ト
は
自
然
因
果
の
必
然
的
決
定
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な

　
　
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
自
由
は
理
解
出
来
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
自
由
に
対
す
る
彼
の
信
念
は
不
動
で
あ
っ
た
か
ら
、
自

　
　
由
を
救
う
た
め
に
、
現
象
界
と
叡
知
界
を
区
別
し
て
、
霞
由
を
鵠
。
隊
長
Φ
づ
p
に
ま
で
高
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
カ
ン
ト
で
は
、
立
場
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
カ
ン
ト
批
判
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
受
け

　
　
入
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
以
上
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
考
え
の
中
に
は
、
我
々
の
テ
…
マ
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
が
幾
つ

　
　
か
含
ま
れ
て
い
る
。



　
　
　
先
ず
、
空
間
で
表
わ
さ
れ
得
る
時
間
の
う
ち
で
、
因
果
決
定
性
と
自
由
と
を
対
立
概
念
と
し
て
考
え
る
隈
り
、
決
定
論
を
免
れ
る
こ
と

　
　
は
出
来
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
主
張
を
是
認
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
決
定
論
と
自
由
と
を
共
に
受
け
入
れ
る
人
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
V

　
　
一
般
に
、
無
原
因
で
あ
れ
ば
行
為
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
自
由
を
外
的
強
奪
か
ら
の
自
由
と
解
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
も
行
為
が

　
　
無
原
因
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
点
で
は
闘
じ
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
、
自
然
因
果
に
対
し
て
超
自
然
因
果
的
自
由
（
超
越
論
的
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
貯
鋤
⇔
ω
N
①
p
儀
①
9
巴
①
男
H
①
淳
③
δ
　
を
考
え
た
上
で
、
自
由
も
、
無
法
則
で
は
な
く
、
　
一
定
不
変
の
実
践
的
法
則
に
従
う
理
性
の
因
果
性
で

　
　
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
考
え
が
、
非
決
定
論
を
完
全
に
満
足
さ
せ
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
以
上
の
考
察
か
ら

　
　
我
々
は
、
　
一
先
ず
、
自
然
因
果
の
必
然
的
決
定
性
と
自
由
と
は
異
質
の
問
題
で
あ
る
と
結
論
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
む
し
ろ
、
真
に
意
志
の
自
由
を
否
定
し
得
る
立
場
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
如
き
汎
神
論
的
決
定
論
し
か
あ
り
得
な
い

　
　
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
も
、
人
間
に
自
由
の
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
一
そ

　
　
れ
を
妄
想
と
し
て
斥
け
は
し
た
け
れ
ど
も
。
い
っ
た
い
、
こ
れ
は
何
を
意
博
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
自
由
の
根
底
が
、

　
　
盲
目
的
意
欲
－
人
間
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
自
己
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
力
、
何
か
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
力
を
仮
に
こ
う
呼
ん
で

　
　
お
こ
う
。
そ
し
て
こ
の
意
欲
に
去
る
方
向
を
与
え
る
の
は
、
滝
野
の
理
性
、
特
に
自
発
的
な
構
想
力
で
あ
る
…
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
し

　
　
て
こ
の
意
欲
の
発
現
が
妨
げ
ら
れ
な
い
場
合
と
、
そ
れ
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
と
の
相
鋪
に
お
い
て
、
自
由
が
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

　
　
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
も
と
よ
り
、
我
々
は
、
因
果
の
系
列
に
我
々
白
身
が
点
る
条
件
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
系
列
を
変
え
る
こ
と
が
緻
来
る
の
で

　
　
あ
る
が
、
そ
の
条
件
を
掬
え
よ
う
と
意
志
し
た
の
は
、
我
々
膚
身
の
自
発
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
、
客
観
的
時
間
に
訳
し
て
、
根
源
的
体
験
の
桐
に
お
い
て
「
蒋
」
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
の
時
を
純
粋
持
続
と
し
て
理
解
し
た
が
、
そ
の
卓
見
を
高
く
評
価
す
る
と
し
て
も
、
　
「
将
来
」
と
い
う
こ
と
の
重
要
性
を
十
分
に
考
え
な

　
　
か
っ
た
こ
と
は
、
重
大
な
欠
陥
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
、
　
「
お
そ
ら
く
本
来
の
意
味
で
い
え
る
の
は
、

鵬　
　
　
　
　
　
慮
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
蕊
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四
四

過
去
の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
将
来
の
現
在
と
い
う
三
つ
の
時
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
過
去
の
現
在
は
記
億
ヨ
⑩
ヨ
。
吋
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

で
あ
り
、
現
在
の
現
在
は
直
観
8
旨
旨
窪
ω
で
あ
り
、
将
来
の
現
在
は
期
待
①
葛
①
9
蝕
。
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
将
来
を
「
期

待
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
は
、
注
油
す
べ
き
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
由
の
根
底
と
し
て
の
盲
目
的
意
欲
に
目
的
と
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
】
三
）

向
と
を
示
す
も
の
は
理
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
活
動
せ
し
め
る
の
は
、
自
発
的
な
構
想
力
の
働
き
に
よ
る
「
将
来
」
へ
の
「
期
待
」
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
善
や
罠
的
の
根
底
に
は
、
将
来
へ
の
期
待
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
が
或
る
行
為
の
実
行
を
決
心
し
（
将
来
）
、
そ
の
決
心
を
実
行
に
移
す
と
、
そ
の
行
為
は
現
在
す
る
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
過
去

の
も
の
と
な
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
、
根
源
的
な
体
験
の
相
に
お
い
て
は
、
時
は
将
来
か
ら
過
去
へ
向
か
っ
て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我

我
は
、
将
来
へ
の
志
向
の
中
に
、
構
想
力
の
自
発
性
・
思
惟
の
自
発
性
の
働
き
を
見
て
と
る
こ
と
が
串
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
自
発
性
は

す
べ
て
の
自
由
と
一
体
を
な
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
押
隈
餌
暮
”
囚
甑
江
犀
山
の
暢
H
Φ
ぢ
①
ロ
＜
Φ
導
¢
質
浄
（
以
下
囚
●
傷
．
μ
＜
●
と
略
す
ソ
じ
d
α
刈
9
カ
ン
ト
の
著
作
の
頁
づ
け
に
関
し
て
は
、
第
一
批
判

　
以
外
は
団
①
葺
竃
Φ
ぎ
興
版
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
　
因
果
法
躍
の
意
味
を
更
に
追
求
し
て
み
よ
う
。

　
　
カ
ン
ト
は
、
原
因
に
つ
い
て
、
　
「
お
よ
そ
原
因
は
或
る
現
象
が
結
果
と
し
て
生
ず
る
た
め
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
規
則
。
ぎ
⑦
菊
①
σ
q
色
を
前
提
す

　
る
、
窪
た
お
よ
そ
規
則
は
、
原
因
が
圏
一
で
あ
れ
ば
結
果
は
常
に
隅
形
で
あ
る
こ
と
　
O
H
魚
。
ぼ
α
腫
窮
忌
日
Φ
搾
を
要
求
す
る
、
即
ち
こ
の
結
果
の
同
形

　
性
が
原
因
（
能
力
と
し
て
の
）
の
概
念
を
基
礎
づ
け
る
の
で
あ
る
」
（
o
℃
・
。
罫
”
し
d
α
ミ
）
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
意
味
は
、
　
「
我
々
が
物
理
的

　
諸
現
象
を
知
覚
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
現
象
は
法
燭
に
従
う
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
昧
す
る
。
⇔
ゆ
以
前
に
知
覚
さ
れ
た
現
象
a
、
b
、
c
、
d
は
同

　
じ
形
で
再
び
生
じ
得
る
こ
と
。
働
a
、
b
、
c
、
d
の
諸
条
件
の
後
に
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
諮
条
件
の
後
に
の
み
現
わ
れ
た
織
る
現
象
P
は
、
同
じ

　
諸
条
件
が
与
え
ら
れ
る
や
否
や
、
必
ず
再
現
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
。
」
　
（
躍
ゆ
し
d
①
憎
α
q
。
。
o
資
目
累
鉱
ω
鶏
　
『
。
。
（
δ
黒
鼠
。
。
。
一
欝
欝
体
島
舞
茸
鳥
φ
冨

　
8
つ
ω
9
Φ
昌
o
ρ
H
O
O
。
①
臥
象
嵩
o
P
悔
◆
嶺
b
⊃
）
と
い
う
べ
ル
グ
ソ
ン
の
表
環
に
お
い
て
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
は
、

　
自
然
現
象
の
曹
後
に
自
然
の
斉
一
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
因
果
法
則
が
厳
格
に
考
え
ら
れ
る
場

　
合
、
こ
の
法
則
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
　
一
つ
の
旙
果
系
列
を
孤
立
さ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
系
列
が
他
の
因
果
の
系
列
に



ユ25

　
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
条
件
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
「
A
は
B
を
引
き
起
こ
す
、
但
し
B
の
生
起
を
妨
げ
る
こ
と
が
何
も
起
こ
ら
な

　
い
な
ら
ば
。
」
と
い
う
形
で
表
現
出
来
よ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
単
純
化
さ
れ
た
函
果
法
則
が
物
理
学
の
曇
る
法
則
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
因
果
過
程

　
が
一
定
の
微
分
方
程
式
で
表
わ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
　
〔
○
私
し
ご
．
菊
離
ω
ω
o
嵩
”
ζ
審
鋤
9
ω
ヨ
簿
口
碑
ピ
。
σ
q
賞
㍗
ド
Φ
α
及
び
b
d
■
力
鐸
ω
ω
巴
『

　
顕
β
ヨ
⇔
昌
緊
嶺
◎
≦
δ
鋤
σ
q
ρ
膨
ミ
ゆ
〕
）
。
　
し
か
も
、
因
果
法
則
を
現
実
に
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
原
因
は
時
聞
の
上
で
結
果
に
先
立
つ
と
か
、
固
い

　
は
少
な
く
と
も
隅
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
ま
た
空
間
的
に
も
両
者
の
間
に
接
触
や
連
絡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
い
う
他
の
条
件
が
加

　
わ
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
O
h
鍵
・
じ
d
o
琶
”
2
象
霞
鉱
℃
窯
一
〇
の
。
弓
げ
《
o
出
0
9
霧
①
豊
山
○
冨
P
o
ρ
U
o
〈
①
が
℃
・
Φ
）
。
　
そ
し
て
、

　
世
界
は
様
々
な
習
弊
の
系
列
が
絡
み
合
い
な
が
ら
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
の
が
、
そ
の
現
実
の
相
で
あ
る
か
ら
、
我
々
は
、
普
適
、
凍
因
の
概
念
を

　
広
く
と
っ
て
、
大
ま
か
な
因
果
法
則
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
原
話
の
概
念
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
桁
は
、
切
噸
車
蝦
。
・
ω
色
け
］
≦
審
賦
。
δ
巳

　
節
鐸
焦
い
。
α
q
貫
℃
．
日
○
。
O
～
8
G
。
「
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
宮
身
、
科
学
的
方
法
を
正
当
化
す
る
の
に
必
要
な
諸
要
請
の
一
つ
と
し
て
、
因
果

　
の
線
○
⇔
論
難
｝
劉
⇔
＄
を
考
え
て
い
る
（
国
¢
ヨ
鋤
虫
歯
P
o
≦
冨
瓢
σ
q
Φ
》
や
㎝
O
相
鞘
・
）
が
、
因
果
的
な
思
考
が
、
人
士
に
と
っ
て
如
何
に
根
深
い
も
の
で

　
あ
る
か
を
我
々
は
知
る
の
で
あ
る
。
）

（
3
）
H
ワ
爵
艮
”
。
や
。
5
b
ご
㎝
圃
刈
～
鵯
。
。
・

（
4
）
　
カ
ン
ト
以
後
の
科
学
の
発
展
は
、
蓋
然
全
体
に
決
定
論
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
示
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
M
・
ボ
ル
ン
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
因
果
性
と
決
定
性
と
を
区
別
し
て
、
園
果
性
は
保
存
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
「
私
の
規
定
で
は
、
因
果
性
と
は
一
方
の
物
理
的
状
況
が
他
方
の
そ
れ

　
に
依
存
す
る
と
い
う
要
請
で
あ
り
、
そ
し
て
困
果
関
係
の
探
求
と
は
、
そ
の
よ
う
な
依
存
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
扁
（
o
ウ
。
陣
∫
や
同
O
卜
。
）

　
「
現
代
の
物
理
学
は
照
果
性
を
放
棄
し
た
よ
う
な
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
く
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
現

　
代
物
理
学
が
、
現
象
の
原
園
の
探
求
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
科
学
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」
（
o
や
。
陣
£
や
ω
～
駆
）
か
ら
で

　
　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
あ
る
。
）
が
、
決
定
性
は
斥
け
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
・
）
窒
・
萱
一
少
・
詳
・
講
・
賀
・
・
．
・
ル
グ
…
麦
と
、
或
・
薯
M
』
A
∵
・
符
号
で
袈
わ
・
て
、
決

　
定
論
者
の
主
張
を
聴
く
と
、
「
先
行
条
件
に
限
定
さ
れ
て
X
と
い
う
行
為
し
か
出
来
な
か
っ
た
。
し
と
い
う
形
と
な
る
の
に
対
し
て
、
自
由
意
志
の
擁

　
護
論
者
の
主
張
は
、
「
X
と
い
う
行
為
を
し
た
が
Y
と
い
う
行
為
も
出
来
た
は
ず
だ
。
」
と
い
う
形
を
と
る
。
両
者
の
共
通
点
は
、
行
為
X
が
な
さ
れ

　
て
し
ま
っ
た
後
に
○
点
に
身
を
急
い
て
、
意
志
活
動
の
過
程
を
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
爾
者
共
に
忘
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
示
し
た
線
は
、

　
「
流
れ
つ
つ
あ
る
時
扁
で
は
な
く
、
「
流
れ
去
っ
た
時
聞
」
で
あ
る
と
、
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
の
主
張
に
対
し
て
は
、
「
道
が
描
か
れ
る
蔚
に
は
、
ま

　
だ
道
な
ど
闘
題
と
な
り
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
甚
だ
衡
単
な
理
由
に
よ
っ
て
、
可
能
な
方
陶
も
不
可
能
な
方
向
も
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
。
」
と

麹
由
と
必
然

四
五
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六

　
い
う
こ
と
が
謁
来
る
。
他
方
、
後
者
の
主
張
に
対
し
て
は
、
　
「
あ
な
た
方
は
、
　
一
度
、
行
為
が
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
道
に
つ
い
て
語
る
こ
と

　
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
は
、
道
は
既
に
描
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
」
と
い
う
こ
と
が
出
来

　
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
争
か
ら
は
、
自
由
の
問
題
は
す
り
按
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
行
為
の
予
雷
に
つ
い
て
も
、
同
様

　
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
錯
覚
が
起
こ
っ
た
の
は
、
　
門
自
我
は
、
自
己
を
直
接
に
検
証
す
る
と
き
は
誤
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
自
益
を
自

　
由
と
感
じ
、
霞
由
だ
と
雷
明
す
る
。
し
か
し
自
己
の
自
由
を
自
己
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
塞
間
を
通
し
て
の
一
種
の
鷹
折
に
よ
っ
て
し
か
、

　
自
己
を
知
覚
し
得
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
自
由
意
志
の
定
立
を
証
明
す
る
に
も
、
理
解
さ
せ
る
に
も
、
反
駁
す
る
に
も
、
等
し
く
不
向
き
な
、
機
械
論

　
的
性
質
を
も
っ
た
爵
号
化
が
出
て
来
る
。
」
（
◎
℃
．
o
騨
4
　
娼
．
　
日
G
Q
刈
）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
窒
間
で
表
わ
さ
れ
得
る
よ
う
な
等
質
目
時

　
聞
の
領
域
で
霞
磁
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
決
定
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
（
O
h
o
や
9
£
℃
・
H
H
臼
～
同
①
①
）
。

（
6
）
　
H
「
開
帥
艮
鱒
。
緊
9
£
し
d
δ
G
◎
●

（
7
）
O
h
堕
ゆ
⑦
お
6
。
。
貸
8
．
。
一
叶
■
も
山
謹
。
・
ρ
◆

（
8
）
　
例
え
ば
、
O
h
H
≦
．
ω
o
匡
…
巳
自
勺
目
○
芭
Φ
ヨ
。
ほ
。
粘
国
紳
｝
風
。
。
。
（
霞
鶴
謬
。
蔭
莚
8
焦
び
k
O
’
幻
団
鉱
昌
y
U
o
〈
o
び
℃
．
に
り
融
■

（
9
）
　
こ
の
自
由
は
、
消
極
的
に
は
、
　
（
霞
然
因
果
の
必
然
性
に
対
し
て
）
或
る
幽
然
原
因
に
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
時
問
的
に
従
属
し
な
い
こ
と
、

　
積
極
的
に
は
、
「
或
る
状
態
を
自
ら
始
め
る
能
力
」
と
規
定
さ
れ
る
（
轡
閑
§
嘗
。
ワ
。
博
f
し
d
q
譲
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
1
0
）
　
激
高
・
自
在
・
未
来
と
い
い
慣
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
根
源
的
な
体
験
に
お
け
る
時
を
考
え
て
み
る
と
、
未
来
と
い
う
語
よ
り
も
将
来
と
い
う
語

　
の
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
波
多
野
精
一
「
時
と
永
遠
」
　
（
岩
波
書
店
、
第
七
版
）
七
ぺ
…
ジ
以
下
参
照
。

（
1
1
）
　
》
¢
㈹
湧
け
ぎ
窃
”
O
o
鉱
舘
。
。
ご
鵠
8
v
×
押
鶏
℃
舞
×
×
「

（
1
2
）
　
〈
α
q
ピ
H
。
動
詞
摸
”
o
O
’
o
搾
v
じ
d
H
α
H
～
H
α
b
⊃
及
び
ご
ご
同
笛
ω
～
嵩
餅
カ
ン
ト
は
将
来
と
い
う
時
の
重
要
牲
を
十
分
に
理
解
…
し
な
か
っ
た
た
め
、
構
想

　
力
の
重
要
性
も
ま
た
ナ
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
な
お
、
認
識
論
の
中
で
の
構
想
力
と
時
と
の
関
連
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
も
の
と

　
し
て
、
窯
◎
出
①
筏
Φ
σ
q
σ
q
醇
”
置
餌
暮
¢
⇒
低
段
霧
℃
『
o
鉱
Φ
ヨ
山
①
厭
目
⑦
㌶
℃
ぴ
遂
汗
が
あ
る
。
し
か
し
、
な
お
構
想
力
と
時
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
ら
れ

　
る
べ
き
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
は
そ
の
場
所
で
も
な
く
、
ま
た
筆
者
に
十
分
な
規
意
が
あ
る
訳
で
も
な
い
。
今
は
示
唆

　
に
止
め
、
他
B
を
期
し
た
い
。



四）

　
　
　
さ
て
、
我
々
は
、
自
然
因
果
の
決
定
の
必
然
性
と
自
由
と
が
、
異
質
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
概
に
指
摘
し
た
。

　
　
　
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
現
象
界
と
叡
知
界
と
を
区
別
し
、
人
間
は
、
前
者
に
属
す
る
者
と
し
て
は
自
然
必
然
性
の
支
配
下
に
あ

　
　
る
か
ら
、
自
由
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
他
方
、
後
者
に
属
す
る
潜
と
し
て
は
自
由
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
。
こ
う
考
え
れ
ば
、

　
　
同
一
の
行
為
に
お
い
て
、
自
由
と
必
然
と
は
矛
盾
な
く
両
立
し
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
、
自
由
は
す
ぐ
れ
て
実

　
　
践
の
領
域
の
問
題
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
、
「
す
べ
て
の
実
践
的
自
由
p
・
濠
づ
鑓
簿
冨
。
ゲ
①
閃
器
ヨ
。
助
け
」
　
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

　
　
「
す
べ
て
の
実
践
駒
自
由
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
自
由
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
私
は
、
さ
し
あ
た
り
自
由
の
概
念
を
実
践
的
な
意
味
に
お
い
て
の
み
用
い
、
超
越
論
的
意
味
に
お
け
る
自
由
の
概
念
一
そ
れ
は
、

　
　
諸
現
象
の
説
明
根
拠
と
し
て
経
験
的
に
前
提
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
理
性
に
対
す
る
問
題
で
あ
る
…
を
、
こ
こ
で
は
概

　
　
に
処
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
考
慮
の
外
に
お
く
こ
と
を
、
先
ず
最
初
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
感
性
的
衝
動
に
よ
っ
て
の
み
、

　
　
即
ち
感
覚
的
鵠
跨
9
0
σ
q
冨
。
ぴ
に
の
み
規
定
さ
れ
得
る
意
志
行
為
宅
密
押
貯
は
、
単
に
動
物
的
鴛
ぼ
紳
に
鐸
ヨ
暫
露
ζ
ヨ
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
に
対
し
て
、
感
性
的
衝
動
か
ら
独
立
に
、
従
っ
て
理
性
か
ら
の
み
表
象
さ
れ
る
動
因
ゆ
①
≦
Φ
α
q
研
屋
効
。
び
9
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
得
る
意
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
行
為
は
自
由
錠
劇
窪
貯
簿
犀
げ
①
毎
ヨ
で
あ
る
と
呼
ば
れ
、
こ
の
自
由
な
意
志
行
為
に
、
そ
の
理
由
ま
た
は
結
果
と
し
て
関
連
す
る
も
の
は

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
す
べ
て
、
実
践
的
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
実
践
的
自
由
は
経
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
刺
激
す
る
も
の
、
即
ち
感
能
を
直

　
　
接
に
触
発
す
る
も
の
の
み
が
、
人
間
の
意
志
行
為
を
規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々
は
、
間
接
的
に
も
、
利
害
の
表
象
に
よ
っ
て
、
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
感
性
的
な
欲
求
能
力
に
対
す
る
刺
激
の
影
響
を
克
服
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
我
々
の
全
状
態
か
ら

珈　
　
　
　
　
　
霞
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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四
八

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

見
て
何
が
望
ま
し
い
か
、
郡
ち
何
が
善
で
有
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
経
Φ
ω
①
d
ぴ
費
δ
α
q
§
σ
q
①
鵠
⇔
げ
興
く
。
鵠
脅
β

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

虚
器
冒
諺
器
Φ
げ
億
部
σ
q
¢
田
口
①
ω
α
q
§
N
①
鐸
N
二
の
鑓
昌
島
Φ
ω
ぴ
①
α
q
①
町
煽
ご
α
q
ω
≦
鶏
計
山
．
剛
σ
q
三
環
円
匙
誤
麟
け
昌
。
ゲ
晶
群
は
、
理
性
を
根
拠
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
故
に
理
性
も
ま
た
法
劉
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
は
命
法
即
ち
自
由
の
客
観
的
法
則
囲
筥
℃
Φ
導
引
く
ρ
山
」
．
o
げ
寄
障
一
ぞ
Φ
○
①
。
。
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

①
欝
①
山
宇
戸
お
脇
①
犠
で
あ
り
、
た
と
い
決
し
て
起
こ
ら
ぬ
に
し
て
も
、
何
が
起
こ
る
べ
き
。
・
o
一
す
回
で
あ
る
か
を
主
張
し
、
こ
の
点
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
、
起
こ
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
み
に
か
か
わ
る
自
然
法
則
と
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
実
践
的
点
訳
℃
建
ζ
冨
。
び
Φ
○
①
ω
画
聖
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
長
い
文
章
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
一
節
が
自
由
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
有
益
な
示
唆
を
多
く
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
こ
の
引
用
の
中
の
「
我
々
の
全
状
態
か
ら
見
て
何
が
望
ま
し
い
か
、
即
ち
何
が
善
で
有
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
配
慮
」

と
は
ー
ー
「
例
え
ば
、
処
世
訓
鎌
①
U
㊦
浮
①
鎚
興
開
『
σ
q
ぴ
①
答
に
お
い
て
は
、
我
々
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
あ
ら

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ゆ
る
目
的
を
、
幸
福
○
ぼ
。
訂
Φ
財
σ
q
翻
Φ
搾
と
い
う
唯
一
の
羅
的
、
及
び
こ
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
の
手
段
を
臼
的
と
含
致
せ
し
め
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
、
理
性
の
全
業
務
は
こ
れ
に
つ
き
る
」
と
い
う
表
現
と
「
幸
福
と
は
我
々
の
す
べ
て
の
傾
向
性
の
満
足
」
と
い
う
表
現
と
を
合
わ
せ
て

考
え
る
と
i
幸
福
へ
の
配
慮
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
い
う
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
例
え
ば
、
「
健
康

で
あ
ろ
う
と
思
え
ば
鳥
籠
的
な
散
歩
を
せ
よ
」
と
か
、
　
「
良
い
家
に
住
も
う
と
思
え
ば
蓄
財
せ
よ
」
と
か
い
う
命
法
も
「
自
由
の
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

法
則
し
ー
カ
ン
ト
は
以
上
の
よ
う
な
例
を
「
実
用
的
法
則
6
墨
σ
q
ヨ
㌶
冨
。
冨
Ω
Φ
器
鍵
①
」
と
呼
び
、
経
験
的
な
法
則
に
す
ぎ
な
い
と
い

っ
て
い
る
が
一
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
我
々
の
実
生
活
に
つ
い
て
の
法
言
は
、
必
ず
し
も
普
遍
妥
当
性
を
も

ち
得
ず
、
経
験
に
基
づ
く
蓋
然
的
な
妥
当
性
し
か
主
張
し
得
な
い
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
則
は
、
　
「
我
々
の
全
状
態
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
見
て
何
が
望
ま
し
い
か
、
即
ち
何
が
善
で
有
益
で
あ
る
か
」
と
い
う
理
性
的
な
配
慮
（
将
来
へ
の
期
待
）
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

の
に
は
、
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
、
こ
の
配
慮
を
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
と
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
、
様
々
な
事
物
を



　
　
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
必
然
性
」
の
規
定
の
⑥
は
、
　
「
必
要
不
可
欠
な
も
の
」
郡
ち
生
存
や
善
く
あ
る
た
め
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

　
　
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
内
こ
れ
を
一
般
的
な
命
題
で
表
現
す
れ
ば
、
「
B
の
た
め
に
は
、
A
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
A
が
あ
る
」
が
「
A

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
る
の
は
、
A
の
存
在
が
、
我
々
に
と
っ
て
、
B
の
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ

　
　
し
て
、
こ
の
命
題
自
体
が
、
ま
た
よ
り
高
い
屠
的
…
一
閉
的
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
藩
の
追
求
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
一
を

　
　
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
究
極
的
な
目
的
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
よ
う
な
究
極
的
な
目
的
を
「
最
高
警
詞
書
ミ
8
と
即
ち
幸
福
＆
貯
へ
塞
面
食
と
呼
び
、
カ
ン
ト
は
「
人
間
の
外
及
び
内
な
る
自
然
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
っ
て
可
能
な
諸
霞
的
の
総
括
」
を
幸
福
と
呼
ん
だ
。

　
　
　
幸
福
が
、
こ
の
よ
う
に
諸
寺
的
の
総
括
で
あ
り
、
我
々
が
必
然
的
に
幸
福
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、
夫
々
の
目
的
に
応
じ
て
、

　
　
水
や
土
な
ど
の
自
然
物
の
み
な
ら
ず
、
技
能
や
技
術
及
び
そ
の
産
物
を
必
要
と
す
る
に
到
る
。
そ
し
て
、
そ
の
必
要
性
が
ま
た
一
層
技
能

　
　
や
技
術
の
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
　
「
健
康
で
あ
ろ
う
と
思
え
ば
規
瑚
的
な
散
歩
を
せ
よ
」
と
い
う
命
法
は
、
実
践
的
法
則
で
あ
り
得
た
が
、
㈲
「
美
し
く
木

　
　
を
削
ろ
う
と
思
え
ば
、
鉋
を
上
手
に
使
う
べ
し
」
と
か
、
㈲
「
も
っ
と
強
い
機
械
を
作
ろ
う
と
思
え
ば
も
っ
と
硬
い
鉄
鋼
を
作
り
出
す
べ

　
　
し
」
と
か
い
う
命
法
は
、
実
践
的
法
劉
に
入
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ
　
　
ミ

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
命
法
は
、
そ
の
厨
的
が
理
性
的
な
も
の
で
あ
り
善
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
せ
ず
、
た
だ
そ
の
羅
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
を
達
成
す
る
た
め
に
は
何
を
な
す
べ
き
か
を
命
ず
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
技
能
の
命
法
回
B
℃
①
毒
瓜
く
餌
霞
○
①
ω
o
ぼ
。
訟
ざ
げ
騨
Φ
答
」

　
　
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
㈲
も
㈲
も
共
に
同
等
に
「
技
能
の
命
法
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
が
、
我
々
は
㈲
は
技
能
の
法
則
で

　
　
あ
り
、
㈲
は
技
術
凋
二
⇔
露
の
法
則
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

伽　
　
　
　
　
　
自
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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〇

　
技
能
（
例
え
ば
、
上
手
な
大
工
の
技
を
念
頭
に
お
い
て
み
よ
う
）
の
習
得
に
は
、
訓
練
が
必
要
条
件
で
あ
り
、
習
得
さ
れ
た
技
能
は
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
　
「
技
能
の
開
化
囚
鉦
件
霞
昏
円
○
①
。
。
。
密
雲
膏
げ
竃
諦
は
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
、
　
　
　
　
　
（
H
）

一
般
を
促
進
す
る
上
で
役
立
っ
最
も
重
要
な
主
観
的
条
件
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
技
能
の
開
化
に
は
、
理
性
に
基
づ
い
て

可
能
で
あ
る
と
こ
ろ
の
自
由
な
創
意
工
夫
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
他
方
、
技
術
は
、
「
自
由
に
よ
る
産
出
、
即
ち
そ
の
行
為
の
根
底
に
理
性
が
置
か
れ
て
い
る
意
志
行
為
ぞ
竃
旧
習
に
よ
る
産
出
」
と
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
定
義
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
真
実
な
ロ
ゴ
ス
を
伴
っ
た
欄
作
可
能
な
状
態
晦
艶
り
騰
簿

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ま
誘
。
艶
篤
繋
り
謹
ミ
認
息
」
と
い
う
定
義
と
比
較
し
て
見
る
と
、
両
者
共
、
岡
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
意
志

行
為
を
、
或
る
も
の
を
欄
慰
す
る
方
向
へ
決
定
せ
し
め
る
た
め
に
は
、
何
か
埋
る
目
的
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
一
度
、
目

的
が
立
て
ら
れ
る
と
、
理
性
は
、
客
観
的
な
知
識
を
用
い
て
、
必
然
物
を
目
的
の
下
に
従
属
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
客
観
的
な
科

学
的
知
識
と
或
る
目
的
と
を
結
び
つ
け
て
何
か
を
産
出
す
る
方
陶
へ
我
々
を
促
す
の
は
、
先
の
「
我
々
の
全
状
態
か
ら
見
て
何
が
望
ま
し

い
か
、
郎
ち
何
が
善
で
有
益
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
性
的
な
配
慮
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
技
徳
は
一
度
産
出
さ
れ
る

と
、
客
観
的
な
普
逓
性
を
も
つ
に
到
り
、
ど
の
よ
う
に
も
利
用
さ
れ
得
る
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
実
生
活
や
技
能
や
技
術
に
お
酵
る
我
々
の
行
為
が
、
翌
翌
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
、
挙
る
霞
的
を
立
て
て
、
必
然
的
な
も
の
に
意
味
を
付
与
し
、
そ
れ
を
我
々
の
善
の
追
求
の
下
に
従
え
て
、
そ
れ
を
加
工
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
三
）

り
、
そ
れ
を
利
用
し
て
何
か
新
た
な
も
の
を
産
出
し
た
り
す
る
の
は
、
た
と
い
感
性
と
協
働
で
あ
っ
て
も
、
な
お
理
性
の
自
発
性
の
働
き

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
人
間
の
自
由
が
発
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
芸
術
作
贔
の
創
作
の
揚
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
従
う
と
、
例
え
ば
、
早
る
画
家
が
風
景
を
見
て
美
し
い
と
感

ず
る
の
は
、
美
的
判
断
力
が
、
自
由
に
戯
れ
る
構
想
力
を
悟
性
と
関
連
づ
け
て
、
自
ら
が
悟
性
の
諸
概
念
一
般
と
調
和
す
る
場
合
で
あ
る
。

彼
は
、
そ
の
感
動
を
表
現
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
鋼
る
べ
き
一
定
の
規
則
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
彼
は
自
己
の
天
才
○
Φ
艮
⑦
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（
1
5
）

i
芸
術
に
規
則
を
与
え
る
才
能
1
に
よ
っ
て
農
期
を
与
え
、
叢
る
芸
術
作
品
を
産
み
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
天
才
を
な
し

て
い
る
も
の
は
、
　
（
悟
性
の
概
念
と
の
一
致
を
越
え
て
、
豊
富
な
未
展
開
の
素
材
を
悟
性
に
対
し
て
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
）
自
由
な
構
想

力
と
悟
性
と
の
合
致
－
我
々
は
、
こ
こ
に
お
い
て
盲
目
的
意
欲
が
正
し
く
方
向
を
与
え
ら
れ
、
発
現
し
て
い
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
一

　
　
　
　
　
（
1
6
）

一
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
才
の
産
物
こ
そ
独
創
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
人
々
に
と
っ
て
模
倣
し
得
る
も
の
、
つ
ま
り
模
範
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

あ
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
、
人
間
の
創
造
的
な
霞
由
の
発
現
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
的

自
由
こ
そ
人
間
の
本
質
的
な
自
由
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
サ
ル
ト
ル
が
、
デ
カ
ル
ト
の
自
由
論
に
は
、
㈹
誤
謬
に
対
し
て
我
々
の
同
意
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

拒
否
す
る
こ
と
、
ω
悟
性
の
も
っ
て
い
る
大
き
な
光
が
意
志
を
貫
き
決
定
す
る
こ
と
、
◎
神
の
絶
対
的
自
由
（
こ
の
神
の
自
由
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

も
人
間
の
自
由
以
上
の
も
の
は
何
も
存
し
な
い
）
、
と
い
う
三
つ
の
自
由
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
と
き
、
我
々
は
、
こ
の
最
後
の
自
由
を

人
間
の
創
造
的
自
由
に
比
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
1
但
し
、
存
在
老
が
既
に
あ
る
と
い
う
条
件
の
下
で
あ
る
な
ら
ば
。

（
1
）
　
H
・
崇
雪
汀
。
℃
“
o
固
£
じ
d
α
8
．

（
2
）
8
’
鼠
●
》
b
づ
○
。
卜
。
り
～
c
。
G
。
9

（
3
）
。
や
簿
己
b
ご
。
。
b
。
。
。
．

（
4
）
　
○
℃
・
9
3
G
d
Q
。
G
。
A
．

（
5
）
○
や
。
三
こ
ご
。
。
卜
。
G
。
ゆ

（
6
）
　
「
幸
福
は
理
性
の
理
想
で
は
な
く
て
、
単
に
経
験
的
諸
根
拠
に
基
づ
く
構
想
力
の
理
想
で
あ
る
」

　
α
Q
§
σ
q
N
霞
竃
舞
℃
ξ
。
。
涛
血
興
○
。
鋒
魯
（
以
下
印
§
幕
σ
Q
§
σ
q
と
略
す
）
》
ω
・
ω
り
）
。

（
7
）
》
誌
§
色
①
。
。
“
嬢
ぼ
。
簿
≧
8
彰
霧
冨
勲
》
b
。
（
H
O
逡
腎
b
。
さ
。
ソ

（
8
）
　
O
h
》
ほ
ω
8
8
ず
ω
”
◎
℃
．
駄
け
虚
猟
↓
～
G
。
（
昌
ミ
β
笛
～
⇔
δ
帥
。
。
Q
。
V

（
9
）
　
團
．
猟
舞
汀
図
聾
節
匙
興
¢
詳
①
涜
犀
難
津
（
以
下
閑
．
α
「
C
●
と
略
す
）
v
ω
．
。
。
O
O
．

（
1
0
）
　
H
区
効
簿
餉
○
蒙
昌
巳
£
¢
訂
σ
Q
》
ω
．
c
。
㎝
．

（
1
1
）
　
H
．
閑
勉
簿
”
閑
・
9
Q
」
O
D
．
○
。
0
9

　
　
自
由
と
必
然

と
も
述
べ
て
い
る
。
（
同
●
隅
⇔
艮
町
〇
疑
鵠
色
ω
－

五
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

（
1
2
）
　
o
や
a
f
ω
．
δ
9

（
1
3
）
　
》
騎
8
箆
①
ω
”
o
ワ
葺
G
N
蒔
（
旨
蒔
O
簿
ド
O
）
’

（
1
4
）
　
カ
ン
ト
は
、
自
発
性
を
「
自
ら
作
用
を
始
め
る
能
力
、
即
ち
因
果
連
結
の
法
則
に
従
っ
て
こ
れ
を
作
用
せ
し
め
る
別
の
原
困
が
先
行
す
る
必
要

　
の
な
い
も
の
」
（
H
（
．
山
．
戸
く
G
じ
d
α
O
H
）
と
定
義
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
発
性
は
、
感
性
を
通
し
て
触
発
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
決
定
さ
れ
る
の
で

　
は
な
く
、
そ
の
刺
激
に
動
か
さ
れ
て
、
独
自
な
働
き
を
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

H
．
囚
麺
露
”
囚
“
劉
q
”
も
◎
．
δ
9

0
や
。
陣
感
‘
ω
．
旨
ド
●

o
℃
■
9
£
ω
●
属
H
”

旨
℃
．
Q
Q
鍵
窪
Φ
”
ω
帥
霊
効
口
。
訂
囲
》
や
器
G
。
’

o
や
9
f
℃
●
ω
ω
ω
“

（五）

　
さ
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
そ
の
罠
的
が
理
性
に
よ
っ
て
卑
℃
鼠
。
猷
に
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
経
験
的
に
制
約
さ
れ
ず
、
絶
対
的
に
命
令
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
と
こ
ろ
の
純
粋
な
実
践
的
法
則
」
即
ち
「
道
徳
法
則
ヨ
。
鑓
蕾
。
冨
○
①
ω
①
欝
Φ
」
は
、
純
粋
（
実
践
）
理
性
の
事
実
①
言
閏
顕
露
三
門
霞

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
・
、
、
、
、

お
冨
¢
⇔
＜
①
霧
償
β
津
と
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
は
客
観
的
に
必
然
的
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
の
法
翔
と
自
由
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

互
い
に
「
認
識
根
拠
し
と
「
存
在
根
拠
」
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
彼
は
、
以
上
の
こ
と
を
疑
い
得
な
い
前
提
で
あ
る
と
し
て
、

彼
の
道
徳
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
中
で
、
道
徳
法
則
と
の
相
即
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
自
由
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
、
道
徳

法
鋼
に
闘
す
る
考
察
か
ら
始
め
よ
う
。
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カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
道
徳
法
則
は
理
性
の
法
則
で
あ
る
か
ら
、
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
洋
妾
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
間

の
意
志
は
、
一
方
で
は
、
　
「
感
性
的
意
志
霞
び
葺
貯
諺
ω
①
夢
話
毒
ヨ
」
で
あ
る
故
に
、
常
に
道
徳
法
期
に
背
く
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
人
間
の
行
為
は
、
「
格
率
ζ
舞
巨
①
」
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
す
る
と
、
道
徳
法
則
と
格

率
と
の
合
致
が
最
大
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
感
性
的
・
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
入
間
に
は
、
道
徳
法
則
は
、
定
言
命
法
犀
舞
①
σ
q
o
吋
富
。
び
Φ
同
山
事
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

℃
①
鶏
口
く
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
　
そ
れ
は
、
　
「
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
　
そ
の
格
率
を
通
し
て
汝
が
同
時
に
意
欲
し
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

≦
〇
一
冨
⇒
犀
α
§
窪
よ
う
な
そ
の
よ
う
な
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
。
」
と
い
う
命
法
た
だ
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
実
質

　
　
（
5
）

ζ
讐
①
鉱
①
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
意
志
は
、
快
不
快
の
感
情
と
結
び
つ
き
、
け
っ
き
ょ
く
自
愛
の
原
理
α
器

℃
鉱
欝
首
鳥
震
ω
鉱
び
ω
蝕
Φ
ぴ
⑳
に
従
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
意
志
の
躍
層
は
普
遍
的
な
法
期
と
は
な
り
得
な
い
か
ら
、
従
っ
て

我
々
が
自
己
の
格
率
を
普
遍
的
法
則
と
す
る
た
め
に
は
、
法
則
か
ら
実
質
を
捨
象
し
て
後
に
残
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
「
普
遍
性
の
形
式

舅
自
南
山
葭
≧
凝
①
ヨ
虫
浮
①
答
」
1
こ
の
形
式
と
実
質
と
が
対
立
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
大

変
重
要
で
あ
る
一
の
み
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
右
の
命
法
は
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

命
法
か
ら
、
義
務
の
す
べ
て
の
命
法
が
導
き
出
さ
れ
る
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
及
び
他
人

に
対
す
る
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
の
四
つ
の
例
を
上
げ
、
そ
の
場
合
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
り
得
る
か
否
か
の
判
定
基
準
を
、
㈲

そ
の
格
率
を
採
用
し
た
場
合
、
自
己
矛
盾
に
陥
ら
な
い
か
否
か
、
㈲
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
意
欲
し
得
る
か
否
か
、
の

　
　
　
　
　
　
（
6
）

工
つ
に
求
め
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
先
ず
㈲
の
場
合
に
は
、
実
質
を
捨
象
し
た
「
普
遍
性
の
形
式
」
だ
け
で
は
、
単
な
る
同
語
反
覆
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
は
道
徳
法
劉
の
如
何
な
る
内
容
も
求
め
得
ず
、
従
っ
て
義
務
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
知
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
内
容
の
あ
る
道
徳
法
則
を
得
る
た
め
に
、
実
質
が
普
遍
性
の
形
式
に
鮒
し
て
定
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

　
　
　
　
自
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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五
四

す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
道
徳
法
則
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
珊
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ

（
7
）

る
。　

次
に
、
㈲
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
シ
ヲ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
批
評
が
適
切
で
あ
る
。
一
定
言
命
法
は
、
明
ら
か
に
ま
だ

道
徳
原
理
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
を
指
し
示
す
た
め
の
発
見
的
規
則
ぴ
⑦
二
嵩
の
叶
冨
。
げ
Φ
幻
①
σ
q
巴
　
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
実
際
の
道
徳
原
理
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
私
が
意
欲
し

ヘ
　
　
へ

得
る
格
率
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
が
何
を
意
欲
し
得
る
か
を
決
め
る
の
に
は
、
ま
た
規
定
殉
①
σ
q
客
層
ぞ
を
必
要
と
す
る
が
、

そ
れ
は
、
　
「
私
は
私
に
最
も
都
合
の
よ
い
こ
と
の
み
を
意
欲
し
得
る
」
と
い
う
利
己
主
義
以
外
の
ど
こ
に
も
求
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の
利
己
主
義
は
、
ま
た
正
義
と
人
類
愛
を
身
に
受
け
た
が
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
正
義
と
人
類
愛
に
味
方
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
、
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務
の
例
の
中
で
、
　
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
（
他
人
の
困
難
に
無
関
心
で
あ
る
こ

と
H
筆
者
）
を
決
心
す
る
意
志
は
、
自
己
矛
盾
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
他
人
の
愛
や
同
情
を
必
要
と
し
な
が
ら
、
し
か
も

自
分
自
身
の
音
心
志
か
ら
生
じ
た
自
然
法
期
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
が
望
ん
で
い
る
援
助
が
す
べ
て
嶺
て
は
ず
れ
に
な
る
よ
う
な
場
合
が
、
し

ば
し
ば
起
こ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
、
道
徳
的
義
務
が
全
く
お
互
い
さ
ま
菊
①
。
言
附
。
鼻
聾
の
前
提
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
全
く
利
己
的
で
あ
る
こ
と
、
お
互
い
さ
ま
と
い
う
条
件
の
下
で
、
賢
囲
に
も
妥
協
を
心
得
て
い
る
利
己
主
義
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

指
導
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
い
と
も
鮮
か
に
い
い
現
わ
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
そ
の
概
略
で
あ
る
。

　
㈱
と
㈲
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
察
の
結
果
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
、
彼
の
意
に
反
し
て
、
普
遍
性
の
形
式
と
実
質
と
が

対
立
し
合
わ
な
い
ば
か
り
か
、
自
愛
の
否
定
も
不
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
結
果
が
カ
ン
ト
の
本
意
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
人
關
は
、
感
性
的
・
理
性
的
存
在
老
と
し
て
、
自
愛
の
原
理
に
従
お
う
と
す
る
本
性
的
傾
向
を
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
人
間
に
恩
恵
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

共
に
害
悪
も
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
人
問
は
、
個
別
的
・
機
会
的
存
在
者
と
し
て
、
他
人
と
共
同
生
活
を
営
ま
ね



　
　
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
の
う
ち
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
道
徳
が
問
題
と
な
っ
て
来
る
所
以
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道

　
　
徳
の
問
題
は
、
生
き
た
入
間
岡
士
の
関
係
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
道
徳
法
則
に
は
、
常
に
実

　
　
質
が
関
係
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
が
、
論
理
の
法
則
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
徳
法
則

　
　
か
ら
す
べ
て
の
実
質
を
捨
象
し
て
も
、
後
に
は
単
な
る
形
式
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
が
な
お
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
カ
ン
ト
が
、
普
遍
性
の
形
式
と
実
質
を
網
対
立
さ
せ
る
と
き
、
前
者
に
お
い
て
既
に
多
数
の
入
闘
の
存
在
或
い
は
そ
の
全
体
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
の
人
類
の
存
在
（
入
格
の
多
数
性
或
い
は
人
格
の
総
体
性
）
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
お
い
て
は
既
に
個
人
の
存
在
（
人
格
の
個
別

　
　
も

　
　
性
）
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
、
我
々
は
見
る
べ
き
で
あ
る
。
　
一
先
ず
、
そ
う
考
え
て
お
こ
う
。

　
　
　
そ
う
す
る
と
、
先
の
判
定
基
準
は
、
行
為
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
自
分
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
人
々
或
い
は
人
類
金
壷
の
こ
と

　
　
も
配
慮
し
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
右
の
基
準
に
従
っ
て
行
為
を
判
定
す
る
こ
と
が
、
我
々
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
か
否
か
、
つ
ま
り
定
言
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
法
と
理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
が
必
然
約
に
結
び
つ
く
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
こ
の
結
び
つ
き
が
不
可
能
だ
と
す
れ
ば
、
道
徳

　
　
法
則
は
空
虚
と
な
り
、
従
っ
て
ま
た
、
霞
由
も
問
題
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
、
こ
の
結
び
つ
き
を
「
自
己
同
感
N
≦
①
o
犀
㊤
昌
ω
ざ
げ
。
。
9
ぴ
ω
£
と
い
う
概
念
に
求
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
意
志
が
自
己
限

　
　
定
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
量
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
目
的
が
勉
強
的
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
価
値
も
ま
た
相
対
的
で

　
　
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
は
仮
言
々
法
ξ
℃
o
酔
①
け
冨
。
ゲ
興
H
B
唱
Φ
鑓
酔
そ
　
の
根
拠
と
な
り
得
る
に
す
ぎ
ず
、
も
し
定
言
命
法
が
あ
る
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
る
な
ら
ば
、
即
ち
最
高
の
実
践
的
原
理
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
、
そ
の
存
在
自
体
が
絶
対
的
価
値
を
も
ち
、
自
己

　
　
羅
的
と
し
て
存
在
す
る
も
の
の
う
ち
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
鷺
的

　
　
の
主
体
儀
器
ω
億
ど
①
葬
毘
霧
N
≦
①
o
落
で
あ
る
理
性
的
存
在
者
を
考
え
た
。
彼
に
よ
る
と
、
㈲
人
間
は
自
分
自
身
の
存
在
を
自
己
属
的

　
　
で
あ
る
と
必
然
的
に
考
え
て
い
る
（
こ
の
原
理
は
、
そ
の
限
り
行
為
の
主
観
的
原
理
で
あ
る
）
、
し
か
し
㈲
他
の
理
性
的
存
在
者
も
同
じ

351

　
　
　
　
　
　
自
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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五
六

よ
う
に
考
え
て
い
る
（
そ
れ
故
同
時
に
客
観
的
原
理
で
も
あ
る
）
、
従
っ
て
⑥
こ
の
原
理
か
ら
意
志
の
す
べ
て
の
法
則
が
導
き
出
さ
れ
得

る
が
、
そ
の
実
践
的
命
法
は
、
　
「
汝
は
、
汝
の
人
格
℃
興
ω
○
謬
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
他
人
の
人
格
に
お
け
る
人
間
性
ζ
①
霧
。
び
げ
①
置
を
、
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〇
三
）

に
同
時
に
目
的
と
し
て
取
り
扱
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
の
み
取
り
扱
わ
な
い
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
と
表
現
さ
れ
る
。

　
更
に
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
◎
の
実
践
的
命
法
と
先
の
累
算
命
法
と
か
ら
、
意
志
と
普
遍
的
実
践
理
性
と
の
一
致
の
最
上
の
条
件
、
即
ち

各
々
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
は
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
で
あ
る
と
い
う
理
念
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
第
三
の
実
践
的
原
理
を
導
い
て

　
（
1
1
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
原
理
は
意
志
の
自
律
諺
葺
。
づ
。
筥
冨
鳥
①
。
・
名
日
①
鵠
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
右
の
カ
ン
ト
の
論
述
に
は
、
色
々
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
我
々
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
二
、
三
の
問
題
を
取
り
出
し
て
検
討
し

て
見
よ
う
。

　
D
　
先
ず
、
　
「
自
己
鼠
的
」
の
概
念
は
、
本
当
に
定
言
命
法
と
我
々
の
意
志
と
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（

　
ω
我
々
は
、
自
己
自
知
の
意
味
を
先
ず
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
人
閲
は
、
自
己
の
た
め
に
自
ら
目
的
定
立
を
行

な
う
存
在
者
で
あ
る
か
ら
、
自
己
目
的
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
自
分
の
能
力
の
限
界
に
挑
ん
で
い
る
ラ
ン
ナ
ー
を
考
え
て
み

よ
う
。
こ
の
官
舎
、
訓
練
を
積
む
こ
と
が
意
志
の
主
体
の
霞
的
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
ラ
ン
ナ
ー
と
し
て
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
の
主
体
も
ま
た
扇
的
と
さ
れ
て
い
る
、
即
ち
意
志
の
主
体
も
「
実
現
さ
る
べ
き
留
的
Φ
ぎ
下
げ
Φ
鼠
弓

　
　
　
　
　
（
1
3
）

騨
Φ
⇔
価
興
N
≦
Φ
爵
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
意
志
の
主
体
も
単
に
手
段
と
さ
れ
ぬ
と
い
う
意
味
で
自
己
目
的
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
．
こ
の
よ
う
に
、
臼
的
の
実
現
は
主
体
の
葭
己
実
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
志
活
動
の
一
般
的
な
構

造
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
得
る
と
す
れ
ば
、
自
己
目
的
と
い
う
概
念
か
ら
直
ち
に
定
言
命
法
と
意
志
と
の
特

別
な
必
然
的
な
結
び
つ
き
は
幽
て
来
に
く
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
②
カ
ン
ト
は
、
㈲
と
㈲
と
か
ら
⑥
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
㈲
と
㈲
と
か
ら
推
論
出
来
る
の
は
、
人
間
は
夫
々
、
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

存
在
を
霞
己
目
的
と
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
⑥
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



　
　
　
珊
　
で
は
次
に
、
人
間
の
意
志
の
構
造
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
定
書
命
法
を
受
け
入
れ
る
必
然
性
が
あ
る
の

　
　
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
意
志
は
、
も
と
よ
り
欲
求
能
力
し
σ
①
α
q
Φ
町
§
σ
q
ω
〈
角
諺
α
σ
q
窪
に
入
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
意
志
と
は
、
　
「
あ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
種
の
法
則
の
表
象
に
適
合
し
て
行
為
す
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
限
定
す
る
能
力
①
営
く
巽
旨
α
σ
q
Φ
P
仙
興
く
○
話
什
①
冨
§
σ
q
σ
q
①
≦
凶
。
。
ω
興
○
①
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
。
。
傘
N
Φ
α
Q
Φ
ヨ
凶
報
。
。
ざ
ぴ
ω
鮎
び
ω
酔
N
¢
導
踏
き
飢
①
ぎ
讐
ぴ
①
の
思
至
白
①
⇔
」
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
意
志
の
自
己
限
定
の
客
観
的
根
拠
は

　
　
目
的
で
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
羅
的
の
実
現
に
お
い
て
、
意
志
も
ま
た
自
己
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
意
志
の
一
般
的
な
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
造
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
意
志
の
定
義
の
中
に
あ
る
「
与
る
種
の
法
則
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
法
則
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
、
法
翔
と

　
　
し
て
上
げ
て
い
る
の
は
、
㈱
霞
然
法
則
と
㈲
実
践
的
法
則
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
批
判
で
は
、
後
者
は
、
す
べ
て
「
自
由
の
客
観
的
法

　
　
則
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
、
期
道
徳
法
則
ば
か
り
で
な
く
、
椀
実
用
的
法
則
や
そ
れ
と
の
関
連
で
玩
技
能
的
法
則
、
技
術
的
法
劉
な
ど
も
、

　
　
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
、
既
に
考
察
を
済
ま
し
た
。
し
か
し
、
○
歪
霞
ら
①
σ
Q
¢
膨
σ
q
以
後
に
な
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ラ
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
燭
と
焼
は
共
に
仮
言
命
法
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
、
法
鋼
と
は
呼
ば
れ
ず
、
溺
は
怜
棚
の
助
言
園
簿
。
。
o
置
似
σ
q
①
山
費
凋
一
¢
σ
q
げ
①
皆
、
燥
は

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
技
能
の
規
則
圃
の
σ
q
色
伽
興
○
①
ω
o
鐵
。
浅
ざ
『
げ
Φ
留
と
呼
び
変
え
ら
れ
て
、
妖
の
み
が
必
然
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
独
り
実
践
的
法
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
至
）

　
　
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
　
「
孕
る
種
の
法
則
の
表
象
に
適
合
し
て
云
々
」
と
い
う
場
合
の
法
劉
と
は
、
道
徳
法
則
だ
け
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
必
ず
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
し
道
徳
法
劉
だ
け
を
指
す
の
な
ら
、
意
志
の
他
律
細
結
興
0
8
ヨ
δ
幽
窪
く
藏
一
Φ
霧
と
い
う
表
現
は

　
　
不
要
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
　
「
上
る
種
の
法
則
」
と
は
、
第
一
批
判
の
実
践
的
法
則
の
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
け

　
　
だ
し
、
道
徳
法
則
の
み
を
真
の
実
践
的
法
則
と
考
え
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
の
真
意
は
、
法
則
か
ら
利
己
主
義
と
結
び
つ
い
た
実
質
的
な
も

　
　
の
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
も
な
い
と
、
道
徳
法
則
も
実
用
的
法
則
に
堕
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら

37ユ　
　
　
　
　
　
慮
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
法
則
か
ら
実
質
を
捨
象
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
玉
葉
と
意
志
と
の
結
び
つ
き
の
必
然
性
は
、
そ
れ
だ
け
困
難
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
疑
や
属
を
法
羅
と
認
め
て
も
、
意
志
が
こ
の
法
則
に
従
う
こ
と
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
幸
福
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
す
る
こ

と
に
な
る
か
ら
、
意
志
の
他
律
に
す
ぎ
な
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
、
意
志
が
自
已
を
実
現
し
て
い
る
こ

と
に
、
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
理
性
的
・
自
覚
的
な
行
為
に
お
い
て
は
、
理
性
と
意
志
と
が
協
働
し
て
い
る
訳
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
　
「
意
志
は
実
践
理
性
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
　
「
意
志
の
自
律
」
と
は
、
　
「
普
遍
約
…
に
立
法
す
る
意
志
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
が
「
意
志
と
普
遍
的
実

践
理
性
と
の
一
致
の
最
上
の
条
件
」
で
あ
り
、
し
か
も
右
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
我
々
の
理
性
的
・
自
覚
的
行
為
に
お
い
て
は
、
　
「
意
志

は
実
践
理
性
に
他
な
ら
な
い
」
と
す
れ
ば
、
意
志
の
自
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
非
強
制
的
で
理
性
的
・
自
覚
的
な
行
為
に
伴
っ
て
い
る
と
い
え

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
理
性
的
存
在
者
は
、
自
分
自
身
を
、
自
分
の
意
志
の
す
べ
て
の
格
率
に
よ
っ
て
普
遍
的
立
法
を
行
な
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
と
「
（
霞
分
自
身
の
幸
福
の
中
に
他
人
の
幸
福
を
含
め
た
場
合
、
自
分
の
幸
福
が
客
観
的
な
実
践

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
法
則
と
な
り
得
る
の
は
巨
筆
者
）
理
性
が
、
自
愛
の
格
率
に
法
則
の
客
観
的
妥
当
性
を
与
え
る
た
め
の
条
件
と
し
て
必
要
と
す
る
と
こ

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ろ
の
普
遍
性
の
形
式
が
、
意
志
の
規
定
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
の
み
生
ず
る
。
（
中
略
）
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
、
私
は
傾
向
性
を
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

礎
と
す
る
私
の
格
率
を
欄
限
し
、
格
率
に
法
則
の
普
遍
性
を
与
え
、
格
率
を
純
粋
な
実
践
的
理
性
に
適
合
せ
し
め
た
。
」
と
い
う
表
現
と

を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
右
の
よ
う
に
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
意
志
が
霞
律
的
で
あ
る
と
は
、
意
志
が
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
ず
に
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

限
定
的
に
罵
る
種
の
法
則
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
道
徳
法
則
に
従
う
と
い
う
の
は
、
そ
の
特
殊
な
場
合
だ
と
い
い
得
る
の
で

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
な
か
ろ
う
か
。

　
従
っ
て
、
自
由
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
由
に
つ
い
て
、
　
「
意
志
の
自
由
と
は
、
い
っ
た
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

良
律
、
即
ち
自
分
自
身
に
対
し
て
法
則
で
あ
る
と
い
う
意
志
の
特
性
以
外
の
何
で
あ
り
得
る
か
」
と
も
、
ま
た
「
（
理
性
的
存
在
者
の
意



　
　
志
の
因
果
性
の
自
由
と
道
徳
法
則
の
）
両
概
念
は
、
非
常
に
不
可
分
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
実
践
的
自
由
は
、
意
志
が
、
ひ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
り
道
徳
法
則
以
外
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
開
業
に
依
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
窪
。
ゲ
定
義
さ
れ
得
る
ほ
ど
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
考
え
て
み
る
と
、
　
「
自
由
な
意
志
と
道
徳
法
則
に
従
っ
て
い
る
意
志
と
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
自
由
の

　
　
特
殊
な
場
合
の
強
調
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
し
か
し
、
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
道
徳
法
則
は
人
間
の
意
志
に
無
条
件
的
な
命
令
（
強
綱
）
と
し
て
示
さ
れ
、
し
か
も
、
道
徳
法
則
に

　
　
従
っ
て
い
る
意
志
と
自
由
意
志
と
が
同
一
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
不
思
議
な
こ
と
だ
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
必
然
性
の
規
定
の
㈲
は
、
強
制
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
　
「
強
制
」
は
ま
さ
に
自
由
と
対
立
概
念
を
な
す
と
い

　
　
え
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
道
徳
法
瑚
の
強
制
に
関
し
て
、
　
「
感
覚
的
に
触
発
さ
れ
た
（
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

　
　
ず
、
従
っ
て
い
つ
も
自
由
で
あ
る
）
意
志
行
為
は
、
主
観
的
な
原
因
か
ら
生
じ
、
従
っ
て
純
粋
な
客
観
的
規
定
根
拠
と
し
ば
し
ば
対
立
し

　
　
得
る
願
望
を
伴
う
と
こ
ろ
が
ら
、
内
的
で
は
あ
る
が
知
性
的
な
厳
命
N
≦
碧
σ
q
と
称
し
得
る
よ
う
な
実
践
理
性
の
対
抗
を
、
道
徳
的
な
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
欄
Z
α
江
σ
Q
煽
質
σ
q
と
し
て
必
要
と
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
強
制
と
は
い
え
、
理
性
は
、
主
人
が
棒
で
奴
隷
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
制
す
る
よ
う
に
は
、
意
志
を
強
質
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
意
志
が
、
こ
の
強
制
に
自
ら
服
従
す
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
納
得
の
行

　
　
く
理
由
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
、
「
如
何
な
る
場
合
に
螢
鷲
δ
ユ
な
諸
法
則
が
適
用
さ
れ
る
か
を
判
断
し
、
或
い
は
こ
れ
を
人

　
　
間
の
意
志
に
影
響
を
与
え
て
実
行
を
促
す
力
た
ら
し
め
る
の
に
は
、
や
は
り
経
験
に
よ
っ
て
練
磨
さ
れ
た
判
断
力
を
必
要
と
す
る
の
で

　
　
（
2
7
）

　
　
あ
る
」
と
述
べ
て
、
こ
の
こ
と
を
脊
定
し
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
行
為
に
お
い
て
、
実
践
理
性
が
意
志
を
道
徳
法
事
に
従
う
よ
う
強
制
す
る
こ
と
と
意
志
が
自
ら
定
言
命
法
に
従
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
致
し
、
し
か
も
そ
の
行
為
が
善
で
あ
る
と
儒
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
と
し
て
、
我
々
は
、
密
か
に
自
愛
の
本
性
が
働
い
て
そ
の
行
為
を
善

　
　
で
あ
る
と
自
認
す
る
場
舎
や
、
自
分
の
幸
福
の
追
求
が
他
人
の
幸
福
の
た
め
に
も
な
る
と
儒
じ
て
い
る
場
合
や
、
真
実
を
追
求
し
て
止
ま

　
　
な
い
考
が
、
彼
の
、
人
間
や
世
界
や
歴
史
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
に
基
づ
い
て
そ
の
行
為
を
善
で
あ
る
と
僑
ず
る
場
合
な
ど
を
考
え
る
こ

391
　
　
　
　
　
自
由
と
必
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
踊
愚
ず
研
究
　
　
榊
弟
五
百
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

と
が
出
来
よ
う
。
最
後
の
立
場
こ
そ
カ
ン
ト
が
真
に
い
わ
ん
と
し
た
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
道
徳
法
則
は
内
容
を
捨
象
さ
れ
て
い
る
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

に
－
ー
ー
自
愛
に
基
づ
い
て
す
べ
て
に
付
加
さ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
点
は
既
に
指
摘
し
た
…
意
志
が
道
徳
法
則
に
自
ら
従
う
た
め
に
は
、
そ

れ
だ
け
一
層
深
い
洞
察
と
絶
え
ざ
る
自
己
反
省
と
決
意
と
が
、
我
々
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ン
ト
が
、
純
粋
実
践
理
性
の
霞
律
を
、
積
極
的
な
意
味
で
の
自
由
で
あ
る
と
呼
ん
だ
真
音
心
は
、
ま
さ
に
理
性
に
よ
る
自
己
支
配
を
主
張
せ

ん
と
し
た
点
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
娼
来
る
の
で
あ
る
。

　
因
に
、
カ
ン
ト
の
理
性
に
つ
い
て
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
一
実
用
的
法
鋼
を
示
す
理
性
は
、
幸
福
追
求
的
な

理
性
の
作
用
で
あ
り
、
技
術
の
法
面
を
示
す
理
性
は
自
然
利
用
的
・
自
然
探
求
的
な
理
性
の
作
用
で
あ
り
、
そ
し
て
道
徳
法
則
を
示
す
理

性
は
、
慣
習
や
法
の
み
な
ら
ず
、
自
己
自
身
を
も
含
め
て
す
べ
て
を
反
省
し
、
吃
驚
を
追
求
し
て
止
ま
ず
、
人
間
の
尊
厳
を
示
さ
ん
と
す

る
理
性
の
作
用
で
あ
る
と
。
こ
の
最
後
の
実
践
理
性
は
～
切
の
価
値
に
究
極
的
な
秩
序
と
統
一
と
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
純
粋
実
践
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

性
の
自
律
と
意
志
の
自
律
と
の
一
致
を
、
我
々
は
、
正
嶺
に
道
徳
的
自
由
と
呼
ん
で
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
、
我
々

は
、
人
間
の
自
由
と
必
然
と
の
極
致
を
見
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
由
は
厳
し
く
孤
独
な
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

（
1
）
　
H
．
閣
鋤
艮
”
囚
「
飢
●
け
く
ζ
じ
d
G
Q
邸
。
。
◎

（
2
）
　
H
．
国
効
葺
”
函
艮
酔
貯
島
巽
℃
奏
閃
酔
δ
c
財
①
昌
く
①
語
¢
司
直
（
以
下
聚
．
斜
℃
「
＜
．
と
略
す
ソ
ω
．
α
⑤

（
3
）
o
や
。
詳
○
。
．
斜

（
4
）
　
H
e
潤
窪
汀
Ω
毒
雛
巳
£
§
σ
q
”
ω
。
蒔
「

（
5
）
　
実
質
と
は
「
そ
れ
の
現
実
性
が
欲
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
対
象
」
と
定
義
き
れ
る
。
（
内
●
9
や
く
．
“
ω
・
鱒
。
。
ソ

（
6
）
　
〈
α
q
ド
H
・
緊
震
ゴ
○
讐
訂
＆
£
¢
昌
σ
q
”
ω
電
お
ゑ
■

（
7
）
9
ノ
ζ
団
●
鎖
。
σ
q
①
7
¢
ぴ
2
瓢
冨
煮
ω
ω
Φ
霧
。
｝
魚
象
。
び
Φ
p
じ
d
①
ざ
ロ
色
§
σ
q
。
・
異
議
（
剛
窃
Z
糞
蝿
お
。
ン
樽
。
。
u
留
日
臣
6
毛
①
昏
ρ
訂
難
器
σ
q
①
α
q
．

　
〈
o
謬
○
♂
o
閥
郎
㊦
ひ
押
G
り
・
幽
罐
論
．

（
8
）
　
》
噸
ω
畠
8
窪
プ
窪
興
”
℃
話
冨
ω
o
腎
蜂
鉾
げ
韓
象
Φ
○
諺
監
禁
露
α
q
φ
（
♂
四
重
。
鎚
r
留
日
蝕
。
げ
。
妻
の
葺
σ
v
ゆ
さ
。
門
口
象
り
H
＜
鴇
ω
．
H
野
中
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（
9
）
囲
．
囚
§
窪
勲
§
紐
£
§
σ
q
》
ω
誌
Φ
●

（
1
0
）
　
o
や
。
罫
ω
．
窃
O
～
認
●
因
に
、
定
血
筋
法
の
内
容
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
実
践
的
命
法
と
、
「
自
己
の
完
全
性
①
藤
①
器
く
。
＝
障
◎
日
一

　
ヨ
。
資
げ
。
騨
」
と
「
他
人
の
幸
福
坤
Φ
ヨ
山
①
○
冨
。
｝
（
の
①
削
α
q
犀
湧
け
」
と
で
あ
る
。
（
聖
母
H
冒
囚
帥
三
”
ζ
Φ
＄
讐
透
犀
熊
Φ
吋
ω
ぽ
①
p
ω
』
卜
。
①
～
b
。
卜
・
り
）
“

（
一
工
）
　
團
■
内
缶
艮
四
〇
洋
露
儀
蒔
麟
欝
σ
q
”
ω
．
㎝
料

（
1
2
）
　
o
や
。
霊
v
c
Q
ウ
q
9
以
上
の
原
理
か
ら
、
カ
ン
ト
は
「
目
的
の
国
①
営
殉
鉱
鼻
山
①
目
N
≦
o
o
犀
Φ
」
と
い
う
理
念
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
格
共

　
同
体
の
理
想
を
表
幽
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
蕪
・
コ
ー
ヘ
ン
は
、
こ
の
目
的
の
国
に
つ
い
て
、
　
「
自
律
的
な
者
の
共
同
体
が
形
式
的
な
道
徳

　
法
則
の
内
容
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
囚
鋤
舞
の
b
ご
①
鴨
雪
山
琶
σ
q
山
興
田
げ
芸
F
諺
亀
．
ω
．
卜
。
卜
。
“
）
。
和
辻
哲
郎
「
カ
ン
ト
実
践
理
性
批
判
」
（
岩

　
波
書
店
、
第
七
版
）
も
同
じ
解
釈
に
立
っ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
H
．
函
鋤
簿
“
O
艶
溶
魁
①
σ
q
縦
p
攣
ω
9
①
ピ

（
1
4
）
　
矢
島
輩
吉
「
カ
ン
ト
の
自
由
の
概
念
」
ご
二
七
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
な
お
、
こ
の
章
の
論
述
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
書
よ
り
多
く
の
示
唆
を
与

　
え
ら
れ
た
。

（
1
5
）
　
カ
ン
ト
は
、
欲
求
能
力
を
、
　
「
遡
る
存
在
者
が
、
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
表
象
の
対
象
が
現
実
化
す
る
原
因
と
な
り
得
る
と
こ
ろ
の

　
能
力
」
と
定
義
す
る
（
剛
（
’
鎚
・
℃
●
ノ
㍉
・
v
ω
。
り
植
諺
詳
ヨ
Φ
村
犀
β
昌
σ
貸
）
。

（
1
6
）
　
H
●
滅
鋤
9
”
○
困
¢
訂
巳
Φ
σ
q
蠕
口
α
q
博
ψ
α
9

（
1
7
）
　
純
粋
意
志
が
自
己
実
現
的
、
自
己
図
的
的
構
造
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
（
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
と
人

　
類
性
」
）
三
八
○
ぺ
…
ジ
以
下
参
照
。

（
1
8
）
　
り
民
⇔
纂
”
o
や
9
2
ω
●
戯
H
●

（
1
9
）
o
や
島
f
ψ
①
窃
な
お
第
二
批
判
て
は
、
頃
①
冨
8
⇒
o
導
冨
恥
Φ
塊
≦
謹
押
儲
目
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
（
囚
●
血
．
℃
「
＜
．
”
ω
●
し
。
り
）
。
法
則
に
つ

　
い
て
の
考
え
方
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
証
左
で
あ
ろ
う
。

（
2
0
）
　
o
や
。
同
8
ω
噂
。
◎
呼

A24
v

A　　A　　A
23　22　21
v　　v　　v

o
℃
●
島
叶
・
9
ω
．
α
①
●

囲
◎
丙
勲
艮
”
菌
．
繕
や
く
●
v
ω
・
戯
O
～
母
．

H
◎
淡
ρ
纂
”
O
歪
嶺
巳
Φ
σ
Q
信
昌
σ
q
u
ω
．
“
日
・

H
冒
猟
⇔
艮
晒
区
．
鐸
や
く
己
ω
’
ド
○
り
’

宙
由
と
必
然

山
登
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号

六
二

（
2
5
）
　
囲
■
囚
鋤
馨
”
○
議
昌
語
Φ
σ
q
偉
湿
σ
q
噂
G
Q
．
刈
b
⇒
●

（
2
6
）
　
H
φ
囚
窪
嘗
客
9
℃
・
＜
‘
ω
．
○
。
G
。
．

（
7
2
）
　
H
．
開
p
9
導
…
○
養
⇔
巳
。
箇
ρ
⇔
σ
q
い
ψ
①
「

（
2
8
）
　
囲
’
駁
磐
汀
囚
噸
昏
噂
．
＜
■
》
ψ
G
。
り
●
カ
ン
ト
の
事
由
を
単
な
る
理
想
と
か
、
要
請
と
か
と
し
て
し
か
解
さ
な
い
入
も
い
る
。
確
か
に
そ
う
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
得
る
藏
も
あ
る
が
、
ま
た
我
々
が
見
る
如
く
、
活
動
の
相
に
お
い
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
一
つ
の
存
在
で
は
な
く
、
人
間
存
在

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ロ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
の
霞
己
実
現
的
活
動
な
の
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
カ
ン
ト
は
道
徳
心
躍
に
意
志
が
従
う
働
き
に
お
い
て
、
「
道
徳
的
感
情
瓢
霧
ヨ
。
属
銑
δ
o
ゲ
Φ
○
①
皆
芭
」
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
こ
れ
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
法
則
に
対
す
る
尊
敬
と
か
、
義
務
を
嫌
々
な
が
ら
行
な
う
感
情
（
実
践
的
強
制
の
故
に
）
と
か
、
高
揚
国
浮
①
げ
¢
臣
α
Q
の
感
情
と
か
が
考
え
ら
れ
て

　
い
る
が
（
o
℃
．
o
搾
w
ψ
O
蒔
）
、
こ
れ
は
、
　
彼
が
人
間
を
余
り
に
二
重
構
造
的
に
掴
着
し
よ
う
と
し
す
ぎ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

　
エ
ル
の
い
う
如
く
、
我
々
は
、
た
と
い
自
愛
に
よ
る
に
せ
よ
、
尊
敬
の
感
情
も
不
快
の
感
情
も
余
り
意
識
せ
ず
に
、
義
務
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ

　
る
。
嫌
々
な
が
ら
の
感
情
な
ど
は
、
む
し
ろ
自
愛
に
よ
っ
て
法
麟
に
従
う
場
倉
の
感
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
問
は
、
正
当
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る

　
場
合
に
は
、
義
務
の
苦
痛
な
ど
大
し
て
感
ず
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
道
徳
法
則
が
真
に
意
識
き
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
厳
し
い
状
況
に
我
々
が
置
か

　
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
法
則
に
従
う
の
は
、
む
し
ろ
満
足
と
誇
り
の
感
情
を
以
っ
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（六）

　
さ
て
、
我
々
は
、
自
己
の
行
為
が
善
で
あ
る
と
簡
単
に
主
張
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
主
張
は
独
断
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
何
が
善
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
古
来
、
様
々
な
規
定
が
な
さ
れ
て
来
た
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
善
の
規
定
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
我
々
は
、
何
を
善
と
考
え
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
哲
学
の
立
場
が
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
は
、
「
善
島
霧
○
葺
①
ま
た
は
悪
仙
潮
切
α
。
・
①
は
、
常
に
、
意
志
が
得
る
も
の
を
自
己
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
理
性
法
則
に
よ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
っ
て
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
意
志
に
対
す
る
闘
係
を
意
味
す
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
理
性
美
果
は
、
実
践
的
法
則
を
意
味
し
て
い

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
善
悪
の
意
味
も
異
な
っ
て
来
る
訳
で
あ
る
。

　
　
　
先
ず
、
我
々
が
あ
る
行
為
を
す
る
場
合
、
そ
の
行
為
が
、
何
か
他
の
目
的
の
手
段
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
既
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

　
　
「
我
々
の
全
状
態
か
ら
見
て
何
が
望
ま
し
い
か
、
即
ち
何
が
善
で
有
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
（
理
性
の
）
配
慮
し
が
働
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
い
れ
ば
，
そ
の
行
為
は
、
我
々
に
と
っ
て
善
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
配
慮
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
幸
福
に
つ
い

　
　
て
の
配
慮
に
統
括
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
幸
福
は
「
善
き
も
の
審
ω
○
簿
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

　
　
幸
福
は
、
経
験
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
故
に
、
端
的
に
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
端
的
な
善
と
悪
の
概
念
は
、
道
徳
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
則
に
先
ん
じ
て
で
は
な
く
、
こ
の
法
則
の
後
に
、
そ
し
て
こ
の
法
瑚
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
　
「
端
的

　
　
に
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
善
で
あ
り
、
且
つ
あ
ら
ゆ
る
善
き
こ
と
の
最
上
の
条
件
ω
o
江
⑩
o
窪
興
鳥
冒
α
q
ρ
貯
⇔
＝
Φ
H
》
ぴ
ω
ざ
簿
σ
q
環
け
駕
昌
窪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
鎌
o
O
げ
㊤
ω
8
し
σ
⑱
熱
コ
α
q
§
α
q
自
。
圃
δ
。
・
○
葺
①
ゆ
」
は
、
道
徳
法
鋼
に
従
う
意
志
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
「
善
な
る
意
志
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
「
最
上
に
善
き
こ
と
伽
p
ω
o
び
①
諺
8
0
艮
Φ
」
ー
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
最
上
に
善
き
も
の
仙
山
。
ぴ
①
冨
8
0
葺
」
と
呼
ん
で
い
る
が
一

　
　
と
い
え
よ
う
。
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
幸
福
と
善
な
る
意
志
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、
こ
の
両
者
を
共
に
含
む
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
、
彼
は
「
最
高
に
善
き
も
の
鳥
㊤
ω
ぴ
0
3
0
げ
ω
8
0
暮
」
を
考
え
、
こ
れ
の
可
能
性
の
前
提
と
し
て
「
神
」
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

　
　
の
こ
の
「
最
高
に
善
き
も
の
」
に
つ
い
て
の
考
え
ほ
ど
、
人
聞
存
在
の
矛
盾
的
な
性
格
を
明
瞭
に
示
し
た
も
の
が
、
他
に
あ
ろ
う
か
。
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ン
ト
の
こ
の
「
最
高
に
善
き
も
の
し
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
幸
福
に
つ
い
て
の
考
え
方
自
体
に
あ
る

　
　
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
カ
ン
ト
が
幸
福
の
価
値
を
過
小
評
価
し
た
と
い
う
一
般
に
い
い
古
さ
れ
て
い
る
見
解
は
、
全
く
見
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
違
い
で
あ
る
。
総
じ
て
、
彼
は
幸
福
を
高
く
評
価
し
す
ぎ
た
の
だ
。
」
と
い
う
批
評
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
感
性
的
・
理
性
的
存
在

　
　
者
で
あ
る
と
い
う
二
重
構
造
性
に
よ
る
人
間
把
握
に
捉
わ
れ
す
ぎ
た
と
い
え
よ
う
。
我
々
は
、
幸
煽
を
、
例
え
ば
「
自
己
の
完
全
性
Φ
照

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
①
昌
③
＜
o
田
（
o
ヨ
ヨ
Φ
巳
お
搾
」
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

協　
　
　
　
　
自
由
と
必
然
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

　
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
幸
福
と
「
最
上
に
善
き
こ
と
」
と
の
合
致
と
し
て
の
「
最
高
に
善
き
も
の
」
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
、

カ
ン
ト
が
神
を
要
請
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
必
然
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
が
、
理

性
の
自
律
を
「
最
上
に
善
き
こ
と
」
と
す
る
限
り
、
そ
の
立
場
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
我
々
に
は
、
す
べ
て
の
真
実
を
知
り
得
な

い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
分
で
決
心
し
行
為
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
支
え
の
な
い
不
安
。
そ
し
て
自
分
が
善
し
と
信
じ
た
行
為
が

真
に
善
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
不
確
か
さ
。
そ
れ
に
善
の
追
求
の
際
限
の
無
さ
一
こ
こ
に
、
い
わ
ば
超
越
善
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
必
然
性
が
あ
り
、
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
神
と
し
、
我
々
の
「
最
高
に
善
き
も
の
」
の
保
証
者
と
し
た
の

で
あ
る
。
否
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
の
理
性
の
哲
学
を
支
え
て
い
る
も
の
は
、
自
然
の
業
6
①
o
ゲ
⇔
涛
山
Φ
H
裳
接
霞
は
善
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

い
う
こ
と
、
そ
れ
に
世
界
に
お
い
て
は
自
然
の
意
図
窯
簿
に
鑓
び
餓
。
轄
或
い
は
摂
理
く
○
屋
①
ぴ
環
鋤
α
q
が
善
へ
向
か
っ
て
作
用
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
へ
の
信
頼
（
む
し
ろ
信
念
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
信
念
と
人
間
の
自
由
と
は
、
少
し
も
抵
触
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
目
’
囚
9
纂
”
囚
．
獅
や
く
↓
ω
．
苫
．

　
（
2
）
　
㈱
の
註
（
4
）
及
び
（
9
）
を
見
ら
れ
た
い
。

　
（
3
）
　
H
電
磁
鋤
暮
”
○
や
鼠
け
こ
ψ
刈
継
●
し
か
し
、
道
徳
法
則
が
疑
い
得
な
い
、
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
法
則
に
は
、
既
に

　
　
絶
対
的
価
値
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
人
格
の
多
数
性
或
い
は
人
格
の
総
体
性
が
前
提
き
れ
て
い
る
こ
と
、
を
も
う
一
度
振
著
し
て
お
き
た
い
。

　
（
4
）
　
酬
汽
9
。
匿
“
o
や
簿
G
ω
．
認
■

　
（
5
）
　
H
。
以
磐
汀
Q
霊
誹
巳
。
α
q
環
昌
α
q
v
ω
．
H
O
こ
こ
で
は
、
稀
に
見
る
美
し
い
書
葉
で
、
　
「
善
な
る
意
志
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
（
6
）
　
H
。
図
餌
暮
…
囚
．
窪
・
や
く
‘
》
ω
・
旨
G
。
辱

　
（
7
）
ε
．
興
》
G
◎
●
お
。
。
9

　
（
8
）
　
カ
ン
ト
の
「
最
高
に
善
き
も
の
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
、
彼
の
哲
学
体
系
か
ら
見
て
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
既
に
和
辻
哲
郎
「
カ
ン
ト
実
践

　
　
理
性
批
覇
」
　
（
岩
波
書
店
、
第
七
版
）
一
五
七
－
一
五
九
ペ
ー
ジ
に
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
（
9
）
頃
晶
．
詮
8
貸
U
Φ
＝
§
£
9
ω
。
冨
H
巴
娼
霞
薮
く
し
8
b
。
”
ω
．
。
。
①
．



（
1
0
）
　
〈
σ
q
ピ
β
際
き
け
”
竃
①
＄
も
ξ
ω
出
（
山
Φ
肖
ω
鋒
①
P
ω
．
b
。
b
。
①
～
b
。
b
。
S

（
1
1
）
く
覧
H
．
閑
9
。
艮
”
罷
①
①
差
⑦
ぎ
。
縛
首
σ
q
⑦
ヨ
⑦
ぎ
2
0
①
己
。
。
凱
。
げ
帥
。
『
妻
①
津
ぴ
貯
α
q
o
讐
9
臼
》
ぴ
ω
ざ
窪
（
汐
罎
。
ぎ
。
お
ω
。
ξ
岡
｛
帥
窪
N
霞
O
Φ
塵

　
。
・
。
匡
。
算
ω
冨
ま
。
。
ε
臣
①
閃
叶
ぼ
汚
¢
昌
山
℃
○
｝
ヨ
ぎ
閃
⑦
｝
酵
ζ
①
ぎ
9
ω
●
ω
～
卜
。
O
）
●

（
1
2
）
薦
剛
噸
H
■
国
き
汀
穿
ヨ
。
≦
蒔
窪
男
結
山
窪
（
ぎ
窓
魚
器
器
ω
駐
日
聾
魯
N
霞
○
霧
。
海
。
簿
の
筈
陣
諺
名
凱
Φ
響
三
障
§
目
溢
。
割
け
節
¢
H
c
。
⑩
）
●

（七）
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さ
て
、
以
上
の
考
察
に
お
い
て
、
我
々
は
、
ω
自
由
の
根
底
に
は
膏
目
的
意
欲
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
方
向
を
与
え
る
も

の
は
広
義
の
理
性
、
特
に
自
発
的
な
構
想
力
で
あ
る
こ
と
、
②
自
由
は
こ
の
意
欲
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
と
の
相
即
に
お
い
て
意
識

さ
れ
る
こ
と
、
㈲
理
性
の
自
発
性
が
す
べ
て
の
自
由
に
協
働
し
て
い
る
こ
と
、
ω
W
幸
福
に
対
す
る
配
慮
か
ら
目
的
を
立
て
て
、
そ
れ
を
実

行
す
る
こ
と
の
慮
由
、
㈲
㈲
に
基
づ
い
て
必
然
を
利
用
し
、
技
術
を
産
み
出
す
自
由
、
㈲
芸
術
作
品
を
産
み
出
す
創
造
的
自
由
、
ω
す
べ

て
の
価
値
に
究
極
的
な
秩
序
と
統
一
と
を
与
え
る
道
徳
的
自
由
、
し
か
し
㈹
自
由
は
一
つ
の
存
在
で
は
な
く
、
人
閥
存
在
の
自
己
実
現
的

活
動
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
主
と
し
て
論
じ
て
来
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
人
間
は
社
会
的
存
在
春
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
た

上
で
、
普
遍
的
な
人
間
を
論
じ
て
来
た
訳
で
あ
る
。
我
々
は
、
次
に
、
人
間
を
祉
会
に
返
し
て
、
人
間
の
完
全
性
の
実
現
（
人
間
の
素
質

の
十
全
な
発
達
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
我
々
の
自
由
と
必
然
と
い
う
テ
ー
マ
を
、
大
ま
か
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
世
界
は
、
我
々
の
活
動
の
場
、
従
っ
て
自
由
発
現
の
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
様
々
な
形
で
我
々
の
自
由
の
鋼
限
者

と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
先
ず
、
自
然
で
あ
る
。
自
然
は
絶
え
ず
我
々
を
脅
か
し
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
脅
威
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
自
然
（
必

　
　
　
白
囲
由
【
と
　
必
　
…
然
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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然
）
を
利
用
し
、
そ
れ
を
征
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
人
間
は
様
々
な
目
的
に
応
じ
た
技
術
を
生
み
出
し
て
来
た
。
そ

し
て
、
人
閥
の
生
活
が
高
度
に
な
り
複
雑
に
な
る
に
従
っ
て
、
こ
の
技
術
の
産
物
が
ま
た
人
間
の
高
度
な
文
化
活
動
の
材
料
を
提
供
す
る
。

我
々
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
自
己
実
現
と
し
て
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
既
に
論
じ
た
。

　
次
は
社
会
組
織
で
あ
る
。
人
間
は
生
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
様
々
な
社
会
組
織
を
作
り
、
制
度
の
中
に
住
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
社
会
逸
出
は
、
時
代
と
共
に
益
々
複
雑
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
素
質
の
発
達
に
大
き
な
助
力
を
与
え
る
と

共
に
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
妨
げ
、
自
由
を
制
限
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
種
々
な
社
会
調
度
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
は
、
国
家
で
あ
る
。
国
家
は
権
力
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
権
力
は
法
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。

し
か
し
、
法
が
単
に
人
間
が
共
同
生
活
を
営
ん
で
行
く
上
で
の
恣
意
を
制
限
す
る
だ
け
の
場
合
は
、
む
し
ろ
人
問
の
素
質
の
発
達
の
た
め

に
も
、
従
っ
て
自
由
の
実
現
の
た
め
に
も
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
の
法
は
、
支
配
者
が
被
支
配
者
を
支
配
す
る
た
め
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

段
と
も
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
自
由
は
質
点
（
必
然
）
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
素
質
の
発
達
は
阻
害
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

場
合
に
は
、
言
論
の
自
由
で
あ
れ
、
学
問
の
自
由
で
あ
れ
、
と
も
か
く
す
べ
て
の
外
的
な
自
由
の
活
動
は
、
麦
配
層
の
意
に
反
す
る
と
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

断
さ
れ
れ
ば
、
抑
圧
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
抑
圧
や
拘
束
か
ら
の
自
由
の
実
現
が
、
人
問
の
歴
史
の
重
大
な
一
側
面
で
あ
る
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
事
実
、
近
代
入
は
、
多
く
の
抑
圧
や
拘
束
か
ら
自
由
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
我
々
は
、
そ
れ
に
安
ん
ず
る
訳
に
は
行
か
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
る
。
　
「
…
…
か
ら
の
自
由
」
と
積
極
的
な
r
「
：
：
：
へ
の
自
由
」
と
の
間
に
は
、
ず
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
E
・
フ
ロ
ム
は
い
う
、

　
「
自
由
は
、
近
代
人
に
独
立
と
合
理
性
を
も
た
ら
し
は
し
た
け
れ
ど
も
、
彼
を
孤
独
に
し
、
そ
の
た
め
に
不
安
で
、
無
力
な
も
の
と
し
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へ

た
。
こ
の
孤
独
は
忍
び
難
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
自
・
田
の
重
荷
か
ら
逃
れ
て
、
新
た
な
依
存
と
服
従
を
求
め
る
か
、
或
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）

は
人
間
の
独
自
性
と
個
性
に
基
づ
く
積
極
的
な
自
由
の
十
全
な
実
現
へ
進
む
か
、
の
二
者
択
一
に
迫
ら
れ
る
。
」

　
し
か
し
、
こ
の
積
極
的
な
自
由
の
十
全
な
実
現
も
簡
単
に
行
な
わ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
は
個
人
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
実

現
を
妨
げ
る
も
の
と
闘
う
人
々
と
の
連
帯
性
の
上
に
立
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。



　
先
の
カ
ン
ト
の
実
践
的
命
法
は
レ
人
格
に
お
け
る
人
間
性
を
単
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
レ
常
に
同
時
に
隠
題
と
し
て
扱
う
べ
し
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
こ
の
命
法
は
ま
た
、
人
間
性
を
単
に
手
段
と
し
て
扱
う
も
の
と
は
闘
う
べ
し
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る

は
ず
で
あ
る
。
既
に
見
た
如
く
、
意
志
の
格
率
を
調
心
す
る
と
こ
ろ
の
（
法
則
の
も
つ
）
　
「
普
遍
性
の
形
式
」
は
、
　
「
人
格
の
多
数
性
或

い
は
人
格
の
総
体
性
」
を
前
提
と
し
て
い
た
。
一
人
格
の
多
数
性
と
人
格
の
総
体
性
と
を
区
励
し
た
の
は
、
多
数
性
に
従
う
こ
と
が
義

務
に
適
う
場
合
も
あ
り
、
ま
た
多
数
性
に
従
う
こ
と
を
総
体
性
に
よ
っ
て
抑
制
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
志
が
道
徳
法
則
に
自
ら
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
素
質
の
発
達
、
積
極
的
な
自
由
な
自
巴
実
現
を
妨
げ
る
も
の
と
闘
う
人
々
と
の

連
帯
に
、
自
ら
参
瀦
す
る
こ
と
を
勝
義
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
道
徳
的
霞
由
は
ま
た
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
含
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
（
2
、
）

　
カ
ン
ト
は
、
実
質
か
ら
の
独
立
を
消
極
的
な
自
由
…
我
々
は
こ
の
自
由
の
一
顧
を
「
…
…
か
ら
の
自
由
」
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

う
一
と
規
定
し
た
が
、
こ
の
自
由
は
、
絶
え
ず
新
た
な
依
存
と
服
従
へ
向
か
う
傾
向
（
意
志
の
他
律
へ
向
か
う
傾
向
）
を
含
ん
で
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
え
よ
う
。
こ
の
自
由
が
、
積
極
的
な
自
由
と
し
て
の
実
践
理
性
の
自
律
i
我
々
は
こ
の
自
由
の
一
面
を
「
…
…
へ
の
自
由
」
と
解
す
る

こ
と
も
出
来
よ
う
一
へ
転
換
す
る
た
め
に
は
、
真
実
に
対
す
る
深
い
洞
察
と
絶
え
ざ
る
自
己
反
省
と
連
帯
性
の
自
覚
と
決
断
と
が
我
々

に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
覚
な
し
に
は
、
我
々
は
多
数
の
中
へ
埋
没
し
、
そ
こ
に
安
往
し
て
、
他
律
の
状
態
に
麻

痺
し
て
し
ま
う
危
険
性
に
常
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
、
こ
の
拙
論
を
閉
じ
る
に
際
し
て
、
必
然
に
対
す
る
人
間
の
絶
え
ざ
る
闘
争
が
即
ち
自
由
で
あ
る
、

括
り
と
し
た
い
と
思
う
。

　
（
1
）
　
国
．
哨
8
導
ヨ
”
騨
8
瀦
跨
。
ヨ
男
器
鼠
。
β
州
O
H
Φ
≦
◎
氏
≦
凶
い

　
（
2
）
　
H
含
際
p
。
艮
”
客
劉
や
く
‘
ω
曜
G
。
ρ

　
　
　
　
自
由
と
必
然

と
い
う
誉
葉
を
以
っ
て
締
め

　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

六
七
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（
3
）
　
o
や
。
陣
∫
ω
●
し
。
ゆ
意
志
の
他
律
は
何
ら
か
の
衝
動
な
り
傾
向
性
な
り
に
服
従
す
る
と
い
う
自
然
法
則
へ
の
依
存
で
あ
る
と
い
う
。
従
っ
て
多
数

　
の
う
ち
へ
の
無
批
判
な
依
存
や
服
従
も
、
意
志
の
他
律
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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Freiheit　und　Notwendigkeit

von　Shoziro　Toda

　　In　diese難Aufsatz　haben　wir　versucht，　in　besonderer　R髄cksicht　auf　die

Kant量sche　Theorie　der　Freiheit　und　die　Aristotelische鷲Bestimmunge鷺der

Notwendigkeit（d吻κη）（vgL　Metaphysica，ノ，1015a　30～1015b　9），　einige

Fragen　tiber　das　Verh装ltnis　von　Freiheit　und　Notwendigkei£zu　erl銭utem．

　　Allgemein　gesproche豊，　haben　dielenigen，　die　b量slang　Determinismus　und

Freiheit面teinander　vertr護9玉ich　gemacht　haben，　unter　der　Freiheit　die　von

tiuSeren　Zw甑gen　verstandeロdeshalb，　weil　sle　denken，　daB　ohne　Ursache

keine　Handlung　geschehen　k6nnte．　Auch　Kant　denkt，　daB三n　denselben

Hand玉mgen　die　Natumotwendigkeit面t　der　Freiheit　ohne　allen　Widerstrelt

zusamlnenbesteh£．　Seine　e圭gentliche　Behaupt聴g　ist　aber　die，　da島man　e量ne

trans－naturkausale　Freiheit　d．　h。　die　，，transzendentale　Freiheit‘‘　gegen廿ber

der　葺aturkausalen　Notwendigkeit　annehmen　kann，　und　sodann　daB　die

Freiheit，　die　doch　garロ玉cht　gesetzlos　sein　soll，　eine　besondere　Art　von

Kausalit畿d．　h．　die　Kausalit琶t　der　Vemullft　nach　praktischen　Gesetzen　sein

muS．

　　Bei　Kant　besagt　die　Freiheit　letzten　Endes　die　praktische　Freiheit．　W玉r

kδnnten　diese　Fre圭heit，　in　der　allerdings　die　Spontaneittit　der　Vernunft　mit．

wirkt，　als　das　Ganze　der　menschliche難，　vem琶nftigen　T琶£igkeit　er1滋tern，

das　die　folgenden　Momente　in　sich　zusammenfaSt：（1）．　d圭e　pragmatisch一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　vem廿nftige　Tatigke1t，　in　der　die　Zwecke　aus　den　menschlichen　Uberlegungen

銭ber　die　Gl廿ckseligkeit　aufgestellt　und　verwirklicht　werden；（2）．　d1e　darauf

gegr甑dete，　vem廿nftige　T護tigkeit，　in　der　die　Notwehdigkeit　benutzt　wird

u豆ddie　K伽ste　erzeugt　werden　；（3）。　die　schaffend－vem慧nftige　Tatigkeit，

in　der　die　Kunstwerke　geschaffen　werden；und　schlieBlich（4）．　die　moralisch－

vem甑ftige　T互tigkeit，　in　der　alle　Werte　zur　endg茸ltigen　Ordnung　und　Ein－

heit　ge魚hrt　werden．

　　Aus　dem　obigen　k6nnten　wir　ersehe澄，　daS　die　menschliche　Freiheit　kein

ruhendes　Sein，　sondem　ei玲e　selbst－verwirklichende　Tat玉gkeit　des　menschlichen

Wesens　ist，　die　keine　blinde　AbhHn’ №奄№汲?ｉｔ　von　Anderen　duldet．　Zum　SchluB

2



m6chten　Wir　sqgen：　die　menschliche　Frelheit　besteht　in　unseren　standigen

Streben　danach，　daB　wir　elnerseits　die　Notwendigkeit　und　d．　h．　hier　die

Natur　beherrschen　und　anderseits　uns　von　der　Notwendigl〈eit　und　d．　h．

hier　den　Zwangen　befreien．
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