
ラ
イ
プ
エ
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

〈
自
発
性
〉
（
ω
賢
O
⇔
＄
幕
時
審
）
の
問
題

池

田

霊
岡

昭
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〔
1
〕
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
弁
神
論
」
に
よ
る
と
、
こ
の
現
実
の
世
界

は
、
思
惟
し
得
る
無
数
の
他
の
可
能
的
世
界
の
中
か
ら
、
最
善
な
る
母
　
界

と
し
て
神
か
ら
選
択
さ
れ
た
、
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
「
最
善
観
扁
（
o
箕
γ

ヨ
解
ヨ
⑦
）
に
は
、
多
く
の
人
々
の
指
摘
を
待
つ
豪
で
も
な
く
、
そ
の
主
知
的

な
決
定
性
の
故
に
、
　
一
見
、
艶
種
的
な
悪
の
問
題
が
問
題
に
な
り
う
る
根

拠
が
、
薄
弱
で
あ
る
か
の
如
き
印
象
を
人
に
与
え
て
い
る
。
果
し
て
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
主
と
し
て
普
通
に
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
　
〈
形
而
上
学

丁
霊
〉
の
問
題
は
あ
っ
て
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ー
ル
な
悪
の
根
源
に
つ
い
て
、

彼
は
正
し
く
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
。
精
神
上
の
、
或

い
は
肉
体
上
の
絶
対
的
な
意
味
で
の
根
源
的
な
悪
は
、
単
な
る
〈
有
限
性
〉

と
し
て
形
糊
上
学
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
オ
プ
テ
ィ
ム
ス
の
思
想
と
は
、
主
知
的
立
場
か
ら
す
る
イ
デ
ア
ル
な

意
味
だ
け
で
、
レ
ア
ル
な
も
の
へ
の
自
由
意
志
は
、
・
刀
の
な
い
も
の
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
〔
2
〕
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
著
名
な
る
「
人
間
的
自
由
の
本
質
」
で
は
、
周

知
の
如
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
弁
神
論
」
に
於
け
る
悪
の
問
題
が
、
消

極
的
概
念
と
し
て
挑
評
を
受
け
て
い
る
。
悪
の
根
拠
は
、
常
に
薫
る
積
極

ラ
イ
ブ
篇
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

的
な
る
も
の
一
般
の
う
ち
に
存
す
る
の
み
な
ら
ず
、
寧
ろ
自
然
の
含
む
最

高
の
積
極
的
な
る
も
の
の
う
ち
に
存
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
虫
張
す
る
シ
ェ
リ

ン
グ
か
ら
す
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
悪
の
本
質
を
形
蒲
上
学
的
に
規
定

し
た
と
こ
ろ
の
「
欠
如
」
（
勺
脱
剛
く
簿
臨
O
雛
）
と
か
、
受
動
的
な
睡
る
も
の
と
か
、

「
制
限
」
、
「
劒
奪
」
（
o
ご
窒
二
げ
§
ぴ
q
）
と
か
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
見
れ
ば
、

全
く
何
も
の
で
も
な
い
。
確
か
に
、
そ
れ
は
被
造
物
の
「
形
而
上
学
的
有

限
性
」
を
理
解
す
る
上
で
は
有
意
義
で
は
あ
ろ
5
。
　
「
併
し
、
有
限
性
が

そ
れ
だ
け
で
悪
で
あ
る
と
い
5
こ
と
を
、
我
々
は
、
否
認
す
る
」
〔
註
1
〕

と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
書
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
悪
は
一
切
の
被
造
物
中

の
最
完
全
港
で
あ
る
人
聞
の
み
が
な
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
故
に
、

悪
は
単
に
〈
有
限
性
群
体
〉
か
ら
来
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
積
極
的
な

る
宙
立
存
在
に
ま
で
高
揚
さ
れ
た
有
限
性
、
即
ち
、
内
的
我
等
か
ら
来
る

も
の
で
あ
る
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
〔
3
〕
　
そ
こ
で
我
々
は
、
云
う
で
あ
ろ
う
「
ラ
デ
ィ
カ
ー
ル
な
悪
へ
の

傾
向
を
個
人
の
自
由
意
志
に
引
き
受
け
ず
し
て
何
の
オ
プ
テ
ィ
ム
ス
で
あ

ろ
う
か
。
」
し
か
し
、
こ
の
種
の
供
述
に
は
、
ど
う
に
も
常
に
人
を
迷
わ
せ

る
も
の
が
何
処
ま
で
も
付
纒
う
も
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
通
常
、
〈
根
源

六
五
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的
な
悪
の
起
原
V
と
く
神
の
最
善
な
る
選
択
〉
と
の
梱
互
の
患
想
に
、
相

容
れ
な
い
本
質
的
な
ど
こ
ま
で
も
逆
説
的
関
係
が
、
残
り
続
け
る
か
ら
で

あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
「
弁
神
論
扁
の
序
文
の
は
じ
め
で
次
の
よ
う
に
云
っ

て
い
る
。
　
「
人
聞
の
理
性
が
、
途
を
失
う
と
こ
ろ
と
し
て
有
名
な
迷
宮
が

二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
悪
の
起
原
に
関
す
る
宮
町
及
び
必
然
め
問
題
で
あ

り
、
　
　
つ
は
、
連
続
及
び
不
可
分
要
素
の
問
題
で
あ
る
」
〔
註
2
〕
と
。
夢

に
、
そ
の
後
に
続
け
て
、
前
者
は
人
類
の
殆
ど
全
部
を
悩
ま
す
問
題
で
あ

る
が
、
後
考
は
哲
学
者
を
労
す
る
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
逆
説
性
の
故
に
、
人
間
理
性
の
迷
う
究
極
に
起
こ
る
混
乱
が
、
理

論
的
理
性
に
と
っ
て
は
、
〈
連
続
の
問
題
〉
、
及
び
突
践
的
理
性
に
と
っ
て

は
、
〈
悪
の
問
題
〉
に
於
て
、
特
に
、
生
起
す
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
が
、
人
間
理
性
の
綻
び
ゆ
く
脆
弱
さ
で
あ
り
、
同
晴
に
、
そ
の
も
の

の
真
の
面
目
が
、
顕
れ
る
所
で
も
あ
ろ
う
。
連
続
の
問
題
も
、
悪
の
問
題

も
、
問
題
の
根
は
一
つ
所
で
あ
る
。
そ
の
共
通
の
問
題
の
根
本
に
、
深
く

潜
入
し
、
そ
の
根
底
か
ら
漸
た
に
論
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
n
4
〕
　
人
聞
理
性
の
迷
う
処
、
そ
れ
は
、
悪
の
問
題
に
於
て
特
に
著
し

い
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
古
来
、
知
性
対
信
仰
の
問
題
と
し
て
絶
え
ず
、

問
わ
れ
続
け
て
来
た
と
こ
ろ
の
ア
ポ
リ
ヤ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
悪
の
問
題
に
於
て
ま
ず
、
知
性
対
信
仰
の
問
題
へ
の
態
度
決
定
が
ど

の
様
で
あ
っ
た
か
を
み
る
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、
彼
に
お
い
て
、
〈
理
性
の
真
理
〉
（
黒
鼠
蔓
干
渉
訂
殉
鋳
。
コ
）

に
お
け
る
と
こ
ろ
の
、
〈
永
遠
の
真
理
〉
（
薩
菰
馬
跳
弾
Φ
旨
。
臨
①
ω
）
、
即
ち
、

む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

必
然
性
の
原
理
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
〈
事
実
の
真
理
〉
（
勺
。
ω
牽
く
㊦
。
。
”
券
警
σ

穴
六

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

象
剛
鉱
δ
）
、
即
ち
、
確
実
性
の
原
理
で
あ
っ
た
。

　
「
弁
神
論
」
緒
論
二
節
及
び
三
五
節
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
、
我
々
は
、
事

実
の
真
理
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
二
通
り
あ
る
こ
と
を
知
る

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
～
っ
に
は
、
原
因
か
ら
ア
プ
リ
ナ
リ
に
み
る
こ
と
と
、

も
う
一
つ
に
は
、
既
に
起
こ
っ
た
事
実
か
ら
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
結
果
か

ら
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
が
、
｛
般
に
〈
知
る
〉
と
い
う
働
き
、

換
言
す
れ
ば
、
〈
概
念
的
に
理
解
す
る
〉
（
8
ヨ
箕
窪
続
ρ
冨
σ
Q
「
Φ
瀞
ロ
）
働
き

で
あ
り
、
後
者
が
、
〈
僑
ず
る
〉
と
い
う
働
き
、
換
陣
す
れ
ば
、
〈
説
明
的
に

納
得
す
る
V
（
の
巻
8
需
♪
①
匿
似
曇
）
働
き
で
あ
っ
て
、
黒
歯
は
、
〈
事
実

の
真
理
〉
の
表
裏
一
体
を
為
し
て
い
て
、
我
々
に
〈
確
実
性
〉
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
。

　
〔
5
〕
　
所
謂
ア
プ
リ
オ
ヲ
な
る
知
性
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
で
は
、
神
の
知
性
と
本
質
的
に
違
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、

そ
れ
は
現
実
の
個
々
の
レ
ア
ル
な
る
も
の
に
く
先
行
的
〉
（
m
”
三
驚
盆
①
ヨ
ヨ
㊦
藁
）

に
働
く
も
の
で
あ
る
ρ
そ
こ
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
概
念
的
な
〈
全
体
な
る

も
の
〉
が
、
優
先
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
下
で
の
ポ
ズ
ィ
テ
ィ
ヴ
な
個

の
部
分
は
、
従
っ
て
、
〈
類
比
〉
（
笛
琶
。
σ
q
ε
、
〈
比
例
〉
（
箕
8
。
答
開
。
）
、
〈
関

係
〉
（
器
蒼
陣
。
）
と
し
て
の
み
対
応
し
合
5
と
考
え
ら
れ
、
事
象
の
中
で
は
、

常
に
、
最
大
も
し
く
は
最
小
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
云
わ
ば
最
小
の
費
用
を

以
て
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
原
理
の
主
知
的
な
理
解
か
ら
し
て
、
結
果
的
に
は
、
「
精

神
的
悪
を
許
し
て
い
る
の
は
、
最
善
が
実
翼
さ
れ
る
為
の
仮
定
的
必
然
の

意
に
他
な
ら
な
い
」
　
〔
註
3
〕
と
云
わ
れ
、
又
、
肉
体
的
悪
を
罪
に
対
す
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る
罰
と
し
て
、
大
き
な
悪
を
妨
げ
る
為
の
手
段
と
し
て
考
え
る
〔
註
4
〕
o

　
ア
プ
リ
オ
リ
な
主
知
性
か
ら
す
れ
ば
、
凡
て
の
有
は
、
神
か
ら
出
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
悪
の
源
も
創
造
物
の
本
質
的
な
属
性
の
中
に
求
め
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
属
性
は
、
従
っ
て
神
の
知
性
に
よ
っ
て
概
念
的
に
理

解
さ
れ
て
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
悪
と

は
、
ス
コ
ラ
流
に
〈
欠
如
〉
（
℃
臨
毒
9
）
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
〈
形
野
上

学
的
悪
〉
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
が
、
〈
精
神
的
悪
V
及
び
〈
肉
体
的
悪
〉
の

根
拠
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

　
「
度
の
少
い
悪
は
、
一
種
の
善
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
度
の
少
い
警

は
、
神
の
仕
事
の
妨
げ
と
な
れ
ば
、
一
種
の
悪
で
あ
る
」
　
〔
註
5
〕
な
ど

と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
悪
と
は
、
　
一
般
に
善
と
の
類
比
、
比
例
、
関
係
の

下
で
の
み
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
的
な
る
が
故
に
、
シ
ェ
リ

ン
グ
の
挑
評
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
消
極
的
概
念
に
の
み
と
ど
ま
り
、
悪

本
来
の
性
と
は
全
然
根
容
れ
な
い
概
念
と
云
わ
れ
て
も
致
し
方
が
な
い
。

　
例
え
ば
、
蕾
痛
に
近
い
も
の
の
交
っ
た
感
覚
の
快
感
と
か
、
ほ
ん
の
ち

ょ
っ
と
し
た
酸
味
辛
味
苦
味
が
、
砂
糖
よ
り
う
ま
い
と
か
、
陰
影
が
色
を

引
立
て
る
と
か
、
不
協
和
音
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
厚
み
を
つ
け
る
と
か
、
綱

渡
り
の
落
ち
そ
う
な
技
に
ひ
や
ひ
や
し
て
寛
μ
ぶ
と
か
、
悲
劇
を
見
て
泣
き

た
が
る
と
か
、
更
に
、
病
気
に
な
っ
て
、
健
康
の
有
難
味
が
は
じ
め
て
わ

か
る
と
か
、
こ
れ
ら
一
切
の
懸
〔
註
6
〕
な
ど
は
、
元
来
、
悪
本
来
の
積

極
的
な
る
も
の
と
は
確
か
に
無
縁
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
。

　
上
述
の
讐
が
明
白
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
〈
類
比
の
原
理
〉
か
ら
す

る
悪
の
解
明
は
、
悪
そ
の
も
の
の
イ
デ
ア
ル
な
形
而
上
学
的
側
面
を
物
語

っ
て
は
い
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
鋭
利
な
高
察
が
我
々
に
教
え
る
よ
う
に
、

ラ
イ
ヅ
ユ
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

悪
本
来
の
起
原
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
満
足
す
べ
き
何
物
を
も
与
え
は
し

な
い
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
神
の
予
見
が
、
ど
こ
ま
で
も
優
先
す
る
と
こ
ろ
で

は
、
専
ら
、
悪
は
主
知
的
に
の
み
概
念
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
Q

　
こ
の
様
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
の
聞
題
は
、
　
一
般
的
に
は
シ
ェ
リ
ン

グ
を
は
じ
め
と
し
て
、
主
に
、
こ
の
〈
最
叢
隣
の
原
理
〉
を
ア
プ
リ
オ
リ
な

る
主
知
性
に
従
っ
て
、
概
念
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
果
し
て
、
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
主
知
的
方
面
に
の
み
、
彼
の
悪

の
問
題
は
、
限
定
さ
れ
た
ま
ま
で
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
〔
6
〕
　
現
実
の
悪
の
存
在
を
〈
事
実
〉
（
h
鉱
8
習
。
。
軽
く
①
）
と
し
て
認
め

る
も
う
一
つ
の
在
方
は
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
の
立
場
か
ら
Φ
も
8
器
冠
に

行
わ
れ
る
。
神
が
、
悪
を
許
容
し
た
と
す
る
我
々
の
判
断
は
、
ア
プ
リ
オ

リ
に
神
の
予
見
（
純
粋
知
性
）
の
立
場
か
ら
イ
デ
ア
ル
に
為
さ
れ
る
の
み

で
は
な
く
、
そ
こ
で
は
、
〈
既
に
起
こ
っ
た
事
実
〉
そ
れ
霞
体
か
ら
出
立
ち
、

即
ち
、
そ
れ
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
そ
の
レ
ア
ル
そ
の
ま
ま
に
。
砦
箭
器
H

す
る
仕
方
で
明
ら
さ
ま
に
儒
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
仕
方
で
、
悪
を
悪
と

し
て
容
認
す
る
の
で
あ
る
。

　
然
し
、
通
常
、
人
は
こ
の
容
認
す
る
場
合
で
も
、
〈
神
の
悪
の
許
容
〉
の

ア
プ
リ
オ
リ
な
く
観
念
的
な
る
も
の
V
の
方
が
、
主
知
的
な
仕
方
で
、
既

に
起
こ
っ
た
事
実
に
常
に
優
先
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

問
題
は
、
そ
こ
で
迷
宮
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
問
題
と
は
、

我
々
に
と
っ
て
、
事
実
の
〈
確
実
性
〉
と
は
、
　
一
体
、
何
で
あ
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
神
が
、
悪
を
許
容
し
た
」
と
す
る
判
断
の
確
実
性
は
、
そ
れ
が
ア
ブ

六
七
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リ
ォ
リ
に
得
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
じ
可
能
性
に
於
て
、
同

時
的
に
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
も
確
実
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
云
う
べ

き
な
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、
推
論
の
完
結
性
は
、
〈
箭

件
〉
（
門
鋤
諮
け
伽
O
①
鳥
の
露
け
）
と
く
後
件
〉
（
欝
8
屋
価
書
窪
2
）
の
同
時
的
一
致
に

お
い
て
云
わ
れ
て
い
る
。
〔
註
7
〕
そ
こ
か
ら
、
確
実
性
と
は
、
観
念
的
な

る
も
の
に
お
い
て
先
行
的
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
く
普
遍
性
の
見
地
〉

（
鐙
ぴ
益
瓢
O
器
σ
q
①
器
H
聾
痘
け
菖
と
、
同
時
に
、
事
実
的
な
る
も
の
を
出
発

点
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
帰
心
的
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
く
可
能
性
の
見

地
〉
（
。
。
¢
げ
蒔
田
。
器
℃
o
ω
匹
望
凶
算
同
も
・
）
と
が
、
一
つ
に
対
応
す
る
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
件
の
必
然
性
の
条
件
の
故
に
、
又
、
後
件
の

偶
然
性
の
条
件
の
故
に
二
項
は
根
互
に
奇
襲
し
合
う
関
係
で
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
出
立
の
二
璽
性
に
お
い
て
云
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
の
推
論
関
係
か
ら
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
る
神
の
予
見
の

イ
デ
ア
ル
な
も
の
は
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
る
立
場
の
偶
然
的
く
事
実
的

な
る
も
の
V
（
h
⇔
評
唱
。
ω
堅
く
①
）
に
お
い
て
は
、
全
く
、
隠
蔽
し
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
没
隠
蔽
的
に
神
の
予
見
の

中
に
〈
事
実
的
な
る
も
の
〉
を
持
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
、
問
題
の
迷
宮
化

が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
漸
く
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
は
、
こ
の
様
に
し
て
、

む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

必
然
な
る
も
の
と
確
実
な
る
も
の
と
の
糊
互
隠
蔽
的
区
溺
性
が
泣
寝
に
重

要
で
あ
る
。
〔
註
8
〕

　
こ
の
よ
う
な
完
結
的
推
論
関
係
か
ら
し
て
、
ま
ず
は
、
〈
競
に
起
こ
っ
た

事
実
〉
に
お
い
て
、
い
か
な
る
観
念
的
な
る
も
の
も
決
し
て
優
先
し
て
は

な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
る
主
知
性
の

み
が
先
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
悪
の
事
実
の
積
極
的
な
る
現
実
性

六
八

た
る
所
以
、
即
ち
、
偶
然
性
、
そ
れ
は
単
に
そ
の
反
対
も
可
能
で
あ
る
こ

と
の
み
で
な
く
、
そ
れ
の
一
種
の
自
発
性
を
も
意
味
す
る
が
、
そ
れ
を
喪

失
し
て
し
ま
い
、
一
切
の
悪
は
、
善
の
相
対
性
と
な
り
、
〈
最
善
観
〉
は
決

定
論
と
類
を
同
じ
く
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
来
か
ら
、
〈
悪
の
観
念
〉
と
く
悪
の
事
実
〉
の
因
果
性
が
、
あ
ま
り
に

も
重
視
さ
れ
る
飛
法
上
の
犯
罪
規
定
に
拘
束
さ
れ
て
、
人
は
し
ば
し
ば
推

定
と
か
先
入
晃
と
か
想
像
力
（
ぎ
¢
・
σ
Q
ぎ
舞
同
象
）
に
わ
ざ
わ
い
さ
れ
、
そ
こ

で
の
閾
時
的
区
別
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
必
然
性
と
確
実
性
と
の
相
互
の

隠
蔽
性
を
霞
覚
し
な
い
。
例
え
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
引
用
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
法
廷
に
て
人
を
弁
護
す
る
調
子
で
、
神
の
正
義
を
立
証
し
よ
う
と

す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
〔
註
9
〕
と
、
云
う
。

　
法
廷
で
は
、
真
根
に
徹
し
な
い
ま
ま
に
、
手
が
か
り
や
真
ら
し
さ
、
殊

に
推
定
や
先
入
見
に
基
い
て
、
審
議
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
神

は
、
エ
ヴ
ア
が
蛇
に
誼
さ
れ
る
こ
と
は
前
か
ら
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
エ

デ
ン
の
楽
圏
に
入
れ
た
と
す
る
事
柄
を
、
そ
れ
を
ま
る
で
、
後
見
人
が
托

さ
れ
て
い
る
子
供
を
堕
落
の
き
っ
か
け
の
見
え
て
い
る
場
所
に
や
り
な
が

ら
も
、
神
様
故
に
悪
を
欲
し
た
の
で
は
な
い
と
強
弁
す
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
、
全
く
、
途
方
に
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
〈
悪
の
予
見
〉
と
く
悪
の
事
実
〉
と
の
連
関
は
、
刑
法
学
上
考
え
ら
れ
て

い
る
様
に
、
因
果
系
列
上
の
繊
来
事
で
は
な
い
。
即
ち
、
悪
の
予
見
と
は
、

あ
く
ま
で
も
ア
プ
ジ
オ
リ
に
全
体
な
る
も
の
が
優
先
す
る
立
脚
地
（
象
ぴ

q
盆
§
㊦
σ
q
。
籍
邑
ぞ
岬
藪
）
か
ら
く
一
般
的
悪
〉
に
つ
い
て
こ
そ
容
認
さ
れ
る

も
の
で
、
そ
の
ま
ま
個
々
の
悪
の
事
実
に
つ
い
て
の
畢
見
で
は
な
い
の
で

あ
る
。
　
「
神
は
、
宇
宙
全
体
を
支
配
し
そ
の
部
分
は
、
悉
く
相
関
連
し
合
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ウ
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
神
が
宇
宙
を
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
考
慮
し
た
上

で
、
そ
の
全
体
の
結
果
か
ら
幾
ら
か
の
悪
を
妨
げ
な
い
方
が
い
い
と
覇
断

し
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
」
。
〔
註
1
0
〕
従
っ
て
、
我
々
は
次
の
事
を
理
解

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
神
に
と
っ
て
は
、
悪
の
一
般
的
理
由
が
あ
る
だ
け

で
個
々
の
悪
の
理
由
は
、
必
要
な
い
の
で
あ
る
」
。
　
〔
註
1
1
〕
。

　
右
の
論
述
は
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
個
々
の
悪
の
事
実
の
理
由
が
、
悪

の
ア
プ
リ
オ
リ
な
一
般
的
理
由
に
於
て
は
、
全
く
、
隠
蔽
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Q
さ
も
な
け
れ
ば
、
悪
は
、

こ
の
一
般
的
理
由
か
ら
し
て
、
境
実
性
に
お
け
る
全
体
な
る
も
の
（
例
え

ば
、
神
と
か
社
会
と
か
）
の
決
定
論
的
な
因
果
必
然
の
原
理
か
ら
し
て
、

一
切
の
善
と
の
相
対
化
と
し
て
起
こ
り
、
単
な
る
部
分
的
有
限
性
が
、
悪

と
規
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
く
な
り
、
悪
本
来
の
積
極
性
を
喪
・
黒
し
た
姿
で

理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
悪
の
事

実
の
本
来
の
自
由
な
る
自
発
性
の
宙
覚
の
根
拠
が
な
く
、
従
っ
て
そ
の
限

り
に
お
い
て
、
個
人
の
責
任
の
所
在
が
問
わ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
、
樵
会
や
神
に
そ
の
責
任
の
断
在
が
あ
る
と
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
個
々
の
悪
を
、
積
極
的
な
〈
悪
の
專
実
〉
と
し
て
認
め
る
以
上
、
そ
れ

は
自
由
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
人
の
自
由
の
意
味
に
お
い
て
、

悪
は
、
〈
事
奨
の
真
理
〉
を
そ
の
領
域
と
す
る
限
り
、
そ
こ
で
は
神
が
隠

蔽
す
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
悪
の

共
犯
者
で
は
決
し
て
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
、
町
会
に
つ
い
て
も

謙
り
で
あ
る
。

　
〈
神
は
、
ユ
ヴ
ア
が
蛇
に
誰
さ
れ
る
こ
と
を
筋
か
ら
承
知
し
て
い
る
こ

と
〉
と
く
エ
ヴ
ア
が
、
神
と
の
約
束
を
破
っ
て
、
知
恵
の
実
を
食
べ
る
こ

う
イ
ブ
ユ
ッ
ツ
の
悪
に
．
つ
い
て

と
〉
の
間
に
は
隔
い
か
な
る
必
然
的
な
決
定
論
的
霞
果
騰
係
も
あ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

は
な
く
、
本
来
爾
者
は
、
全
く
、
相
異
れ
る
異
次
元
の
同
聴
的
事
態
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア
プ
リ
オ
リ
に
は
、
永
遠
な
る
も
の
が
先
行
し
て
お
り
、

そ
こ
で
は
確
か
に
、
　
一
切
が
普
遍
的
に
相
互
連
関
の
下
で
概
念
的
に
透
見

さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
神
に
よ
る
悪
の
許
容
は
、
専
ら
、
そ
の
立
場
か

ら
主
張
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
個
々
の
悪
の
事
実
に

お
い
て
は
、
神
は
、
悪
の
共
犯
者
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
事

実
と
し
て
惣
発
し
て
来
た
と
こ
ろ
の
そ
の
悪
の
本
来
の
根
源
は
、
神
の
う

ち
に
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
元
来
、
〈
神
の
悪
の
許
容
の
理
由
〉
と
く
悪
本

来
の
起
原
〉
と
は
、
全
く
、
そ
の
根
拠
を
異
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ワ
な
い
の
で
あ
る
Q

　
〈
悪
の
予
見
〉
と
く
悪
へ
の
堕
落
〉
と
は
、
全
く
、
次
元
を
異
に
す
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
、
田
常
的
推
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
絹
互
に
継

起
す
る
因
果
的
事
態
と
考
兇
て
、
そ
の
系
列
の
中
へ
決
定
論
を
持
込
ん
で

し
ま
う
も
の
だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
〈
知
性
対
信
仰
〉
の
ア
ポ
リ
ヤ
が
残

る
の
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
の
没
隠
蔽
的
推
論
上
の
混
乱
を
、

人
事
に
よ
る
と
こ
ろ
の
く
推
定
〉
と
か
く
先
入
見
V
と
か
く
空
想
〉
と
か

呼
ん
で
至
る
断
で
細
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〔
7
〕
　
上
鵠
の
こ
と
か
ら
し
て
、
悪
を
問
題
に
す
る
に
は
、
二
つ
の
根

拠
（
域
露
。
σ
O
冨
）
、
即
ち
、
悪
の
許
容
の
根
拠
と
悪
の
惣
発
性
の
根
拠
の
区
溺

が
あ
っ
て
、
そ
れ
へ
の
ア
プ
ロ
；
チ
が
、
ア
プ
ジ
オ
リ
な
仕
方
と
ア
ポ
ス

テ
リ
オ
リ
な
仕
方
か
ら
同
時
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
G
完
結
的
推
論
関
係
か
ら
云
わ
れ
る
〈
悪
の
許
容
の
管
理
〉
と
く
悪

と
い
う
も
の
の
本
来
の
根
源
性
〉
の
両
者
に
お
け
る
嗣
隠
的
相
互
隠
蔽
性

六
九



652

哲
学
研
究
　
第
五
菖
十
八
号

の
故
に
、
悪
の
許
容
が
、
主
知
的
な
必
然
性
の
原
理
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

神
の
霞
由
意
志
に
よ
る
決
定
、
選
択
で
あ
る
こ
と
が
、
可
能
に
な
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
そ
の
選
択
の
対
象
に
は
、
決
定
論
的
必
然
性
は
な
い
の
で

あ
る
。
「
別
の
事
物
の
秩
序
系
列
も
同
様
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
そ
し

て
更
に
続
け
て
、
「
む
し
ろ
、
選
択
が
幾
つ
も
あ
る
可
能
性
の
間
に
行
わ
れ
、

意
静
心
が
対
象
の
優
越
的
善
良
（
貯
ぴ
。
纂
俸
℃
器
ぎ
工
区
①
詩
一
．
o
ぼ
簿
）
に
よ
っ

て
の
み
決
定
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
選
択
は
自
由
で
あ
っ
て
、
必
然
と

は
無
関
係
な
の
で
あ
る
」
〔
註
1
2
〕
と
、
云
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
に
我
々
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
意
的
性
格
を
見
い
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
述
で
は
、
意
志
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な

主
知
性
が
〈
超
絶
的
に
〉
（
伽
ヨ
ぎ
Φ
ヨ
ヨ
Φ
簿
）
〔
註
1
3
〕
に
隠
蔽
し
て
い
る
限

り
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
非
決
定
論
的
〈
選
択
〉
に
か
か
わ
る
と
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
、
敢
え
て
丞
う
な
ら
ば
、
神
の
決
意
の
行
わ
れ
る
場

所
は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
反
対
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
く
共
可
能
的

な
る
V
（
8
降
も
。
。
…
筐
一
瓢
）
と
こ
ろ
の
領
域
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
れ

は
、
又
、
〈
純
粋
可
能
性
〉
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
の
領
域
に
こ
そ
自

由
意
志
が
成
り
立
ち
、
悪
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
性
の
根
拠
も
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
根
か
ら
〈
悪
の
事
実
〉
が
、
自
発
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
、
我
々
は
、
こ
の
自
発
性
の
根
拠
の
本
質
と
し
て

の
共
可
能
性
に
つ
い
て
更
に
、
詳
論
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
〔
8
〕
　
こ
こ
で
云
わ
れ
る
〈
共
可
能
性
〉
と
か
く
純
粋
可
能
性
〉
と
か

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
意
味
す
る
〈
可
能
性
〉
と
は
、
全
く
異
な
る
も

の
で
あ
る
点
に
、
ま
ず
、
深
く
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
詳
細
に
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
〈
実
体
論
〉
か
ら
論
述
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、

七
〇

そ
れ
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
酷
な
る

点
を
の
み
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
〈
現
実
性
〉
と
く
可
能
性
〉
と
は
、
全
く
同
義
語
で
あ
っ
て
そ
こ
に
は

区
別
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
メ
ガ
ラ
学
徒
に
対
し
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
そ
の
津
別
の
定
義
を
為
し
、
〈
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
ナ
ト
ソ

性
〉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
　
「
或
る
も
の
が
可
能
な
も
の

と
云
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
或
る
も
の
が
ま
さ
に
そ
れ
の
可
能
性
を
有
す
る

と
云
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
な
る
当
の
現
実
活
動
が
、
こ
の
罵
る
も
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

属
し
て
お
り
、
し
か
も
な
ん
ら
の
不
可
能
（
不
都
合
）
な
こ
と
も
属
し
て

む
　
む
　
む

い
な
い
よ
う
な
場
合
に
で
あ
る
。
」
〔
註
1
4
〕
（
。
印
筆
者
）

　
更
に
、
〈
可
能
性
〉
と
く
現
実
性
V
の
連
関
に
つ
い
て
は
、
論
証
的
に
は

定
義
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、
質
料
と
形
相
と
の
梅
造
関

連
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
よ
り
低
い
存
在
形
式
か

ら
よ
り
高
い
存
在
形
式
に
連
続
的
に
段
階
づ
け
ら
れ
た
自
然
の
全
体
構
造

を
表
町
す
る
た
め
に
ど
う
し
て
も
、
そ
の
区
別
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ロ
ゴ
ン

る
。
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
か
と
云
う
と
く
類
比
関
係
V
に

予
て
で
あ
る
。

　
「
も
の
が
現
突
態
に
お
い
て
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

が
ひ
と
し
く
同
様
に
（
同
一
義
的
に
）
そ
5
云
わ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

甲
が
乙
の
う
ち
に
、
ま
た
は
乙
に
対
し
て
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
丙

は
丁
の
5
ち
に
、
ま
た
は
丁
に
対
し
て
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
類
比
関
係

に
よ
っ
て
そ
う
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
〔
註
1
5
〕

　
た
と
え
ば
、
種
子
は
、
可
能
的
に
は
樹
木
で
あ
り
、
青
銅
は
、
可
能
約

に
は
塑
像
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
存
在
の
く
自
然
的
生
成
な
い
し
技
術
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的
形
成
の
過
程
〉
の
説
明
を
可
能
に
す
る
た
め
に
く
可
能
性
〉
、
と
く
現
実

性
〉
な
い
し
、
〈
潜
勢
〉
と
く
顕
勢
〉
と
が
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
る
Q
〈
生

成
の
過
程
〉
に
お
い
て
種
子
に
は
樹
木
が
か
く
れ
、
〈
形
成
の
過
程
〉
に
お

い
て
青
銅
に
は
塑
像
が
か
く
れ
、
そ
の
隠
蔽
性
の
故
に
〈
可
能
性
〉
で
は

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
し
か
し
な
が
ら
、
可
能
性
そ
れ
自
体
の
か
く
れ
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
場
合
に
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
、
デ
ュ
ナ
ミ
ス
と
し
て

　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

の
可
能
的
存
在
と
は
、
生
成
、
即
ち
、
現
実
化
の
原
理
の
下
で
常
に
、
〈
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

実
性
〉
と
類
比
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
か
く
れ
た
現
実
態
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
り
　
　
む

と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
生
成
の
反
対
の
可
能
の
か
く
れ
ま
で

を
論
究
し
て
い
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Q

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
〈
可
能
性
〉
と
い
う
も
の
を
、
　
一
方
、
シ
ェ
リ
ン
グ

は
、
ユ
切
の
形
を
受
取
り
得
る
素
材
の
よ
う
に
、
勿
論
、
探
る
無
限
の
可

能
性
を
提
供
す
る
如
く
見
え
る
」
〔
註
1
6
〕
と
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
神
の
予
見
的
主
知
性
が
そ
こ
で
は
隠
蔽
し
て
し
ま
う
べ
き
と
こ
ろ

　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

の
純
粋
可
能
性
の
場
所
を
ど
う
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
し
て
、
ラ

イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
う
ち
で
理
解
し
な
い
。
即
ち
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、

「
そ
れ
自
体
、
無
規
則
で
あ
る
も
の
」
を
そ
こ
に
認
め
ら
れ
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
神
は
、
そ
の
完
全
性
か
ら
す
れ
ば
、
唯
　
つ
の
も

の
を
欲
し
得
る
の
み
で
あ
る
か
ら
」
で
あ
る
。
そ
し
、
て
、
次
の
よ
う
に
云

う
、
「
神
的
知
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
、
即
ち
、
そ
の
う
ち
に
於
て
神
が

自
己
を
観
念
的
に
或
い
は
、
原
像
的
に
実
現
す
る
最
元
初
的
智
慧
の
う
ち

に
は
、
唯
一
つ
の
可
能
的
世
界
あ
る
の
み
で
あ
る
8
〔
註
1
7
〕

　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
明
ら
か
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
〈
可
能
性
〉
を
、
ア
ヅ

ラ
イ
ブ
轟
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

リ
オ
リ
な
主
知
性
の
立
場
に
お
い
て
の
み
理
解
…
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
〈
純
粋
可
能
性
〉
の
中
へ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
予
見
再
主
・
知
性
を

決
し
て
持
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
我
々
は
、
そ
の
こ
と
を
完
結
的
推
論
の

立
場
か
ら
、
紹
互
隠
蔽
性
の
原
理
の
下
で
明
確
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。

　
〔
9
〕
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
で
は
、
　
彼
の
云
う
〈
純
粋
可
能
性
〉
、

〈
共
可
能
性
〉
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
非
決
定
論
的
〈
選
択
の

可
能
性
〉
の
根
拠
と
し
て
、
決
断
の
場
所
と
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
現
実
の
宇
憲
は
、
多
く
の
可
能
的
な
る
世
界
の
中
か
ら
選
択
さ
れ

た
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
反
対
の
世
界
も
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
宇
雷
以
外
に
そ
の
反
対
の
可
能
的
宇
宙
の
存

在
に
つ
い
て
、
ど
5
に
も
理
解
幽
来
な
い
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ゲ
に
宛
た
返
事

の
手
紙
の
中
で
、
次
の
よ
・
）
に
書
い
て
い
る
。

　
「
『
も
し
、
こ
の
宇
蜜
を
一
つ
の
集
合
と
見
な
す
な
ら
、
多
く
の
他
の
宇

寅
が
あ
る
と
い
5
風
に
、
云
5
こ
と
は
出
来
な
い
』
と
あ
な
た
は
、
つ
け

加
え
て
お
、
ら
れ
ま
す
。
も
し
、
宇
宙
が
、
す
べ
て
の
可
能
の
集
合
で
あ
れ

ば
、
こ
の
こ
と
．
は
正
し
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
す
べ
て
の
可
能
な
る
も
の
と
い
う
の
は
、
共
可
能
と
い

5
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
Q
だ
か
ら
、
こ
の
宇
宙
は
、
あ
る
種
の
共
可

能
の
集
合
（
ド
8
鵠
9
ぼ
0
5
儀
、
毒
①
8
慧
m
ぎ
Φ
泣
8
膨
留
0
8
も
。
路
銀
認
）
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
現
実
の
宇
宙
は
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
可
能

の
集
合
（
ず
o
o
臨
零
甑
。
嵩
留
6
蕊
源
℃
o
ω
臨
窪
①
ω
①
邑
。
。
尽
霧
）
、
即
ち
、
最
も

盤
か
な
複
合
体
を
形
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
可
能
の
集
合
で
す
。
そ
し
て
、

可
能
な
も
の
の
様
々
な
組
合
ぜ
、
あ
る
組
合
せ
は
他
の
も
の
よ
り
優
れ
て

七
｝
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い
る
よ
う
な
組
診
せ
が
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
多
く
の
可
能
な
宇
慮
が
あ
り
、

共
可
能
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
（
。
審
曼
Φ
8
再
審
δ
ご
血
⑦
8
暑
。
凱
げ
冨
）

が
、
一
つ
の
宇
宙
を
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
8
〔
詑
1
8
〕

　
可
能
（
琶
ω
も
・
崖
Φ
）
と
共
可
能
（
8
暑
。
ω
ω
彦
φ
）
と
を
、
こ
こ
で
は
駿
別

し
て
、
こ
の
〈
共
可
能
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
集
合
〉
こ
そ
が
、
選
択
の
可
能

性
と
そ
の
選
択
の
充
足
理
由
の
問
題
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
で
は
、
〈
生
成
〉
と
は
く
発
展
的
過
程
〉
を
と
る

こ
と
な
く
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
二
挙
に
」
（
ε
臼
＾
圃
．
§
8
も
）
な
さ

れ
た
も
の
、
耶
ち
、
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
選
択
の
決
定

の
後
に
は
、
選
択
の
共
可
能
性
そ
の
も
の
は
、
も
は
や
無
意
味
に
な
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
充
足
理
由
律
の
〈
超
絶
性
〉
〔
註
1
9
〕
の

故
に
、
そ
の
反
対
の
可
能
性
は
、
一
挙
に
か
く
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
、
我
々
は
、
〔
8
〕
簾
の
中
で
、
〈
絹
互
隠
蔽
性
の
原
理
〉
と

呼
ん
だ
。

　
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
、
そ
れ
が
神
の
で
あ
れ
、
エ
ヴ
ア
の
で
あ
れ
、

選
択
の
の
ち
の
充
足
理
由
律
か
ら
し
て
、
そ
の
選
び
出
さ
れ
た
世
界
、
即

　
　
む
　
む
　
む
　
む

ち
、
こ
の
酒
豪
の
脚
下
に
常
に
共
可
能
性
の
場
所
が
、
根
互
隠
蔽
的
に
存

在
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
〈
可
能
性
〉

を
絶
え
ず
、
〈
現
実
性
〉
と
の
類
比
の
関
係
に
お
い
て
考
察
し
、
そ
の
限
り

で
、
可
能
性
と
は
、
現
実
化
的
連
続
の
過
程
性
で
あ
っ
た
の
を
、
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
で
は
、
そ
の
媒
介
的
過
程
の
キ
ネ
ー
シ
ス
は
、
可
能
性
を
共
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

性
と
考
え
る
が
故
に
、
そ
こ
で
は
過
程
性
が
没
却
し
て
し
ま
っ
て
、
一
挙

む
　
　
　
む

に
成
る
、
鄙
ち
、
門
電
光
放
射
」
（
冨
達
σ
q
舞
♂
壼
）
〔
註
2
0
〕
の
如
く
決

七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
り
　
む
　
む
　
り
　
り
　
り

聾
す
る
と
考
え
た
が
た
め
に
、
所
謂
可
能
性
そ
の
も
の
は
、
そ
の
反
対
の

か
く
れ
の
故
に
、
〈
寄
集
性
〉
と
な
り
、
場
所
的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
思

う
。　

〔
1
0
〕
　
神
の
意
志
は
、
億
々
の
事
実
の
巌
々
の
決
断
で
は
な
く
て
、
永

遠
に
亙
っ
て
一
挙
に
な
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
決
断
の
場
所
は
、

エ
ヴ
ア
の
自
由
意
志
に
よ
る
決
断
の
場
所
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
も
、
そ
れ
は
同
時
的
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
、
エ
ヴ
ア
が

楽
園
で
蛇
に
譲
さ
れ
る
と
い
う
世
界
を
選
択
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
エ
ヴ

ア
が
犯
し
た
悪
（
神
へ
の
背
き
）
そ
れ
自
体
の
行
為
は
、
本
来
、
神
の
決

意
で
あ
る
筈
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
エ
ヴ
ア
の
犯
す
悪
は
、
あ
く

ま
で
も
エ
ヴ
ア
自
身
の
自
発
的
な
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
神
は

ニ
ヴ
ア
が
自
由
意
志
で
悪
を
為
す
が
ま
ま
の
搬
界
を
、
詞
晴
的
に
選
ん
で

い
る
こ
と
に
な
る
。

　
個
々
の
悪
の
目
的
原
因
の
本
性
的
根
源
は
、
共
可
能
的
な
る
場
所
に
根

差
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
即
ち
、
エ
ヴ
ア
が
蛇
に
誼
さ
れ
る
こ
と
を
神

は
、
予
め
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
く
悪
の
予
晃
V
の
故
に
、
エ
ヴ
ア
が

知
恵
の
実
を
た
べ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
は
か
か
わ
ら
ず
そ
の
実
を
た

べ
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
犯
す
そ
の
悪
の
予
見
は
、
あ
く

ま
で
も
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
主
知
性
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
知
性
に
依

っ
て
い
る
が
故
に
、
彼
女
の
犯
し
た
悪
は
、
犯
さ
な
く
と
も
い
い
悪
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

で
は
決
し
て
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
必
然
的
な
も
の
で
、
そ
の
反
対
が
不
可

む能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、
エ
ヴ
ア
が
、
神
と
の
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

束
を
破
っ
て
、
知
恵
の
実
を
た
べ
た
と
云
う
悪
の
事
実
の
真
理
は
、
そ
の

む
　
　
　
む
　
む
　
む

反
対
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
神
の
意
志
の
働
く
選
択
の
場
所
、
矧
ち
、
共
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可
能
な
る
場
所
に
、
エ
ヴ
ア
の
音
心
志
も
目
的
原
茸
と
し
て
の
自
由
意
志
で

あ
る
か
ぎ
り
、
同
じ
く
、
根
差
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ア
プ
リ
オ
リ
な
く
悪
の
予
見
〉
と
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
く
悪
の
事
実
〉

の
両
者
は
、
あ
く
ま
で
も
、
こ
の
様
に
厳
重
に
同
時
的
に
区
別
さ
れ
る
。

即
ち
、
こ
の
主
知
的
方
面
と
主
意
的
方
面
と
の
区
別
を
、
明
確
に
す
る
こ

と
か
ら
の
み
、
は
じ
め
て
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
の
悪
の
問
題
が
解
明
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
一
般
的
な
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
の
悪

の
理
解
は
、
専
ら
、
形
而
上
学
的
悪
と
し
て
の
く
欠
如
〉
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
観
念
的
本
性
か
ら
し
て
、
悪
の
予
見

の
立
場
か
ら
の
み
、
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
悪
の
予
見
は
、
悪
の
許

容
で
あ
り
、
善
の
相
対
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
、

類
意
の
原
理
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
悪
と
は
、
単

に
、
〈
形
蒲
上
学
的
有
限
性
〉
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
し
て
、
結
果
的

に
は
悪
そ
れ
自
体
の
本
性
は
、
本
来
の
積
極
性
を
蕉
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
の
様
に
悪
の
事
実
を
、
実
現
原
因
的

ア
プ
リ
オ
リ
な
主
知
性
か
ら
〈
表
窺
〉
（
葛
鷺
伽
沼
糞
蝿
§
）
〔
註
2
1
〕
す
る

ば
か
り
で
は
な
い
。
同
蒔
に
、
目
的
原
因
的
〈
自
発
性
の
仮
説
〉
の
下
で

く
表
出
V
（
の
属
贈
）
猷
Φ
切
ω
一
〇
誉
）
す
る
も
の
と
し
て
も
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
神
の
予
知
は
、
我
々
の
自
由
な
行
為
の
依
存
不
依
存
と
は
無
関
係
」

〔
詑
2
2
〕
な
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
様
に
、
神
の
予
知
の
決
定
性
は
、
由

由
意
志
に
反
す
る
も
の
の
如
く
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

確
か
に
、
「
予
見
さ
れ
て
い
る
事
は
、
必
ず
発
現
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
は
正
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
必
然
的
だ
と
い
う
こ

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

と
に
は
な
ら
な
い
」
〔
註
2
3
〕
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
神
の
予
知
そ
の

も
の
は
、
未
来
の
偶
然
的
事
実
の
決
定
に
は
、
何
物
を
も
附
加
え
な
い
。

そ
の
決
定
が
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の

事
実
の
決
定
性
や
到
来
性
を
増
す
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
は
、
個
々
の
畜
奨
の
自
発
性
は
、
　
一
種
の
神
秘

（
ヨ
透
評
①
）
で
あ
り
、
神
の
予
見
か
ら
ど
こ
ま
で
も
独
立
に
表
出
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
予
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
真
が
決
定
さ
れ
る

の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
定
し
て
い
る
か
ら
、
真
で
あ
る
か
ら
予
見

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
〔
註
2
4
〕

　
羅
的
原
因
的
に
は
、
従
っ
て
、
個
々
の
悪
の
事
実
の
紅
舌
は
、
根
源
的

に
、
あ
く
ま
で
も
共
可
能
な
る
場
所
の
中
で
起
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し

て
、
神
の
予
見
の
う
ち
で
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
神
の
予

　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

見
と
は
、
表
現
的
に
必
ず
発
現
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
意
味
す
る
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
云
う
、
「
可
能
な
も
の
の
領
域
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
偶
然
的
事
実
性
は
、
そ
の
ま
ま
宙
由
な
偶
然
的
な
も
の
と
し
て
蓑

現
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
来
来
の
偶
然
的
事
実
の
予
知
も
、
そ
の
予
知

の
確
実
性
の
根
拠
も
我
々
を
函
惑
さ
せ
は
し
な
い
し
、
印
環
を
そ
こ
な
う

も
の
で
も
な
い
。
理
性
的
創
造
物
の
虜
由
な
行
為
と
い
う
未
来
の
偶
然
的

事
実
が
、
神
の
命
令
や
外
的
繋
属
に
全
然
依
存
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
を
予
見
す
る
こ
と
は
出
来
る
Q
神
は
、
発
麗
を
許
す
以
前
に
、
そ
れ

を
可
能
な
も
の
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

〔
註
2
5
〕

　
以
上
の
引
用
さ
れ
た
論
述
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
主
知
性
か
ら
区
別
さ
れ

七
三
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た
悪
の
事
実
を
、
専
ら
、
そ
の
事
実
性
に
お
い
て
共
可
能
な
る
領
域
に
根

差
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
悪
本
来
の
積
極
的
な

霞
発
性
の
根
拠
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
意
志
が
、
共
可
能
な

る
も
の
に
お
い
て
、
も
し
も
決
定
の
自
発
性
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
ビ

ユ
リ
ダ
ソ
の
騰
馬
が
、
類
え
死
に
す
る
よ
う
に
、
一
切
の
実
体
の
存
在
は
、

無
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
可
能
な
も
の
の
領
域
に
お
け
る
共
可
能
な
る
も
の

は
、
従
っ
て
、
均
衡
的
無
差
別
な
ど
で
ば
な
く
、
常
に
、
ど
ち
ら
か
へ
傾

く
力
に
満
ち
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
は
、
〈
傾
向
力
〉

（
O
O
鴬
障
＝
臼
ロ
）
、
或
い
は
、
〈
活
力
〉
（
く
置
⇔
象
毒
）
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　
我
々
は
、
こ
こ
で
、
次
の
事
柄
に
留
意
せ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

「
傾
か
せ
る
が
決
し
て
強
い
な
い
」
と
云
わ
れ
る
真
義
で
あ
る
が
、
か

か
る
〈
傾
向
力
〉
の
究
極
概
念
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
そ
れ
は
二
義

性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
、
〈
そ
れ
が
何
故
そ

う
発
現
し
て
、
別
の
よ
う
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
〉
と
い
う
選
択
の
理
由

は
、
実
現
原
因
か
ら
し
て
神
に
よ
っ
て
、
「
善
に
向
う
あ
ら
ゆ
る
傾
向
全
部

の
大
き
な
結
果
に
従
っ
て
、
絶
対
的
に
最
善
で
あ
る
も
の
を
選
び
、
永
遠

真
理
の
最
高
必
然
性
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
罪
を
許
容
す
る

こ
と
が
却
っ
て
、
神
の
叡
智
、
善
意
、
完
全
性
に
か
な
う
」
〔
註
2
6
〕
と
こ

ろ
の
普
遍
的
な
鴇
℃
融
鴇
纂
盆
§
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
る
一
方
、
し
か

し
な
が
ら
、
他
方
で
は
偶
然
的
事
実
は
、
根
源
的
に
神
の
実
現
原
因
の
う

ち
で
決
定
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
神
の
意
志
か
ら
す
れ
ば
、

発
現
を
許
す
〈
以
前
〉
に
、
そ
れ
を
、
所
謂
可
能
な
る
も
の
の
領
域
に
於

て
、
そ
の
自
発
性
の
⑦
×
箕
。
。
。
も
・
圃
9
θ
を
そ
の
ま
ま
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

七
四

　
〈
以
前
〉
と
は
、
時
間
上
の
後
先
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
〈
前

以
て
〉
、
〈
予
め
V
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
〈
先
行
〉
⑤
艮
簿
毬
①
5
8
）

す
る
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
実
現
原
因

的
ア
プ
ジ
オ
リ
な
主
知
的
予
見
に
、
同
時
に
先
立
つ
と
こ
ろ
、
即
ち
、
そ

こ
で
は
、
そ
の
永
遠
の
真
理
が
全
く
隠
蔽
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
こ
そ
、
神
の
命
令
や
外
的
原
因
に
全
然
依
存
し

　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　

むな
い
と
こ
ろ
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
露
霜
原
因
の
立
場
が
開
か
れ
る
。

　
も
し
も
、
こ
の
よ
う
な
、
悪
の
積
極
的
な
根
拠
と
な
り
う
る
と
こ
ろ
の

む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

自
発
的
な
賃
貰
認
ω
陣
9
を
認
め
な
い
で
、
そ
れ
を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
突

現
原
因
か
ら
誘
醤
ゆ
鴇
自
註
表
す
る
ば
か
り
の
主
知
的
な
決
定
と
し
、
〈
傾

向
力
〉
の
傾
き
の
決
定
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
神
の
知
性
に
帰
す
る
の
み

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
〈
無
為
の
理
〉
（
す
ω
◎
℃
ぴ
冨
ヨ
Φ
O
錠
霧
・
。
Φ
¢
図
）

即
ち
、
窃
分
の
願
う
こ
と
が
起
こ
る
筈
な
ら
ば
、
何
も
為
さ
ず
に
い
て
も

起
こ
る
し
、
起
こ
ら
な
い
筈
な
ら
ば
、
い
く
ら
骨
を
折
っ
て
も
起
こ
り
つ

こ
な
い
、
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
古
来
か
ら
の
宿
命
論
的
決
定
論
の
腰
弁

に
落
込
み
、
そ
れ
を
決
し
て
克
服
出
来
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
我
々
は
、
騒
的
原
因
、
即
ち
、
不
可
思
議
な
く
自
発
性
の
原
理
〉
か
ら

す
れ
ば
、
神
の
主
知
的
な
決
定
の
以
前
か
ら
、
そ
の
決
定
と
同
晴
的
に
、

偶
然
的
で
あ
り
、
自
由
で
あ
っ
た
し
、
今
も
又
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
我
々
は
、
臼
下
、
〈
目
的
原
因
の
国
〉
（
鴇
σ
q
器
締
ω
。
謬
。
。
①
ω
罰
9
一
①
。
・
）
、

郡
ち
、
常
に
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
は
、
共
可
能
な
る
場
所
に
立
脚
す
る

も
の
で
あ
る
。
　
「
無
為
に
し
て
い
れ
ば
、
願
っ
て
い
る
こ
と
が
得
ら
れ
な

い
の
み
か
、
注
意
に
よ
っ
て
防
げ
る
褐
を
も
招
く
こ
と
に
な
る
」
〔
註
2
7
〕

の
で
あ
る
。
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た
と
え
、
こ
の
現
実
が
、
神
に
よ
っ
て
最
善
の
倣
界
と
し
て
選
ば
れ
、

「
有
れ
！
」
と
い
う
力
強
い
言
葉
で
、
そ
れ
の
発
見
が
許
さ
れ
た
も
の
だ

と
し
て
も
、
「
こ
の
命
令
は
、
事
物
の
仕
組
を
、
い
さ
さ
か
も
変
え
ず
、
事

物
が
、
純
粋
可
能
性
と
し
て
既
に
あ
っ
た
通
り
に
し
て
置
い
て
あ
る
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
そ
し
て
、
「
偶
然
的
な
も
の
、
自
由
な
も
の
は
、

神
の
予
見
の
下
に
煮
て
も
、
神
の
命
令
の
下
に
於
て
も
、
等
し
く
、
依
然

と
し
て
、
偶
然
的
で
あ
り
、
膚
滋
で
あ
る
。
」
〔
註
2
8
〕

　
斯
く
て
、
〈
悪
の
予
見
〉
と
く
悪
の
事
実
〉
は
、
継
起
的
に
で
は
決
し
て

な
く
、
寧
ろ
同
時
的
に
、
厳
重
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ

た
。
両
者
の
関
係
は
、
因
果
性
か
ら
の
必
然
的
継
起
と
し
て
の
繊
来
事
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
神
は
、
エ
ヴ
ア
が
蛇
に
誼
さ
れ
る
こ
と
は
、

前
か
ら
承
知
し
て
い
な
が
ら
、
楽
園
に
入
れ
た
」
と
い
う
事
態
と
、
「
後
見

人
が
托
さ
れ
て
い
る
子
供
を
、
堕
落
の
き
っ
か
け
の
見
え
て
い
る
場
所
に

置
く
こ
と
」
と
は
、
全
く
、
異
な
れ
る
事
態
で
あ
る
。

　
前
者
で
は
、
両
者
の
区
別
が
、
主
知
的
方
向
と
窪
発
的
主
意
的
方
向
の

相
互
に
対
応
的
に
同
時
に
起
こ
っ
た
も
の
、
そ
の
同
時
的
事
態
に
お
け
る

主
知
的
予
見
（
蛇
に
誰
さ
れ
る
こ
と
を
、
前
か
ら
承
知
し
て
い
る
）
が
、

単
に
、
先
立
つ
場
合
と
、
共
可
能
な
る
場
所
（
エ
ヴ
ア
が
、
蛇
に
註
さ
れ

る
こ
と
は
、
そ
の
反
対
も
可
能
で
あ
っ
た
）
が
、
単
に
、
先
立
つ
場
合
と

が
、
区
別
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
こ
の
二
つ
の
場
合
が
、

同
蒔
的
に
相
互
に
隠
蔽
し
合
っ
て
、
逆
転
換
的
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

そ
れ
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ

の
二
つ
の
場
合
が
、
混
同
さ
れ
た
。
そ
の
同
時
鍼
医
鋼
性
が
、
没
隠
蔽
的

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

に
な
り
、
予
見
と
事
実
と
が
、
継
起
的
に
因
果
関
係
を
形
成
す
る
か
の
如

く
、
或
い
は
、
必
然
的
過
程
性
と
し
て
の
決
定
論
的
事
態
で
あ
る
か
の
如

く
、
〈
推
定
〉
し
く
空
想
〉
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
5
。

　
〈
悪
の
予
見
〉
と
く
悪
の
事
実
〉
と
は
、
悪
そ
れ
自
体
の
同
時
的
事
態

の
永
遠
の
真
理
と
、
事
実
の
真
理
と
の
二
つ
の
絶
対
的
に
区
別
さ
れ
た
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

面
で
あ
っ
て
、
両
者
の
媒
介
的
に
発
展
す
る
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

そ
こ
で
は
、
立
脚
地
が
、
全
く
、
逆
説
的
に
聞
時
的
転
換
し
て
い
る
秩
序

む
　
む
　
　

の
関
係
な
の
で
あ
る
。
そ
の
同
時
的
秩
序
の
区
別
を
、
全
く
、
考
慮
に
入

れ
ず
、
単
に
、
没
隠
蔽
的
に
イ
マ
ジ
ナ
ス
イ
オ
ソ
し
、
膚
己
の
立
つ
場
所

の
逆
転
換
の
可
能
を
知
ら
ず
、
且
、
相
互
転
換
の
予
定
的
調
和
の
秩
序
を

知
ら
ず
、
あ
る
立
脚
地
の
固
執
か
ら
、
他
方
を
没
隠
蔽
豹
に
対
象
化
し
、

そ
れ
の
転
変
を
発
展
と
し
て
〈
推
定
〉
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
悪
の
予
見
の
概
念
か
ら
、
そ
の
悪
の
事
実
が
、
分
析
的

に
帰
結
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
悪
の
問
題
は
、
〈
分
析
判
断
V
か
ら
解
明
的

に
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
〔
1
1
〕
　
B
・
ラ
ッ
セ
ル
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
語
一
述
語
の
論
理
を
、

主
と
し
て
分
析
的
判
断
と
理
解
し
た
が
、
そ
の
立
場
か
ら
す
る
と
〈
形
而

上
学
的
悪
〉
、
即
ち
、
〈
制
限
〉
（
甥
鼠
陸
簿
δ
5
）
が
、
罪
悪
や
苦
悩
（
身
体
的

悪
、
精
神
的
悪
）
の
根
本
で
あ
る
。
道
徳
的
悪
を
、
形
蒲
上
学
的
悪
か
ら

し
て
解
明
せ
ん
と
す
る
限
り
、
悪
の
問
題
は
、
本
質
的
に
、
〈
完
全
性
の
欠

如
〉
の
思
想
に
収
約
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
故
に
、
最
善
の
原
理
の
下
で
、

悪
の
根
源
的
積
極
性
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
か
く
て
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
の
掲
げ
た
倫
理
学
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
、
同
じ
よ
う
な

誤
謬
を
も
ち
、
よ
く
似
た
帰
結
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
」
〔
註
2
9
〕

七
五
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そ
れ
で
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
、
善
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
本
性
と
同
様
に
、

悪
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
本
性
を
主
張
し
て
い
る
点
を
、
ラ
ッ
セ
ル
も
認
め
て

は
い
る
が
、
彼
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
も
し
も
そ
う
な
れ
ば
、
そ
れ
は
綜
合

判
断
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、
先
の
〈
悪
に
つ
い
て
の
欠
如
の
理

論
〉
が
、
全
薗
的
に
崩
壊
す
る
〔
註
3
0
〕
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ラ
ッ
セ
ル
に
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
罪
と
か
地
獄
の
肯
定
は
、
単
に
、

当
時
の
教
会
の
権
威
の
下
で
、
無
知
と
蒙
昧
主
義
の
擁
護
者
（
。
｝
套
5
屈
○
呂

た
ら
ん
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
〔
註
3
1
〕
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
思
う
に
、
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
、
〈
悪
の
予
見
〉
に
く
悪
の
事
実
〉
は
、

主
語
－
述
語
の
論
理
か
ら
し
て
、
分
析
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
そ
れ
故
に
、
『
悪
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
本
性
』
と
『
形
而
上
学
的
悪
の
思

想
、
即
ち
、
〈
欠
如
の
理
論
V
』
と
は
、
決
し
て
相
互
に
相
容
れ
な
い
も
の

と
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ど
こ
ま
で
も
、
主
知
的
立
場
か
ら
の
く
最
善
の
凍
理
V
を
理
解
す
る
こ
、
、

と
か
ら
す
れ
ば
、
絶
対
的
な
意
味
で
の
悪
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
本
性
を
、
容

認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
確
か
に
、
神
の
一
般
的
な
悪
へ
の
辛
見
が
、

個
々
の
悪
の
事
実
を
分
析
的
に
含
む
と
云
う
の
は
、
〈
類
比
の
原
理
〉
に
基

づ
く
器
質
①
器
纂
隻
0
5
の
最
善
説
の
理
鰹
か
ら
す
る
限
り
に
お
い
て
、
正

し
い
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
悪
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
ア
ポ
ス
テ

リ
オ
リ
な
鼠
的
原
因
を
、
そ
の
漂
理
、
そ
の
仮
説
に
反
す
る
か
ら
、
そ
れ

を
容
認
せ
ず
、
そ
れ
を
単
に
、
当
時
の
教
会
の
権
威
や
権
力
者
に
迎
合
し

た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
一
物
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
と
思

わ
れ
る
。

　
漂
理
的
に
・
も
、
論
理
的
に
・
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
患
索
に
は
、
逆
説
的

七
六

に
岡
釣
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
立
脚
地
の
同
時
的
転
換
の
融
通
無
碍
の
能

力
が
働
い
て
い
た
と
思
う
。
ラ
ッ
セ
ル
は
、
そ
こ
で
の
ア
ポ
ス
テ
ジ
オ
リ

な
自
的
原
因
の
側
面
、
即
ち
、
〈
自
発
性
の
原
理
〉
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
の
問
題
が
、
決
し
て
、
類
比
の
原
理
に
の

み
限
ら
れ
て
い
た
と
は
、
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
、
悪
の
事
実
の

不
可
思
議
な
翻
発
性
、
独
立
性
が
、
先
立
つ
と
こ
ろ
で
は
U
め
て
、
永
遠

の
真
理
で
あ
る
最
善
性
と
う
ま
く
＜
適
合
〉
（
O
O
コ
h
O
憎
圏
点
伽
）
を
保
っ
て
、

悪
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
立
場
か
ら
の
、
絶
対
的
な
許
容
、
罪
の
赦
し
が
説
か

れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
〔
1
2
〕
　
〈
自
発
性
〉
に
関
し
て
、
「
弁
神
論
」
の
第
一
部
、
五
十
九
節
で

は
、
次
の
如
く
あ
る
。
　
「
意
志
の
行
為
が
、
そ
の
原
煽
に
依
存
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
実
を
云
う
と
、
人
閻
の
本
性
に
う
ま
く
適
合
し
あ
っ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
我
々
は
、
莫
迦
げ
た
宿
命
論
に
陥
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
殊
に
、
こ
の
自
由
な
行
為
の
依
存
牲
は
、
我
々
の
巾
で
、

不
可
思
議
な
自
発
性
（
毒
・
ω
零
翌
春
・
博
愛
費
く
①
幕
償
器
9
き
器
）
と
矛

激
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
精
神
は
、
他
の
凡

て
の
創
造
物
の
物
質
的
作
用
か
ら
独
立
に
、
決
意
を
行
う
こ
と
が
畠
来
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
あ
ま
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
由
回
発
性
は
、
我

我
自
身
の
行
為
に
つ
い
て
の
支
配
を
出
来
る
と
こ
ろ
ま
で
拡
げ
る
も
の
で

あ
る
が
、
実
に
、
こ
れ
こ
そ
、
予
定
調
和
説
の
収
穫
で
あ
る
。
」
〔
註
3
2
〕

　
自
発
性
の
原
理
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
く
共
可
能
な
る
場
所
〉
、
或

い
は
、
〈
純
粋
可
能
性
の
場
所
〉
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
。
そ
こ
は
、

神
の
決
断
の
場
所
で
あ
る
と
岡
時
に
、
エ
ヴ
ア
の
選
択
の
場
所
で
あ
っ
た
。

潤
的
原
因
と
し
て
の
意
志
の
根
拠
は
、
そ
こ
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
て
、
そ
れ
と
実
現
原
因
と
し
て
知
ら
れ
る
主
知
性
と
の
間
に
、
同

時
的
粗
互
逆
転
換
的
予
定
調
和
の
原
理
が
、
相
互
隠
蔽
性
の
下
で
働
く
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
単
子
論
」
の
中
で
、
「
実
現
原
困
の
世
界
と

冒
的
原
因
の
世
界
と
は
、
相
互
に
調
和
し
て
い
る
」
　
〔
註
3
3
〕
と
端
的
に

の
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
と
理

解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
漸
く
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
、
悪
の
聞
題
は
、
単
な
る
形
而
上

学
的
有
隈
性
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
根
源
的
な
、
我

我
に
は
不
可
思
議
な
自
発
性
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
知

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
宙
発
性
に
お
け
る
〈
悪
の
予

見
〉
と
く
悪
の
事
実
〉
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
我
々
は
、
　
一
層
、
論
究
せ

ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
改
め
て
、
彼
の
〈
心
身
関
係

論
〉
を
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
で
は
、
そ
の
連
関
に
お
い
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
知
性

（一、

ｬ
冨
籏
σ
Q
魯
8
）
と
は
、
具
体
的
に
は
、
我
々
の
精
神
（
邸
コ
①
）
に
嶽
り
、

自
発
性
、
或
い
は
、
偶
然
性
（
8
三
ヨ
σ
q
窪
8
）
　
と
は
、
我
々
の
身
体
及
び

基
礎
（
ご
冨
器
）
に
山
欺
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
〔
註
3
4
〕
が
故
で
あ

る
。
従
っ
て
、
我
々
は
、
予
定
調
和
の
原
理
を
深
く
知
る
た
め
に
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
の
心
身
関
係
に
つ
い
て
詳
論
す
る
に
必
要
な
稿
を
改
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
悪
の
自
発
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
満
足

せ
ぬ
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
　
　
　
〔
註
〕

1
　
男
≦
ワ
い
曽
冨
眠
コ
σ
q
”
O
鋤
。
・
芝
③
ψ
2
〔
二
日
の
護
総
三
陣
0
7
Φ
霞
翠
①
子
①
貫

　
①
ぎ
σ
q
Φ
憲
酔
簿
§
伍
臼
騨
》
跡
ヨ
Φ
時
§
σ
q
窪
く
Φ
照
日
嗣
ぎ
鶏
　
O
さ
　
鵠
。
誘
伶

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
悪
に
つ
い
て

　
男
二
貯
ヨ
§
ω
（
H
）
郎
も
盾
ψ
Φ
一
斗
O
巴
剛
）
●
ω
．
c
。
8
以
下
u
Q
o
冨
摂
コ
穿
q
と
略
す
。

2
　
ゲ
ー
ル
ハ
ル
ト
版
、
以
下
、
G
、
と
略
す
◎
≦
．
ψ
ト
っ
P

3
筐
獅
Q
o
．
H
嵩
。

4
薫
繕
ω
●
置
①
・

5
誠
儀
・
ω
幽
困
O
N

6
　
陣
甑
多
G
Q
曽
回
O
O
’

7
　
0
．
屋
．
Q
っ
．
も
◎
G
o
璽

8
　
ア
ル
ノ
ー
と
の
往
復
書
簡
の
中
で
、
仮
定
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
纂
件
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
出
て
来
る
際
の
推
論
関
係
は
確
実
で
は
あ
る
が
、
形
而
上
学
的
必
然
に

　
　
　
　
　
　
　
む

　
よ
っ
て
、
必
然
的
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
、
ア
ル
ノ
ー
茂
に
対

　
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
0

9
0
・
声
ω
．
①
O
●

10
@
薫
斜
Q
o
．
δ
●

11
@
一
真
鐸
ψ
“
O
．

12
@
薫
（
轡
ω
・
這
Q
。
．

13
@
陣
沼
気
●
ψ
①
お
．

　
　
①
ヨ
ぎ
Φ
鱒
禽
は
、
｛
o
村
言
筆
陣
興
（
形
絹
的
に
）
　
に
対
立
し
て
用
い
ら
れ

　
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
｛
o
H
暑
緊
醇
と
一
ム
う
の
は
、
例
え
ば
、
人
間
が

　
人
間
を
生
む
と
い
う
よ
う
な
暗
に
は
、
そ
の
完
全
性
は
、
同
じ
本
質
の

　
ま
ま
で
、
人
な
ら
ば
人
と
し
て
、
原
属
の
中
に
存
す
る
と
考
え
る
の
に

　
対
し
て
、
㊦
ヨ
ぎ
の
葺
費
と
は
、
例
え
ば
、
太
陽
の
中
に
太
陽
の
力
に
よ
っ

　
て
、
生
ず
る
も
の
、
例
え
ば
、
樹
木
の
姿
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
蒔
に

　
は
、
そ
の
完
全
性
は
、
卓
絶
的
に
原
困
の
中
に
存
す
る
と
考
え
る
。

14

@
「
形
川
上
学
」
H
巻
、
第
三
章
。

七
七
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同
　
　
　
上

ω
o
冨
摂
薦
．
も
り
尋
①
○
。
．

子
鐸
ψ
①
も
。
＼
忠
・

ρ
頃
．
G
o
．
α
刈
ω
■

第
六
章
。

　
　
謹
。
慧
傷
。
δ
σ
Q
閂
ρ
吻
ら
Q
刈
及
び
ω
c
c
参
照
。

　
　
凶
¢
9
密
メ

　
　
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
は
、
「
袈
現
」
お
勺
み
＄
碁
餌
瓜
8
と
「
表
出
」
窪
箕
霧
臨
§

　
と
の
区
別
に
つ
い
て
、
特
に
、
注
意
し
て
説
明
を
加
え
て
は
い
な
い
け

　
れ
ど
、
単
な
る
、
字
義
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
本
質
的
な
相
違
に
つ
い

　
て
、
留
意
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
区
別
性
に
は
じ
め

　
て
、
留
意
さ
れ
た
の
は
、
筆
表
の
知
る
か
ぎ
り
、
下
村
寅
太
郎
玩
が
は

　
じ
め
て
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
（
世
界
の
名
著
）
第
2
5
巻
（
中
央
公
論

　
社
）
η
頁
～
7
3
頁
参
照
。

22
@
Ω
■
謀
．
ω
．
お
①
●

23
@
薫
島
．
ω
■
這
ω
「

24

@
莚
9
ω
．
這
群
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des　Abschnitts　SelbstbenvttStsein，　d．　h．　die　〈SelbstEndigkeit　und　Unselbstandig－

keit　des　Selbstbewu6tseins，　Herrschaft　und　Knechtschaft＞　zu　interpretieren．

Dabei　ist　besonders　beabsichtigt，　die　hier　verborgenen　logisehen　Ztige

herauszuarbeiten．

　　　　　　　　　　　Das　Problem　des　B6sen　bei　Leibniz

unter　besonderer　Berifcksichtigung　des　Problems　der　“Spontaneitljt”

von　Yoshiaki　lkeda

　　Das　Problem　des　B6sen　bei　Leibniz　ist　in　der　traditionellen　Metaphysik，

z．　B．　bel　Schelling　nur　als　“Privatlon”　er6rtert　worden．　Trotzclem　gibt

die　radikale　Seite　im　B6sen　einen　Denkansatz；　diese　Seite　des　B6sens　hat

I．’e量bn三呂三n　se三ner　Hypo亡hese　vo窺der　Spontane圭亡tit　erfasst．　Ich　untersuche

in　meiney　Abhandlung　das　Problem　des　Bdsens　in　Leibniz’　Phi！osophie

von　dem　aktiven　Gesichtspunkt　der　Spontaneifa’t　her．
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