
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論北

　
岡
　
武
　
司
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カ
ン
ト
本
来
の
形
而
上
学
は
、
彼
自
ら
跡
付
け
る
形
而
上
学
の
進
歩
の
歴
史
に
よ
れ
ば
、
形
而
上
学
の
第
三
段
階
、
す
な
わ
ち
「
超
感

　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ク
ア
ィ
ン
な
　
　
ド
プ
マ
　
テ
ィ
ン
ム

性
的
な
も
の
へ
の
実
践
的
・
定
説
的
な
超
越
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
よ
う
、
伝
統
的
な
特
殊
形
而
上
学
の
対
象
で
あ
る
自
由
、
不

死
、
神
に
関
し
て
、
純
粋
な
理
性
認
識
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
且
つ
綜
合
的
に
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
「
超
越
し
は
、
ま
ず
実
践
理
性
の
分
析
論
で
道
徳
法
則
を
認
識
根
拠
に
し
て
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
於
け
る
自
由
の
実
在
性

　
　
　
（
註
［
）

に
到
達
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
と
と
も
に
物
自
体
の
世
界
で
あ
る
叡
智
界
の
現
実
性
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
二
種
の

理
念
に
関
し
て
も
超
越
論
的
述
定
を
な
し
と
げ
る
た
め
の
地
平
が
開
か
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
種
の
対
象
へ
の
超
越
は
、
自
由
に
よ
り

可
能
と
な
る
「
神
の
国
」
へ
の
超
越
で
あ
っ
て
、
実
践
的
諸
原
理
に
基
づ
い
た
「
最
高
善
の
概
念
の
演
繹
」
と
い
う
形
で
、
実
践
理
性
の

弁
証
論
に
以
て
遂
行
さ
れ
る
。
最
高
善
は
道
徳
法
則
に
規
定
さ
れ
た
意
志
の
究
極
の
客
体
で
あ
り
、
徳
と
幸
福
と
の
調
和
が
可
能
な
世
界

と
し
て
の
神
の
国
で
あ
る
。
不
死
と
神
の
現
存
性
は
こ
の
客
体
の
可
能
性
の
制
約
と
し
て
要
請
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
最
高
存
在
者
の
何

で
あ
る
か
と
い
う
事
象
実
質
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
規
定
さ
れ
る
。

　
自
由
に
よ
り
可
能
で
あ
る
も
の
一
切
が
実
践
的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
最
高
善
の
実
現
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
最
高
善
の
実
践

的
必
然
性
が
要
講
論
の
根
抵
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
定
言
的
命
法
の
客
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
可
能
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
”
い
U
¢
冨
暮
ω
け
し
⑦
暮
牙
ω
。
一
興
．
．
で
あ
る
。
併
し
吾
々
は
こ
こ
で
、
抑
々
何
故
自
由
に
よ
る
最
高
善
の

実
現
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
必
然
的
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
主
導
的
な
問
と
し
て
、
ω
形
而
上
学
的
な
認
識
の
根
拠
と
し
て
の
道
徳

法
則
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
P
　
②
如
何
に
し
て
道
徳
法
則
か
ら
最
高
善
の
概
念
が
尋
出
さ
れ
る
の
か
P
　
③
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

と
っ
て
ま
で
も
最
高
善
の
実
現
が
定
言
的
当
為
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
何
故
か
？
　
の
三
点
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
「
超
感
性
的
な
も

の
へ
の
実
践
的
・
定
説
的
な
超
越
」
の
た
め
の
、
実
践
的
な
領
野
に
於
け
る
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

…

　
道
徳
法
則
が
批
判
的
形
而
上
学
に
煮
て
認
識
根
拠
と
し
て
果
た
す
機
能
は
、
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
方
向
で
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ

は
遡
源
的
方
向
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則
は
ま
ず
そ
の
存
在
根
拠
で
あ
る
「
雑
な
る
超
感
性
的
な
も
の
し
（
く
N
工
め
M
c
。
記
ω
）
を
指
し
示
す
。

「
道
徳
法
則
の
主
体
」
（
～
◎
◎
）
は
、
自
ら
が
そ
の
無
調
約
な
当
為
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
存
在
根
拠
を
ば
、
自
己
自
身
の
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
純
粋
活
動
性
の
な
か
に
見
醒
す
こ
と
に
於
て
超
越
論
的
自
由
に
出
会
い
、
更
に
期
か
る
実
在
性
δ
寒
け
器
を
も
つ
も
の
§
と
し
て
の

自
己
、
物
自
体
と
し
て
の
自
己
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
道
徳
法
則
は
、
定
書
笠
懸
法
の
意
識
を
有
す
る
有
限
な
理
性
的
存

在
者
が
自
己
の
本
質
を
認
識
す
る
た
め
の
認
識
根
拠
§
δ
8
σ
q
¢
。
切
8
郎
9
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
他
方
で
は
、
前
進
的
方
向
に
於
て

も
同
様
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
道
徳
法
則
は
、
純
粋
実
践
理
性
が
呈
示
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
与
件
と
し

て
、
意
志
の
客
体
に
関
す
る
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
積
極
的
認
識
源
泉
」
（
b
σ
●
c
。
。
。
ω
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
有
る
べ
き
自
己
と
そ
の
自

己
が
実
現
す
べ
き
世
界
と
に
つ
い
て
の
実
践
的
認
識
は
こ
の
道
徳
法
則
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
即
ち
、
道
徳
法
則
は
自
由
と
意

志
の
客
体
と
の
中
間
に
あ
っ
て
有
限
な
主
体
の
本
質
認
識
を
齎
す
と
と
も
に
、
そ
れ
は
こ
の
本
質
認
識
（
自
己
の
客
観
的
規
定
）
に
基
づ

い
て
世
界
に
於
け
る
自
己
の
現
存
在
の
最
終
目
的
、
つ
ま
り
最
高
善
の
実
践
的
認
識
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
最
高
善
の
可
能
性
の
考
察
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
い
て
、
道
徳
法
則
は
更
に
不
死
と
神
の
現
存
在
の
要
請
へ
と
理
性
を
導
き
、
純
粋
理
性
の
対
象
に
つ
い
て
の
積
極
的
認
識
源
泉
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

躍
如
す
る
か
に
見
え
る
。
こ
の
所
謂
道
徳
的
論
証
は
、
道
徳
法
則
と
い
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
性
原
理
が
本
性
的
に
も
つ
要
求
の
そ
の
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

妾
性
を
演
繹
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
道
徳
法
則
に
源
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
問
題
の
抑
々
の
発
端
は
要
請
論
の
基
本
構
造
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
予
め
そ
れ
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
要
請
論
の
論
証
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み

は
、
全
体
と
し
て
照
れ
ば
、
道
徳
法
則
の
真
実
性
と
最
高
善
の
可
能
性
と
を
左
右
に
置
い
て
謂
わ
ば
綱
渡
り
の
如
き
均
衡
の
上
に
成
り
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
最
高
善
の
「
不
可
能
」
は
道
徳
法
則
の
「
虚
偽
」
を
証
明
し
（
く
．
N
卜
。
へ
）
、
逆
に
道
徳
法
則
の
真
実

性
は
そ
れ
が
要
求
す
る
最
高
善
の
可
能
性
の
想
定
を
必
然
的
に
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
る
。
実
践
理
性
の
優
位
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
呈
示

す
る
与
件
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
「
必
当
然
的
法
則
診
。
。
p
。
環
象
譲
。
。
。
冨
Ω
2
g
N
」
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
思
弁
理
性
は
こ
の
要
求
の
可
能

性
を
判
別
す
る
た
め
の
与
件
を
何
ひ
と
つ
も
た
な
い
と
い
う
点
に
な
り
た
つ
。
そ
れ
黒
髭
よ
り
も
前
提
さ
れ
る
の
は
道
徳
法
則
の
真
実
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
更
に
、
実
践
的
必
然
性
を
伴
っ
て
表
象
さ
れ
る
客
体
は
、
つ
ま
り
現
実
に
有
る
べ
き
も
の
壽
の
匿
ω
⑦
ぎ
。
。
。
一
圓
（
搾
9
5
ダ
層

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

中
＄
ド
記
ω
）
は
、
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
…
…
ヨ
α
σ
q
ぽ
げ
器
ぎ
日
雌
ゆ
（
唄
．
N
軌
9
鉢
ミ
さ
）
と
い
う
こ
と
が
、
裏
返
せ
ば
、
理
論
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

不
可
能
な
客
体
に
は
実
践
的
必
然
性
が
な
い
と
い
う
「
実
践
的
帰
謬
法
筈
。
。
霞
碧
羅
　
實
⇔
g
陣
2
ヨ
」
が
、
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン

ト
が
要
請
論
の
枝
葉
を
取
り
去
っ
て
そ
の
核
心
を
言
い
表
わ
し
た
次
の
文
章
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
諸
々
の
事
態
を
念
頭
に
置
い
て
読
ま

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
能
う
限
り
最
高
善
を
現
実
化
す
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
最
高
善
の
客
観
的
可
能
性
の
た
め
に
必
然
的

な
も
の
を
前
提
す
る
こ
と
は
、
世
界
に
於
け
る
如
何
な
る
存
在
者
に
も
避
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
前
提
は
道
徳
法
則
と
同
じ
く
必
然
的
で
あ

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

り
、
ま
た
、
道
徳
法
則
と
の
関
係
に
於
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
あ
る
」
（
一
N
。
N
軌
軌
》
体
醤
ミ
・
）
。
こ
二
に
言
う
最
高
善
の
客
観
的
可
能
性
の
た

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
に
必
然
的
な
も
の
と
は
、
ひ
と
ま
ず
不
死
と
神
の
現
存
在
だ
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
尊
老
は
最
高
善
の
第
一
の
要
素
、
つ
ま
り
「
道

徳
法
則
へ
の
心
術
の
旨
き
適
合
性
象
①
ま
白
σ
q
Φ
》
昌
α
Q
⑦
着
目
。
・
窪
冨
搾
畠
2
0
鼠
導
§
ひ
q
白
雲
ヨ
。
邑
卿
ω
甲
殻
O
・
翼
翼
」
（
く
・
賊
Q
o
め
）
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
必
然
的
な
制
約
で
あ
り
、
後
者
は
こ
の
「
道
徳
性
ω
一
け
無
。
算
箋
」
（
『
●
k
c
Q
軌
）
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
が
現
に
与
え
ら
れ
る
た
め
の
制
約
、

「
全
自
然
の
原
因
で
あ
っ
て
、
自
然
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
エ
現
存
在
山
器
U
霧
。
ぎ
・
ぎ
赴
く
8
仙
禽
二
部
霞
§
響
。
。
。
窯
亀
窪
窪
O
屋
8
匿

侮
興
σ
q
①
器
馨
窪
窯
簿
賃
」
（
鼻
翁
9
）
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
道
徳
的
論
証
が
主
題
的
に
は
不
死
と
神
の
現
存
在
と
を
「
要
請
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

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

論
証
に
あ
っ
て
は
、
能
う
限
り
最
高
善
を
現
実
化
す
る
こ
と
は
義
務
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
大
前
提
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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誓
学
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光
第
五
百
四
十
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九
八

さ
窪
曽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
四
）

饗
の
引
用
文
か
ら
明
ら
か
に
な
る
。

　
併
し
こ
x
で
、
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
と
主
題
的
な
ふ
た
つ
の
要
請
と
の
問
に
は
大
き
な
飛
躍
が
あ
る
こ
と
が
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ

う
。
実
際
に
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
実
践
的
必
然
性
を
伴
う
と
さ
れ
る
最
高
善
そ
の
も
の
の
可
能
性
で
あ
り
、
「
そ
れ
〔
最
高

善
〕
は
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
く
●
嵩
9
》
ミ
㌔
野
）
と
言
う
揚
合
の
主
峯
器
爵
と
い
う
言
葉
こ
そ
む
し
ろ
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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へ

わ
し
て
い
る
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
は
、
こ
の
可
能
性
の
要
請
を
直
ち
に
可
能
性
の
制
約
の
要
請
と
し
て
論
証
を
導
く
（
〈
㈹
ド
　
］
m
W
匿
①
①
H
　
当
量
）
。

そ
れ
故
カ
ン
ト
の
思
惟
を
補
え
ば
、
主
題
的
な
要
請
の
一
歩
手
前
で
最
高
善
そ
の
も
の
エ
可
能
性
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
主
題
的
な
要
請
の
根
抵
で
は
、
単
に
能
力
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
超
越
論
的
自
由
の
充
実
の

可
能
性
、
形
式
的
自
由
が
要
求
す
る
実
質
的
自
由
の
極
限
、
更
に
適
切
に
言
え
ば
、
自
由
の
帰
結
と
し
て
の
自
由
と
い
っ
た
も
の
の
そ
の

可
能
性
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
根
抵
的
な
要
請
は
、
「
究
極
鼠
的
た
る
最
高
善
に
人
間
の
力
の
及
ぶ
限
り
合
致
す
る
可
能

性
」
（
『
聾
め
c
Q
臥
D
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
、
「
自
由
」
は
《
我
信
ず
》
詠
。
・
9
9
。
の
対
象
で
あ
り
（
奪
鼻
9
）
、

要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
積
極
的
に
見
ら
れ
た
自
由
」
（
く
．
ミ
Q
。
）
の
謂
で
あ
っ
て
、
以
下
の
叙
述
が

含
む
「
自
由
」
も
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
「
併
し
、
如
何
に
し
て
一
体
ま
た
自
由
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
如
何
に
し
て
こ
の
種

の
原
因
性
を
理
論
的
且
つ
積
極
的
に
表
象
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
は
、
そ
れ
〔
要
請
論
〕
に
よ
っ
て
は
洞
察
さ
れ
ず
、
唯
か
玉
る
も
の
が
有

る
と
い
う
こ
と
の
み
自
「
α
跳
①
ぎ
。
ω
。
一
。
冨
も
。
鉱
が
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
こ
の
法
則
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
」
（
く
●
賊
へ
軌
）
。

自
由
は
超
越
論
的
能
力
と
し
て
は
、
か
エ
る
も
の
が
有
る
と
言
わ
れ
る
如
き
も
の
で
は
な
く
、
総
じ
て
有
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
特

殊
な
有
る
も
の
の
実
在
性
（
お
巴
諜
⇔
ω
）
で
あ
る
。
然
る
に
こ
こ
に
言
う
「
自
由
」
、
「
こ
の
種
の
原
因
性
」
は
有
る
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
「
自
由
」
の
現
存
在
こ
そ
が
最
高
善
の
可
能
性
の
た
め
の
直
接
的
な
制
約
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
主
題
的
な

要
請
は
、
こ
の
制
約
を
可
能
な
ら
し
め
る
制
約
を
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
最
高
善
は
現
実
に
有
る
べ
き
も
の
壽
ω
紆
。
・
・
ぎ
る
・
亀
で
あ
り
、
そ
の
実
現
は
無
翻
約
的
な
義
務
で
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ヘ
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
と
い
う
実
践
的
認
識
が
、
要
請
論
の
根
砥
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
に
有
る
べ
き
で
あ
る
故
に
、
ま
た
、
可
能
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
そ
れ
は
、
特
殊
な
種
類
の
原
因
性
で
あ
る
「
積
極
的
に
見
ら
れ
た
自
由
」
と
い
う
制
約
の
も
と
で
の
み
、
言
い
換
え

れ
ば
、
か
N
る
原
因
性
結
合
が
実
在
的
に
考
え
う
る
世
界
が
現
に
存
在
し
て
の
み
、
即
ち
「
叡
智
界
と
い
う
宇
宙
論
的
理
念
」
（
く
●
ミ
へ
）

に
客
体
が
対
応
し
て
の
み
、
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
か
旧
る
も
の
が
有
る
と
い
う
こ
と
」
、
即
ち
「
神
の
国
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

の
現
存
在
が
、
「
派
生
的
最
高
善
」
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
要
請
論
全
体
は
「
吾
々
の
意
志
の
客
体
と
し
て
の
最
高
善
と
い

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
院
五
）

う
実
践
的
概
念
に
於
て
、
そ
れ
ら
諸
概
念
〔
不
死
と
神
〕
を
合
一
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
（
く
．
賦
軌
）
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ふ
た
つ
の
主
題

的
な
要
請
は
む
し
ろ
こ
の
根
本
的
な
要
請
、
宇
宙
論
的
理
念
の
客
体
の
そ
の
現
存
在
の
要
請
を
構
成
す
る
二
分
肢
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

99

（
記
1
）

（
記
2
）

（
註
一
）

（
譲
二
）

（
二
三
）

以
下
、
括
弧
内
の
ロ
ー
マ
数
字
は
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
の
巻
数
を
示
す
。

以
下
、
括
弧
内
の
A
、
B
は
そ
れ
ぞ
れ
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
｝
版
、
第
二
版
を
示
す
。

カ
ン
ト
は
実
践
理
性
の
弁
証
論
に
於
て
「
自
由
」
を
も
「
要
請
」
の
内
に
算
入
し
て
い
る
が
（
く
・
ミ
Q
o
）
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
（
註
五
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

蓋
し
、
こ
こ
要
請
論
に
至
っ
て
神
学
は
「
道
徳
神
学
」
と
し
て
樹
立
し
、
最
高
存
在
岩
の
有
に
は
超
越
論
神
学
に
由
来
す
る
様
々
な
「
超
越

論
的
述
語
q
。
霧
N
窪
㊦
簿
匹
⑦
　
津
国
側
⇔
8
」
が
道
徳
的
属
性
（
述
語
・
実
在
性
）
に
加
え
て
結
合
さ
れ
て
、
以
っ
て
こ
の
存
在
者
の
事
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

実
質
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
獲
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
と
も
に
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
論
が
「
カ
ン
ト
の
本
来
的

　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

形
而
上
学
の
最
高
地
点
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

即
ち
、
紺
粋
奥
蜘
理
愴
の
「
諸
原
盤
」
こ
そ
、
「
第
一
の
与
件
ど
し
て
学
全
体
の
根
抵
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
く
●
N
◎
O
）
の
で
あ
っ
て
、

理
性
原
理
に
基
づ
く
「
学
全
体
」
は
、
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
が
塁
示
す
る
与
件
を
自
ら
の
原
理
と
し
て
も
つ
。
従
っ
て
こ
の
与
件
、
道

徳
法
則
こ
そ
「
学
全
体
」
の
冨
瓜
。
8
σ
q
5
。
。
。
8
昌
象
で
あ
り
、
「
積
極
的
認
識
の
源
泉
」
な
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
道
徳
法
則
は
「
諸
概
念
の

カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
〇
〇

　
　
　
　
構
成
に
基
づ
く
判
断
」
で
も
、
「
諸
概
念
の
…
…
可
能
的
経
験
へ
の
関
係
に
よ
り
間
接
的
に
」
導
出
さ
れ
た
命
題
で
も
な
く
、
「
諸
概
念
に
基

　
　
　
　
づ
く
直
接
綜
合
命
題
山
二
藍
。
・
讐
昏
①
駐
。
山
門
ω
①
雷
窪
。
。
じ
ご
Φ
σ
q
臥
剛
節
」
で
あ
り
、
「
定
説
O
。
σ
Q
ヨ
飴
」
で
あ
る
（
＜
σ
q
一
．
切
．
刈
ゆ
心
　
ゑ
9
）
。
そ
れ

　
　
　
　
故
道
徳
法
雨
は
「
実
践
的
・
定
説
的
」
な
形
而
上
学
に
あ
っ
て
不
可
侵
な
命
題
と
し
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
「
直
接
綜
合
命
題
」
の
故
に
、
道
徳
性
は
「
定
説
的
に
確
実
餓
。
α
q
箋
註
。
。
9
σ
q
①
≦
蕊
」
（
開
●
島
●
d
4
踏
軌
Q
。
へ
）
で
あ
る
と
需
い
う
る
の
で

　
　
　
　
あ
る
。

（
譲
四
）
　
ヘ
ス
（
類
。
騨
N
山
蹄
σ
q
譲
国
霧
m
）
は
そ
の
カ
ン
ト
研
究
書
で
、
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
「
第
二
の
事
実
①
ぎ
N
≦
鼻
①
。
。
両
群
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
ε
ヨ
」
を
想
定
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
果
し
て
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
と
同
次
元
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
詮

　
　
　
　
索
は
別
と
し
て
、
少
く
と
も
三
批
判
書
、
及
び
『
宗
教
論
』
か
ら
『
形
而
上
学
の
進
歩
』
に
至
る
ま
で
の
テ
キ
ス
ト
上
の
事
実
と
し
て
、
そ

　
　
　
　
れ
故
ま
た
、
カ
ン
ト
の
思
惟
に
於
け
る
事
実
と
し
て
、
　
一
般
に
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
が
道
徳
的
論
証
の
根
抵
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
は
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
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（
註
五
）
　
従
っ
て
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
根
本
的
に
要
講
さ
れ
て
い
る
の
は
不
死
で
も
神
で
も
な
く
、
自
由
の
宇
宙
論
的
理
念
に
客
体
が
対
応
す

　
　
　
　
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
宇
宙
論
的
理
念
と
は
、
道
徳
的
な
欲
求
能
力
と
そ
の
客
体
と
が
通
路
付
け
ら
れ
う
る
如
き
原
因
性

　
　
　
　
結
合
が
実
在
的
に
可
能
な
諸
物
の
秩
序
、
或
い
は
、
か
蕊
る
原
因
性
の
法
則
を
根
本
体
制
と
す
る
「
叡
智
界
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

　
　
　
　
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
上
の
仮
説
の
根
拠
は
、
要
請
論
で
も
「
自
由
」
が
頻
り
に
他
の
二
種
の
理
念
と
並
置
さ
れ
る
に
し
て
も
ー
ク
ロ

　
　
　
　
ー
ナ
ー
（
沁
・
　
剛
戸
出
O
鐸
O
畦
）
は
こ
の
点
に
カ
ン
ト
の
動
揺
を
見
て
い
る
が
一
併
し
、
そ
れ
と
同
じ
ほ
ど
頻
繁
に
「
叡
智
界
」
や
「
神
の
国
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
　
　
が
「
宇
宙
論
的
理
念
」
と
し
て
、
「
自
由
」
の
代
り
に
他
の
二
種
の
理
念
と
富
ん
で
呈
示
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
両
者

　
　
　
　
の
等
衝
性
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
が
動
揺
だ
と
し
て
髭
判
ず
る
の
は
、
「
自
由
に
基
づ
く
原
因
性
の
理
念
が
、
始
め

　
　
　
　
は
信
仰
要
請
と
し
て
で
は
な
く
、
思
弁
理
性
と
結
合
さ
れ
る
た
め
の
純
粋
実
践
理
性
の
認
識
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ
の
後
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
　
　
及
び
不
死
と
並
ん
で
信
仰
箇
条
と
し
て
要
請
論
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
は
「
自
由
」
と
い
う
語
の
二
義
性

　
　
　
　
一
実
践
的
自
由
と
超
越
論
的
自
由
の
区
別
と
い
う
意
味
で
は
な
い
一
に
考
慮
が
払
わ
れ
る
な
ら
ば
、
も
ば
や
動
揺
で
は
な
く
な
る
で
あ

　
　
　
　
ろ
う
。
卸
ち
「
自
由
」
は
、
一
方
で
は
理
性
的
存
在
者
一
般
の
超
越
論
的
能
力
を
意
味
し
、
そ
の
限
り
で
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
認
識
」
と



い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
事
実
に
属
す
る
事
柄
器
。
。
賦
。
け
ご
（
囚
陰
鮮
d
二
く
．
q
軌
O
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
で
は
、
「
自
由
に
基
づ
い

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

た
原
因
性
」
が
結
実
し
う
る
自
然
体
制
、
即
ち
、
「
叡
智
界
」
或
い
は
「
神
の
国
」
を
象
徴
的
に
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

限
り
で
は
信
仰
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
践
的
な
意
味
で
の
「
統
制
的
原
理
」
（
9
翁
O
●
傍
点
筆
者
）
な
の
で
あ
る
。

：二

　
　
　
最
高
善
は
　
7
5
来
人
格
の
状
態
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
道
徳
性
が
人
格
に
よ
り
あ
く
ま
で
も
主
体
的
に
成
就
さ
れ
る
べ
き

　
　
も
の
で
あ
る
如
く
、
徳
に
ふ
さ
わ
し
い
幸
福
の
享
受
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
格
の
内
部
で
生
起
す
る
事
象
だ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
蓋
し
、
理
性
の
実
践
的
関
心
は
元
来
幸
福
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
」
（
切
■
c
。
。
。
ω
）
と
い
う

　
　
問
い
か
け
に
理
性
自
ら
が
提
起
し
た
答
え
は
、
「
そ
れ
に
よ
り
汝
が
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
よ
う
に
行
な
え
し
（
ゆ
9
G
Q
Q
o
①
第
）
と
い
う
も

　
　
の
で
あ
り
、
「
徳
」
の
原
理
の
追
求
は
、
同
時
に
ま
た
「
幸
福
で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
鎌
①
毛
締
鎌
α
q
冨
評
σ
q
露
。
賦
同
脇
塞
器
げ
」
（
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
枯
。
）
と
い
う
人
格
の
有
り
方
の
追
求
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
し
カ
ン
ト
自
身
は
最
高
善
を
如
何
な
る
も
の
と
し
て
呈
示
し
て
い

　
　
る
の
か
。
以
下
、
主
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
方
法
論
」
に
拠
っ
て
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
へ

　
　
　
叡
智
界
に
あ
っ
て
は
道
徳
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
障
害
が
度
外
視
さ
れ
る
の
で
、
道
徳
性
と
幸
福
と
が
調
和
せ
る
「
体
系
も
、
必
然
的

　
　
に
思
惟
さ
れ
う
る
」
（
し
d
．
c
Q
q
Q
“
）
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
道
徳
法
則
を
規
準
と
し
て
「
自
由
そ
の
も
の
が
普
遍
的
幸
福
の
原
因
盛
①

　
　
q
巴
主
旨
⑦
山
曾
巴
一
σ
Q
。
B
①
『
⑦
昌
○
霞
。
謬
魯
σ
q
ぎ
蹄
と
な
り
、
従
っ
て
理
性
的
存
在
者
そ
の
も
の
が
斯
か
る
諸
原
理
に
導
か
れ
て
、
自
己
自
身

　
　
と
そ
し
て
同
時
に
他
者
と
の
永
続
的
な
福
祉
の
再
起
老
臣
禽
q
讐
①
冨
二
訂
霞
皿
σ
q
象
①
昌
¢
浅
讐
σ
q
ζ
畠
ρ
。
巳
。
屋
「
偶
聾
償
2
冨
｛
け
魯
≦
。
霞
魯
艮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

　
　
と
な
る
だ
ろ
う
か
ら
」
（
↑
鼻
9
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
の
「
自
ず
と
報
わ
れ
る
道
徳
性
の
体
系
」
は
単
な
る
理
念
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
ぎ
ず
、
そ
の
完
遂
は
、
「
何
人
も
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
と
い
う
制
約
、
即
ち
理
性
的
存
在
老
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
、
愉
も
全
て
の
個

　
　
人
的
意
志
を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
或
い
は
、
そ
れ
自
身
の
も
と
に
包
括
す
る
最
上
意
志
か
ら
発
源
す
る
か
の
如
く
な
さ
れ
る
と
い
う
制

瓢　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

約
L
（
b
d
匿
◎
。
ω
G
。
）
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
徳
の
究
極
的
な
実
践
的
理
念
が
あ
ら
ゆ
る
人
格
に
於
て
実
在
的
に
な
り
、
そ
れ
故
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
格
率
が
神
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
を
獲
得
し
、
し
か
も
神
聖
性
を
帯
び
た
意
志
に
基
づ
き
全
て
の
行
為
が
こ
の
意
志
通
り
に
な
さ
れ
る
σ
q
①
。
・
医
料
窪
と
い
う
契
機
が
、
道

徳
性
の
体
系
が
成
就
す
る
た
め
の
最
上
制
約
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
最
高
善
の
最
上
制
約
は
、
人
格
に
よ
る
道
徳
法
則
の

完
壁
な
自
己
化
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
制
約
へ
の
接
近
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の

併
し
最
高
善
は
人
格
に
於
け
る
徳
と
幸
福
と
の
調
和
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
ず
と
報
わ
れ
る
道
徳
性
の
体
系
し
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。

即
ち
、
「
両
要
素
の
実
践
的
に
必
然
的
な
結
合
箕
蹄
冴
。
ぎ
。
薯
窪
象
σ
q
①
＜
o
同
ぎ
9
h
§
σ
q
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
根
源
的
最
高
善
」
た
る

神
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
斯
か
る
「
結
合
」
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
体
系
、
或
い
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
状
態
が
最
高
善
、
乃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

至
、
「
派
生
的
最
高
善
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
鼓
に
言
う
「
最
高
善
」
は
、
実
は
最
高
善
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
饗
に

も
触
れ
た
如
く
、
既
に
最
高
善
の
可
能
性
の
綱
約
で
あ
る
。

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

　
し
か
も
、
饗
に
述
べ
た
人
格
の
最
高
善
は
世
界
の
最
高
善
を
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
故
に
、
こ
の
道
徳
性
の
体
系
の
思
想
の
必
然
性
は

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
最
高
善
は
人
格
に
於
け
る
両
要
素
の
実
在
的
な
原
因
性
結
合
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
右
に
展
開
さ
れ
た

よ
う
な
世
界
に
於
け
る
そ
の
人
格
の
現
存
在
で
あ
る
。
然
る
に
徳
の
完
成
と
い
う
も
の
は
共
同
体
に
於
け
る
人
格
の
現
存
在
を
も
前
提
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

る
。
他
老
と
の
関
係
を
捨
象
せ
る
道
徳
性
と
い
う
概
念
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
人
格
は
共
同
体
に
於
て
の
み
、
そ
れ
に
よ
り
自
ら
が
幸
福

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

に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
こ
と
を
行
な
う
（
し
u
．
Q
◎
G
Q
①
塗
）
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち
、
道
徳
的
行
為
は
共
同
体
の
中
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

同
じ
く
、
主
体
的
な
完
徳
の
結
実
と
は
い
え
、
己
ひ
と
り
の
幸
福
に
浸
り
う
る
人
格
に
於
け
る
最
高
善
と
は
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
二
人
格
に
於
け
る
最
高
善
の
所
有
L
（
刈
．
N
ト
っ
N
）
は
、
特
殊
な
原
因
性
が
両
要
素
の
「
実
在
的
な
結
合
」
（
翁
鼻
9
）
の
基
礎
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
る
よ
う
な
諸
物
の
秩
序
に
於
け
る
他
者
と
の
関
係
を
前
提
し
て
の
み
、
思
惟
可
能
と
な
る
。
そ
れ
故
「
自
由
」
が
、
す
な
わ
ち
自
己

沸
「
普
遍
的
幸
福
の
原
因
」
と
な
り
、
「
白
己
臼
身
と
同
時
に
他
者
の
永
続
的
な
福
祉
の
雪
起
者
」
と
な
り
う
る
如
き
共
同
体
も
最
高



　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
六
）

善
と
呼
び
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
感
性
界
の
と
は
全
く
異
っ
た
秩
序
を
も
つ
世
界
の
存
在
を
前
提
す
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
よ

う
な
秩
序
で
の
理
性
的
存
在
者
一
般
か
ら
な
る
共
同
体
を
含
ん
だ
全
体
が
、
つ
ま
り
「
最
高
の
根
源
的
な
善
の
現
実
性
、
即
ち
神
の
存

在
」
（
く
●
鼠
c
Q
q
）
と
い
う
前
提
の
も
と
で
の
み
可
能
な
、
徳
と
幸
福
と
が
因
果
的
に
結
合
さ
れ
う
る
世
界
が
、
或
い
は
「
自
由
の
体
系
」

（
印
G
o
G
o
◎
◎
）
と
呼
ば
れ
、
或
い
は
「
恩
寵
の
白
話
σ
q
壼
ヨ
σ
q
憂
一
8
」
（
ゆ
●
。
。
お
）
、
「
神
の
国
し
（
く
噛
N
Q
。
鴇
）
、
或
い
は
ま
た
「
派
生
的
最
高

善
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
最
高
善
は
抽
象
的
に
は
徳
と
幸
福
と
の
調
和
で
あ
る
が
、
併
し
右
に
緻
た
如
く
、
個
別
的
な
最
高
善
は
道
徳
的
世
界
の
成
員
全
体
の
徳

と
幸
福
を
も
前
提
し
、
更
に
後
者
は
神
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
世
界
秩
序
の
現
存
在
を
、
吾
々
の
見
解
で
は
宇
宙
論
的
理
念
の
対
象
と
し
・

て
前
提
す
る
の
で
あ
っ
て
、
徳
と
幸
福
と
の
結
合
と
い
う
概
念
は
こ
れ
ら
の
抽
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
併
し
、
意
志
の
究
極
の
客
体
に
あ

っ
て
は
徳
に
加
え
て
何
故
尚
も
幸
福
が
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
両
要
素
の
実
在
的
な
結
合
の
必
然
性
が
見
え
て
く
る
よ

う
な
視
点
が
果
し
て
吾
々
の
内
に
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
か
。
こ
う
し
た
闘
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
併
し
、

そ
の
前
に
ま
ず
も
っ
て
問
う
べ
き
こ
と
は
、
抑
々
最
高
善
の
一
要
素
と
さ
れ
る
幸
福
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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（
譲
六
）＊

こ
叉
で
も
、
吾
々
は
全
体
な
の
か
、
或
い
は
個
な
の
か
と
い
う
古
典
的
な
問
い
に
突
き
当
る
が
、
最
高
善
に
関
し
て
も
全
体
と
個
と
が
相
互
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

．
に
制
約
し
合
う
よ
う
な
循
環
的
な
関
係
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
格
に
於
け
る
最
高
善
の
現
実
性
は
、
共
同
体
の
成
員

全
て
の
徳
と
幸
福
と
の
レ
ア
ル
な
結
A
口
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
諸
物
が
、
従
っ
て
共
同
体
及
び
そ
の
成
員
が
、
叡
智
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
秩
序
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
、
全
体
の
も
つ
特
殊
な
構
造
乃
至
体
制
は
飼
に
於
け
る
両
要
素
の
実
在
的
な
原
因
性
結

合
を
保
証
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
現
実
に
反
映
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

最
高
善
を
人
格
の
状
態
と
し
て
も
把
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
問
題
な
し
と
せ
ず
、
と
い
う
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
併
し
「
徳
」
の

完
成
は
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
も
各
人
格
が
主
体
的
に
努
め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
「
徳
」

が
す
で
に
「
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
」
（
園
．
N
め
◎
）
と
重
な
り
舎
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
「
幸
福
」
は
「
幸
福
で
あ
る
に
ふ
さ

カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
三
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一
〇
四

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

わ
し
い
し
人
格
に
こ
そ
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
偏
り
の
な
い
理
性
の
判
断
に
於
て
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。
カ
ン
ト
は
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

「
最
高
善
の
規
定
に
於
け
る
純
粋
理
性
の
弁
証
論
に
つ
い
て
」
（
傍
点
筆
者
）
で
は
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
と
こ
ろ
で
徳
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

幸
福
と
が
一
緒
に
な
っ
て
あ
る
人
格
に
於
け
る
最
高
善
の
所
有
血
葦
切
。
。
。
一
霞
伍
㊦
ω
げ
α
。
訂
8
口
○
償
冨
ぼ
虫
昌
興
℃
臼
。
。
o
旨
を
形
成
し
、
し

か
も
こ
の
場
合
幸
福
が
道
徳
性
（
人
格
の
価
値
及
び
そ
れ
が
幸
福
に
値
す
る
こ
と
と
し
て
の
）
と
全
く
厳
密
に
比
例
し
て
分
配
さ
れ
て
、
あ

る
可
能
的
な
世
界
の
最
高
善
を
形
成
す
る
限
り
に
於
て
、
こ
の
最
高
善
は
全
体
を
、
即
ち
完
全
な
善
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
」
（
『
．
N
短
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

傍
点
筆
者
）
。
こ
の
よ
う
に
最
高
善
が
世
界
と
し
て
把
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
「
あ
る
人
格
に
於
け
る
最
高
善
の
所
有
」
が
可
能
に
な
る
よ
う

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

な
秩
序
乃
至
体
制
を
も
つ
世
界
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
世
界
と
し
て
の
最
高
善
は
人
格
に
於
け
る
最
高
善
の
可
能
性
の
制
約
な
の
で

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
。
そ
れ
故
、
人
格
の
最
高
善
と
い
う
概
念
に
不
合
理
は
な
い
と
信
じ
る
。

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
批
判
哲
学
は
幸
福
の
概
念
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
は
常
に
排
除
し
て
き
た
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
こ
鼠
で
は
問
わ
な
い
こ
と

　
　
α
⇒

に
す
る
。
吾
々
の
関
心
事
は
む
し
ろ
主
観
的
・
偶
然
的
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
こ
の
概
念
が
実
践
理
性
の
弁
証
論
に
至
っ
て
道
徳
的
意
志
の

客
体
の
一
要
素
と
し
て
復
権
す
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
蕊
で
も
お
そ
ら
く
例
の
「
方
法
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
（
く
●
団
。
）

が
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
普
遍
的
且
つ
必
然
的
な
意
志
規
定
の
原
理
を
確
定
す
る
段
階
で
幸
福
の
概
念
を
導
入
し

て
し
ま
え
ば
、
欲
求
能
力
の
概
念
が
自
然
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
幸
福
も
主
観
的
・
偶
然
的
な
も
の
以
外
は
存
在
し
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ず

な
い
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
幸
福
を
意
志
の
規
定
根
拠
の
考
察
か
ら
外
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
客
観
的
・
普
遍
的
な

幸
福
の
概
念
が
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
意
志
規
定
の
根
拠
と
し
て
で
は
な
く
、
（
規
定
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
自
律
的
に
与
え
る
）
意
志
の
そ
の
客
体
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
実
質
的
な
実
践
的
規
則
は
意
志

の
規
定
根
拠
を
下
級
欲
求
能
力
の
う
ち
に
措
定
す
る
が
、
意
志
の
全
く
形
式
的
な
法
則
が
存
在
せ
ぬ
と
す
れ
ば
、
如
何
な
る
上
級
欲
求
能

力
も
承
認
さ
れ
え
ぬ
で
あ
ろ
う
」
（
く
・
め
q
）
と
述
べ
て
い
る
。
併
し
、
事
実
は
こ
の
よ
う
な
懸
念
と
は
裏
腹
に
、
無
制
約
な
実
践
的
必
然
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
を
伴
っ
て
表
象
さ
れ
る
の
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
原
理
以
外
に
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
上
級
欲
求
能

力
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
は
否
定
し
難
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
ま
た
上
級
欲
求
能
力
の
客
観
的
・
普
遍
的

　
（
註
七
）

対
象
を
思
惟
す
る
展
望
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
欲
求
能
力
し
d
・
σ
q
Φ
ぼ
琶
σ
q
ω
く
・
§
α
σ
q
魯
と
快
営
。
。
酔
の
定
義
が
予
め
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
実
践
的
原
理
が
「
経
験
的
な
も
の
」
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
（
一
N
．
◎
》
嵩
ミ
・
）
と
い
う
意
図
に
基
づ
く
。
併
し
今
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
原
理
の

確
定
と
検
証
に
よ
り
、
少
く
と
も
上
級
欲
求
能
力
と
下
級
欲
求
能
力
と
の
匿
別
が
演
繹
さ
れ
、
前
老
の
客
観
的
実
在
性
が
承
認
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
当
然
の
こ
と
と
し
て
上
級
欲
求
能
力
の
客
体
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
思
惟
す
る
こ
と
を
も
要
求
す
る
で
あ
ろ

う
。
同
様
に
、
快
、
幸
福
に
つ
い
て
も
経
験
的
な
ら
ざ
る
も
の
が
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
こ
れ
ら
は
欲
求
能
力
の
対
象
の
現

存
在
に
よ
り
生
じ
る
表
象
で
あ
る
が
、
こ
の
能
力
の
二
義
性
に
よ
り
、
対
象
と
そ
の
現
存
在
に
よ
り
生
じ
る
表
象
と
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ

れ
二
通
り
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
生
命
と
は
存
在
者
の
も
つ
、
欲
求
能
力
の
法
剣
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
。
欲
求
能
力
と
は
、
自
ら
の
表
象
に
よ
り
、
こ
の
表
象
の
対
象
の
現
実
性
の
原
因
と
な
り
う
る
た
め
の
、
そ
の
存
在
者
の
能
力
で
あ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
。
快
と
は
、
対
象
あ
る
い
は
行
為
と
、
生
命
の
主
観
的
諸
制
約
と
の
一
致
の
表
象
、
即
ち
〔
対
象
あ
る
い
は
行
為
と
〕
客
体
の
現
実
性

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

に
関
す
る
あ
る
表
象
の
原
因
性
の
能
力
（
あ
る
い
は
、
そ
の
客
体
を
産
出
す
る
た
め
の
行
為
へ
と
主
体
を
規
定
し
て
い
る
諸
力
）
と
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

致
の
表
象
で
あ
る
」
（
『
．
め
》
ミ
き
）
。
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
で
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
x
で
は
生
命
、
欲
求
能
力
、

へ快
の
そ
れ
ぞ
れ
が
二
義
的
解
釈
の
可
能
な
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
こ
こ
で
の
中
間
項
で
あ
る
欲
求
能
力
の
二

重
性
か
ら
生
命
及
び
快
の
概
念
も
二
義
的
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
八
）

　
こ
x
で
は
特
に
「
快
」
の
概
念
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
快
は
「
生
命
の
主
観
的
諸
制
約
」
の
差
異
、
つ
ま
り
欲
求
能
力
の
法
則
の
差

異
（
実
質
的
か
形
式
的
か
）
に
よ
り
、
感
覚
論
的
、
又
は
心
理
学
的
な
快
と
、
謂
わ
ぽ
道
徳
的
な
快
、
又
は
幸
福
と
の
二
通
り
に
分
け
て

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
後
老
は
経
験
的
に
は
認
識
さ
れ
ず
、
感
性
界
の
諸
物
の
秩
序
に
従
え
ば
決
し
て
到
達
さ
れ
な
い

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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故
、
道
徳
的
行
為
の
動
機
と
は
な
り
え
な
い
。
従
っ
て
「
対
象
」
と
「
生
命
の
主
観
的
諸
制
約
」
と
の
「
一
致
の
表
象
」
は
、
一
方
で
は

傾
向
性
乃
至
自
然
的
欲
求
能
力
の
満
足
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
他
方
で
は
客
観
的
法
則
に
規
定
さ
れ
た
意
志
、
即
ち
、
尊
敬
と
い
う
道
徳

的
感
情
を
介
し
て
こ
の
法
則
を
「
主
観
的
に
充
分
な
規
定
根
拠
」
（
タ
Q
。
o
）
と
せ
る
意
志
と
、
そ
の
対
象
と
の
コ
致
の
表
象
」
、
即
ち

上
級
欲
求
能
力
の
満
足
で
あ
る
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
に
基
づ
い
て
、
何
ら
か
の
客
体
を
実
現
せ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
客
観
的
な
当
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
観
的
に
は

「
願
望
」
で
あ
る
。
願
望
≦
毒
。
・
畠
は
客
体
の
現
存
在
を
要
求
す
る
意
志
と
客
体
の
非
存
在
と
の
矛
盾
の
意
識
を
含
む
。
客
観
的
な
当

為
（
定
言
的
命
法
）
か
ら
生
ず
る
願
望
の
成
就
し
え
な
い
世
界
に
道
徳
的
存
在
者
留
ω
δ
。
『
鴇
ω
。
訂
毒
三
差
が
居
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の

道
徳
的
側
面
に
の
み
注
目
す
る
な
ら
ば
、
正
し
く
不
幸
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
も
こ
の
不
幸
は
、
有
限
な
理
性
的
存
在
春
が

自
己
の
客
観
的
規
定
（
上
級
欲
求
能
力
よ
り
生
ず
る
自
己
の
客
観
的
使
命
）
に
ど
こ
ま
で
も
忠
実
た
ら
ん
と
決
意
し
な
が
ら
も
、
働
き
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ろ

け
て
ゆ
く
べ
ぎ
世
界
が
決
し
て
そ
れ
を
成
就
し
え
な
い
よ
う
な
秩
序
乃
至
体
制
を
も
つ
こ
と
を
自
己
の
脆
さ
と
と
も
に
認
識
す
る
と
ぎ
、

ま
す
ま
す
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
道
徳
的
存
在
老
で
あ
り
且
つ
自
然
的
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
を
免
れ
え
な
い
有
限
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
九
）

理
性
的
存
在
老
は
、
従
っ
て
そ
の
存
在
の
発
端
か
ら
し
て
不
幸
の
只
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
践
理
性
の
「
弁
証
論
」
で
幸

福
を
以
下
の
如
く
定
義
す
る
と
き
、
重
な
ら
ぬ
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
す
矛
盾
の
投
映
と
し
て
の
不
幸
が
、
幸
福
を
緻
る
カ
ン
ト
の

眼
差
に
映
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
曰
く
、
「
幸
福
と
は
理
性
的
存
在
者
の
存
在
の
全
体
に
於
て
、
一
切
が
そ
の
願
望
と
意
志
通

り
に
な
る
よ
う
な
状
態
、
世
界
に
於
け
る
そ
の
存
在
者
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
故
自
然
が
彼
の
目
的
全
体
に
、
従
っ
て
彼
の
意
志
の
本
質

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

的
な
規
定
根
拠
に
一
致
す
る
こ
と
に
基
づ
く
」
（
く
・
N
鋤
軌
）
。
「
一
致
」
は
意
志
の
本
質
的
な
規
定
根
拠
と
自
然
と
の
不
一
致
の
否
定
、
音
“

志
と
そ
の
客
体
の
非
存
在
と
の
矛
盾
の
廃
棄
で
あ
る
。
而
も
こ
の
不
一
致
、
矛
盾
は
、
諸
物
の
感
性
的
秩
序
に
従
え
ば
端
的
に
克
服
し
え

な
い
も
の
、
併
し
無
限
に
克
服
す
べ
き
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
る
。
即
ち
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
は
自
由
（
超
越
論
的
能
力
）
を
自
ら

の
規
定
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
規
定
が
実
現
さ
れ
え
ぬ
世
界
に
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
行
き
場
の
な
い
自
由
、
感
性
界
で
は
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（
註
十
）

結
実
し
え
ぬ
自
由
を
超
越
論
的
能
力
と
し
て
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
斯
か
る
意
味
で
は
全
く
の
不
自
臨
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
、
道
徳
的
幸
福
の
概
念
は
、
「
吾
々
の
一
切
の
傾
向
性
の
満
足
」
（
し
d
ゆ
G
o
ω
り
）
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
内
容
は
実
質
的
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
蓋
し
、
そ
れ
は
こ
の
世
の
諸
物
の
秩
序
に
従
え
ば
、
成
就
し
え

ず
、
可
能
的
経
験
の
対
象
と
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
概
念
的
に
は
、
道
徳
的
幸
福
あ
る
い
は
善
を
装
う
す
る
幸
福
は
上
級
欲
求

能
力
の
満
足
と
し
て
把
え
う
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
超
越
論
的
自
由
と
い
う
能
力
の
可
能
的
客
体
に
対
す
る
原
因
性
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
将
来
的
な
現
実
性
、
つ
ま
り
道
徳
的
意
志
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
が
自
発
的
に
表
象
す
る
客
体
と
の
因
果
性
が
ひ
と
つ
の
道
筋
と

し
て
成
り
立
つ
こ
と
、
こ
れ
が
最
高
善
で
あ
っ
て
、
「
幸
福
」
は
斯
か
る
因
果
性
の
一
方
の
分
筆
、
即
ち
「
結
果
」
（
効
果
≦
三
《
§
σ
Q
）

と
し
て
把
捉
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
上
級
欲
求
能
力
の
客
体
と
は
道
徳
的
価
値
の
よ
り
増
幅
さ
れ
た
人
格
で
あ
る
。
「
自
由
に
よ
り
可
能
な
結
果
と
し
て
の
客
体
」
（
く
●
◎
屯
）

と
は
、
従
っ
て
そ
の
都
度
将
来
的
な
主
体
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
現
に
今
こ
x
に
有
る
主
体
に
と
っ
て
は
当
為
で
あ
る
が
、
行
為
を
行

う
こ
と
に
よ
り
現
に
有
る
自
己
と
な
し
う
る
。
併
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
当
初
は
客
体
で
あ
っ
た
「
意
志
の
行
為
へ
の
関
わ
り
方
象
。

ω
・
N
δ
ゲ
§
σ
q
号
ω
毛
質
魯
。
。
◎
写
象
Φ
譲
。
。
謬
島
言
凝
」
（
タ
窃
へ
）
は
、
そ
れ
が
自
己
化
さ
れ
て
も
尚
、
「
実
践
的
に
制
約
付
け
ら
れ
た
も
の

母
ω
箕
葬
晋
畠
b
d
①
島
ぼ
α
q
け
。
」
に
と
ど
ま
り
、
自
己
は
依
然
と
し
て
「
傾
向
性
と
自
然
的
要
求
と
に
基
づ
く
も
の
」
（
く
●
N
k
c
◎
）
で
あ
る
。
そ

れ
故
こ
の
有
限
な
主
体
は
再
び
客
体
と
し
て
自
己
の
有
る
べ
き
像
じ
d
ま
を
立
て
ざ
る
を
え
な
い
。
斯
く
し
て
こ
の
自
然
的
糊
約
か
ら
の

離
脱
、
自
由
の
実
質
の
獲
得
は
無
限
へ
と
反
復
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
「
人
間
は
自
然
的
に
強
制
さ
れ
う
る
こ
と
が
よ
り
少
く
な

り
、
そ
れ
に
反
し
て
道
徳
的
に
（
義
務
の
表
象
の
み
に
よ
っ
て
）
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
多
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
に
、
一
層
自
由
に
な

る
」
（
竃
◆
ω
∴
　
一
N
自
・
　
買
い
｝
N
い
》
醤
篭
N
●
）
と
　
＝
閑
わ
れ
る
如
く
、
「
意
志
の
道
徳
法
則
へ
の
適
合
性
象
。
》
昌
ぴ
q
・
旨
⑦
ω
。
。
窪
冨
緊
密
ω
乏
三
二
ω
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

唐
9
豊
。
。
鼻
2
0
窃
Φ
旦
（
く
●
k
◎
Q
め
）
の
度
合
O
扇
α
こ
そ
自
由
の
実
質
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
意
志
の
神
聖
性
」
と
い
う
実
践

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
理
念
（
唄
。
◎
o
博
）
は
そ
の
極
限
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
根
源
像
」
C
邑
罷
に
向
っ
て
「
無
限
へ
と
接
近
す
る
こ
と
が
全
て

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
有
限
な
理
性
的
存
在
老
の
唯
一
の
権
能
L
（
黛
●
登
9
）
で
あ
る
。
人
問
は
こ
の
意
志
（
格
率
）
の
神
聖
性
へ
の
「
途
上
に
有
る
窪
h
α
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ

≦
⑦
σ
Q
・
紆
窪
ω
。
ぎ
」
（
幻
∴
　
く
ト
　
N
c
◎
M
）
が
、
こ
の
「
途
上
に
有
る
」
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
傾
向
性
や
自
然
的
要
求
に
基
づ
く
も
の
、
実

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

践
的
に
制
約
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

　
従
っ
て
、
諸
物
の
感
性
的
秩
序
、
傾
向
性
や
自
然
的
要
求
を
前
提
す
る
限
り
、
「
幸
福
を
必
要
と
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
に
、
そ

れ
に
与
る
こ
と
が
で
き
ぬ
雪
雲
9
建
＾
ω
巴
σ
Q
蚕
け
げ
・
α
貯
塗
ぴ
q
」
ξ
臼
窪
田
≦
母
伍
齢
密
§
。
畠
菩
。
『
紆
周
。
・
色
び
窪
雪
篭
：
亀
訂
塗
ぴ
q
匿
ω
①
ぎ
」

（
く
．
N
め
O
）
如
き
状
態
が
三
徳
の
極
限
に
立
て
す
ら
人
格
の
う
ち
に
生
じ
て
来
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
道
徳
法
則
へ
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
十
一
）

合
性
を
完
全
に
実
現
し
え
た
意
志
が
、
そ
れ
自
身
に
於
て
は
す
で
に
道
徳
法
則
と
格
率
と
の
矛
盾
は
廃
棄
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
自

ら
は
世
界
（
自
然
）
の
原
因
で
は
な
い
た
め
、
こ
れ
を
「
生
命
の
主
観
的
制
約
」
に
一
致
せ
し
め
え
な
い
状
態
、
即
ち
、
自
由
に
基
づ
く

原
因
性
が
完
う
さ
れ
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
他
者
に
働
き
か
け
る
こ
と
な
き
心
術
の
神
聖
性
は
思
惟
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て

他
老
へ
の
働
き
か
け
は
結
実
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
実
こ
そ
本
来
的
意
欲
を
満
た
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
純
粋
意
志
（
上
級
欲

求
能
力
）
は
実
質
と
し
て
普
遍
的
他
者
を
把
え
て
い
る
故
（
第
五
章
参
照
）
、
結
実
と
は
「
自
由
そ
の
も
の
が
普
遍
的
幸
福
の
原
因
と
な

る
」
（
切
．
c
。
ω
9
）
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
徳
及
び
善
は
、
「
意
志
の
、
行
為
へ
の
関
わ
り
方
」
（
タ
ミ
）
に
存
し
、
従
っ
て
道
徳
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
か
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

瑚
へ
の
適
合
性
に
存
す
る
に
し
て
も
、
「
格
率
と
所
業
↓
m
け
と
の
問
に
は
尚
も
大
い
な
る
懸
隔
N
三
。
。
。
訂
霞
霊
ヨ
が
あ
る
」
故
、
た
と
え

神
聖
な
意
志
で
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
欠
如
態
で
あ
り
、
要
求
的
σ
。
象
肖
窪
σ
q
な
の
で
あ
る
。
福
音
書
の
聖
者
の
苦
悶
と
祈
り
は
こ
の

こ
と
を
証
す
で
あ
ろ
う
。
そ
の
心
術
は
他
者
に
働
き
か
け
、
且
つ
、
普
遍
的
他
老
を
自
己
の
内
に
担
い
つ
x
生
き
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

が
、
併
し
そ
れ
は
現
世
で
は
完
う
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
吾
々
の
内
な
る
聖
な
る
も
の
（
第
六
章
参
照
）
は
そ
の
実

現
を
無
制
約
に
命
令
す
る
の
で
あ
る
。

（
註
七
）
　
カ
ン
ト
は
道
徳
性
に
ふ
さ
わ
し
い
「
幸
福
」
の
概
念
に
対
し
て
明
確
な
定
義
は
下
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
意
志
の
規
定
根
拠
と
関
係
づ
け
て
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
言
及
す
る
場
合
、
幸
福
の
概
念
を
下
級
欲
求
能
力
乃
至
傾
向
性
の
満
足
に
限
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
意
志
規
定
か
ら
の
そ
の
概
念
の
排
除

　
　
　
　
を
あ
ま
り
に
も
強
調
す
る
た
め
、
解
釈
者
は
カ
ン
ト
の
幸
福
の
概
念
を
斯
か
る
一
面
的
な
も
の
と
し
て
断
定
す
る
と
い
う
錯
覚
に
陥
る
ほ
ど

　
　
　
　
で
あ
る
。
併
し
、
道
徳
性
に
調
和
し
た
幸
福
の
明
確
な
概
念
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
究
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
解
釈
者
は
そ
の
客
観
的
・

　
　
　
　
普
遍
的
な
概
念
を
可
能
な
限
り
明
確
に
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
こ
か
ら
更
に
概
念
構
成
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と

　
　
　
　
考
え
る
。
加
う
る
に
、
こ
の
概
念
内
容
が
明
る
み
に
取
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
今
や
最
高
善
の
両
要
素
の
結
合
の
必
然
性
が
よ
り
ょ
く
理
解

　
　
　
　
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
八
）
　
こ
の
叙
述
に
従
え
ば
、
生
命
は
有
機
体
と
し
て
の
生
命
が
廃
棄
さ
れ
て
も
な
お
生
命
と
し
て
妥
当
す
る
。
即
ち
、
生
命
と
い
う
表
現
は
こ
ム

　
　
　
　
で
は
「
将
来
の
永
遠
の
生
命
扁
①
ぎ
護
単
一
α
噂
。
ω
o
鼠
σ
q
乏
い
⑦
ぴ
。
コ
（
く
ミ
．
め
c
Q
ト
◎
）
を
も
考
え
に
入
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
「
将
来
の
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
　
遠
の
生
命
」
に
つ
い
て
の
展
望
は
、
今
既
に
そ
の
根
が
、
欲
求
能
力
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
法
則
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
と
し
て
、

　
　
　
　
本
体
と
看
倣
さ
れ
た
有
限
主
体
そ
の
も
の
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
能
力
こ
そ
「
吾
々
の
内
な
る
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
感
性
的
な
も
の
」
、
自
由
、
に
外
な
ら
な
い
。
生
命
は
自
然
的
存
在
者
の
生
命
と
し
て
は
下
級
欲
求
能
力
を
一
方
の
核
と
し
て
も
つ
。
併
し
同

　
　
　
　
時
に
そ
れ
は
、
道
徳
的
行
為
一
こ
れ
も
こ
の
世
の
生
命
が
続
く
限
り
感
性
界
で
の
現
象
と
し
て
時
間
規
定
に
服
さ
ざ
る
を
え
な
い
に
し
て

　
　
　
　
も
　
　
を
「
産
出
す
る
原
因
」
（
b
d
■
錯
。
。
）
、
即
ち
本
体
と
看
倣
さ
れ
た
有
隈
主
体
の
生
命
と
し
て
は
、
上
級
欲
求
能
力
を
永
遠
の
核
と
し
て

　
　
　
　
も
つ
の
で
あ
る
。

（
註
九
）
　
斯
く
考
え
る
な
ら
ば
、
レ
ッ
チ
ュ
（
孚
δ
恥
頸
い
α
冨
昆
）
が
、
「
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
た
め
の
本
来
の
弁
明
で
あ
る
」
（
ア
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ノ
ン

　
　
　
　
デ
ミ
ー
版
・
田
・
二
五
〇
頁
以
下
）
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
「
純
粋
理
性
の
規
準
」
に
於
い
て
「
恩
寵
の
国
」
と
「
自
然
の
国
」
に
言
及
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
　
　
た
箇
所
（
¢
。
。
蒔
O
）
に
探
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
充
分
首
肯
で
き
る
。
蓋
し
、
重
す
ぎ
る
自
由
を
背
負
わ
さ
れ
た
人
間
存
在
そ
の
も
の
瓦

　
　
　
　
構
造
に
根
ざ
す
根
本
矛
盾
は
、
む
し
ろ
満
た
さ
れ
ざ
る
欲
求
能
力
の
存
在
に
よ
り
か
え
っ
て
不
幸
の
意
識
を
惹
き
起
こ
し
、
斯
か
る
存
在
者

　
　
　
　
を
有
に
盃
ら
し
め
た
者
へ
の
恨
み
と
し
て
意
識
さ
れ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
併
し
弁
神
論
は
、
単
に
レ
ッ
チ
ュ
の
言
う
如
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
三
十
年
戦
争
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
徒
相
互
の
戦
い
が
繰
り
展
げ
た
悲
惨
な
「
分
裂
の
意
識
に
於
て
」
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
普
遍
的
に
、
と

　
　
　
　
い
う
よ
り
む
し
ろ
よ
り
個
別
的
に
人
間
存
在
の
こ
の
根
本
矛
盾
と
直
面
し
、
そ
の
う
え
尚
且
つ
こ
の
「
生
命
」
を
肯
定
せ
ん
と
す
る
限
り
、

　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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一
一
〇

　
　
　
　
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
従
っ
て
批
判
哲
学
全
体
を
舟
祖
論
の
た
め
の
弁
明
〉
℃
o
】
o
σ
q
δ
h
貯
↓
訂
。
象
N
Φ
Φ
ど
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ

　
　
　
　
う
。
こ
の
こ
と
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
の
最
後
の
一
節
（
カ
ヅ
シ
ー
ラ
ー
版
・
V
・
一
五
八
頁
以
下
）

　
　
　
　
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
謎
十
）
　
蓋
し
、
自
由
に
基
づ
く
原
因
性
は
、
意
志
に
対
す
る
純
粋
理
性
の
関
係
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
客
体
に
対
す
る
意
志
の
関
係
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
　
て
も
思
惟
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
定
雷
露
命
法
を
産
出
す
る
純
粋
理
性
の
働
き
口
。
。
巳
ぼ
5
σ
Q
山
主
幽
幽
窪
く
曾
旨
讐
博
そ

　
　
　
　
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
が
、
併
し
そ
の
内
容
が
永
遠
に
定
言
的
命
法
で
の
み
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
行
き
場
の
な
い
自
由
で
あ
る
。

　
　
　
　
自
由
と
い
う
叡
智
的
規
定
か
ら
発
源
す
る
義
務
は
意
志
を
介
し
て
実
現
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
が
産
出
し
た
「
当
為

　
　
　
　
ω
o
一
一
窪
」
は
「
有
ω
Φ
ぎ
」
に
ま
で
高
め
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
な
し
え
て
こ
そ
自
由
は
暴
き
意
味
で
自
由
と
な
り
う
る
の
で

　
　
　
　
あ
る
。

（
註
十
一
）
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
人
聞
に
あ
っ
て
は
不
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
併
し
定
言
的
命
法
は
究
極
的
に
は
意
志
の
神
聖
性
を
実
践
的

　
　
　
　
　
理
念
と
し
て
吾
々
の
前
に
立
て
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
死
と
人
格
の
同
一
性
を
前
提
し
て
一
こ
れ
は
循
環
で
あ
る
に
し
て
も
一
思
考

　
　
　
　
　
の
内
で
徳
の
完
成
の
極
限
を
試
み
に
措
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

四

　
要
請
論
は
斯
か
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
か
ら
そ
の
可
能
性
を
演
繹
す
る
。
併
し
こ
こ
で
吾
々
は
、
一
体
、
神
の
国
の
実
現
を
神
に

委
ね
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
か
、
感
性
界
の
法
則
に
従
え
ば
端
的
に
到
達
不
可
能
な
客
体
の
実
現
に
何
故
有
限
な
理
性
的
存
在
者
が
献

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

身
す
べ
き
な
の
か
、
と
間
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
併
し
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
本
来
的
形
而
上
学
の
最
高
地
点
に
あ
っ
て
恰
も
自
明
の
も
の
の
如

く
甫
提
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
概
念
は
、
そ
れ
が
内
包
す
る
両
要
素
の
結
合
を
も
含
め
て
、
定
言
的
命
法
と
し
て
表
象
さ
れ
る
道
徳
法

則
か
ら
、
或
い
は
、
こ
の
概
念
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
事
実
性
と
し
て
の
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
か
ら
、
導
出
さ
れ
う
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
併
し
、
実
践
理
性
の
分
析
論
で
の
展
開
は
果
し
て
こ
の
概
念
の
必
然
性
を
証
示
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
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ヘ
　
　
　
へ

　
定
言
的
命
法
と
い
う
事
実
は
有
限
主
体
の
道
徳
法
則
へ
の
依
存
関
係
を
含
む
（
く
6
c
o
＼
）
。
こ
れ
は
尊
敬
と
い
う
感
情
、
孤
立
さ
せ
て
見

れ
ば
主
観
的
に
す
ぎ
な
い
道
徳
現
象
に
よ
り
証
さ
れ
る
。
「
人
間
が
i
i
・
吾
々
の
知
見
に
従
う
限
り
で
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
あ
る
被
造
物
も

ま
た
ー
ー
立
っ
て
い
る
道
徳
的
段
階
は
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
で
あ
る
」
（
く
●
b
Q
o
）
。
そ
れ
故
、
定
言
的
命
法
ざ
8
σ
q
。
計
畠
2
H
ヨ
冨
墨
摺
ぐ

と
い
う
表
現
は
道
徳
法
則
が
感
性
に
及
ぼ
す
効
果
を
暗
に
含
ん
で
い
る
と
と
も
に
、
斯
か
る
効
果
を
蒙
ら
ざ
る
を
え
ぬ
、
感
性
に
制
約
さ

れ
た
意
志
が
道
徳
法
則
に
対
し
て
も
つ
関
係
、
つ
ま
り
有
限
意
志
の
有
限
性
に
由
来
す
る
依
存
関
係
を
も
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
併

し
こ
れ
は
、
道
徳
の
領
域
で
は
も
っ
と
も
原
初
的
な
現
象
で
あ
る
道
徳
的
感
情
を
視
野
に
置
い
て
、
定
言
的
命
法
と
い
う
与
件
か
ら
開
明

さ
れ
る
、
吾
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
か
ら
緻
た
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
事
柄
自
体
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
こ
の
関
係
は
逆
転
し
て
お
り
、

「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
は
こ
の
逆
転
し
た
関
係
を
含
む
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
定
言
的
命
法
そ
の
も
の
玉
可
能
性
の
考
察
か
ら
、

即
ち
、
定
言
的
命
法
は
ま
た
同
時
に
有
限
主
体
に
於
け
る
無
限
な
る
も
の
鼠
表
出
で
も
あ
る
と
い
う
事
実
の
確
認
か
ら
閲
明
さ
れ
る
。

こ
鼠
で
は
冒
頭
で
述
べ
た
道
徳
法
則
の
遡
源
的
方
向
に
於
け
る
「
讐
。
8
σ
q
ぎ
。
・
8
議
一
と
し
て
の
機
能
が
遺
憾
な
く
活
用
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。

　
道
徳
法
則
の
存
在
根
拠
と
し
て
の
自
由
は
、
こ
の
法
則
を
産
出
す
る
理
性
自
体
の
純
粋
活
動
性
に
存
す
る
。
実
践
的
使
用
で
の
理
性
の

純
粋
活
動
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
『
実
践
理
性
批
判
』
の
根
本
的
意
図
で
あ
っ
た
。
序
文
で
も
明
言
さ
れ
る
如
く
、
も
っ
ぱ
ら
「
純
粋
実

践
理
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
」
（
く
●
恥
）
た
め
に
こ
の
書
は
著
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
も
理
性
的
存
在
者
一
般
と
い
う
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
包
摂
さ
れ
う
る
範
例
と
し
て
は
差
し
嶺
り
感
性
界
の
理
性
的
存
在
者
以
外
に
見
出
さ
れ
ず
、
こ
の
概
念
の
妥
養
性
自
体
が
有
限
な
理
性

的
存
在
老
に
於
け
る
純
粋
実
践
理
性
の
客
観
的
実
在
性
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
エ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
先

ず
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
於
て
顕
示
さ
れ
る
限
り
で
の
理
性
の
「
純
粋
能
力
」
（
く
●
Q
Q
）
を
探
り
出
す
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら

な
い
。
即
ち
、
実
践
的
領
野
で
吟
味
さ
れ
る
理
性
も
そ
の
活
動
性
も
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
何

か
超
越
者
と
い
っ
た
も
の
に
帰
属
す
る
も
の
で
も
な
く
、
道
徳
法
則
を
定
言
的
命
法
と
し
て
意
識
し
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
引
き
受
け

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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一
＝
一

て
ゆ
か
ざ
る
を
え
な
い
有
限
主
体
そ
の
も
の
に
属
す
る
理
性
で
あ
り
、
活
動
性
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
純
粋
能
力
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
、

「
こ
の
能
力
と
と
も
に
今
や
超
越
論
的
自
由
も
確
立
す
る
…
…
」
（
く
．
c
Q
）
と
言
わ
れ
る
と
き
、
「
超
越
論
的
自
由
」
は
先
ず
有
限
な
理
性

的
存
在
者
の
δ
ρ
。
卸
Ω
。
。
。
と
し
て
言
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
定
言
的
命
法
な
る
表
現
は
無
制
約
な
拘
束
性
、
絶
対
的
な
必
然
性
を
内
包
し
て
い
る
。
如
何
な
る
他
律
的
な
実
践
的
規
則
も
、

経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
幸
福
を
媒
介
と
し
て
の
み
拘
束
性
を
有
し
、
そ
の
内
容
は
仮
言
的
命
法
で
指
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、

制
約
づ
け
ら
れ
た
拘
束
性
の
根
拠
（
調
約
）
は
常
に
幸
福
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
感
性
的
自
然
な
の
で
あ
る
。
然
る
に
定
言
的
命
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

空
欄
約
的
な
拘
束
性
は
、
こ
の
有
限
な
主
体
の
内
な
る
理
性
の
純
粋
活
動
性
に
そ
の
内
容
が
根
拠
を
有
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
即
ち
定

言
的
命
法
は
、
道
徳
法
則
が
「
あ
る
原
因
の
根
源
的
働
き
象
。
舞
ω
箕
ぎ
α
q
一
一
。
冨
鵠
壁
画
一
§
σ
q
①
ぎ
臼
¢
禁
。
冨
」
（
b
σ
．
α
刈
も
。
）
に
帰
因
す
る

こ
と
を
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
有
限
な
主
体
自
身
の
活
動
性
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
し
め
る
。
純
粋
実
践
理
性
の
働
き
は
、
『
道

徳
の
形
而
上
学
の
た
め
の
基
礎
付
け
駈
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
不
可
視
な
、
そ
れ
自
身
で
活
動
的
な
も
の
　
⑦
薯
。
。
。
。
d
ロ
。
。
ざ
窪
び
山
霧
｛
母

ω
ざ
げ
。
。
凪
げ
。
。
け
6
幾
σ
q
①
。
。
」
（
N
ヌ
c
Q
N
N
）
た
る
「
本
来
的
自
己
畠
ω
色
σ
q
窪
岳
。
冨
ω
曲
げ
盤
」
（
霜
●
恥
気
）
に
属
す
る
活
動
性
で
あ
る
。
道
徳
法

則
の
存
在
根
拠
と
は
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
於
け
る
本
来
的
自
己
の
超
越
論
的
能
力
に
外
な
ら
ぬ
。
道
徳
法
則
は
「
知
性
者
と
し
て

の
吾
々
の
意
志
か
ら
、
従
っ
て
、
吾
々
の
本
来
的
自
己
か
ら
発
源
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
吾
々
人
間
に
妥
当
す
る
」
（
h
く
●
c
Q
ト
o
k
）
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
鼠
に
言
う
本
来
的
自
己
は
ま
た
純
粋
意
志
と
も
呼
ば
れ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
』
に
拠
れ
ば
、
「
純
粋
意
志
の
概
念
」
は
「
純
粋
な
実

践
的
諸
法
期
」
か
ら
「
発
源
す
る
」
（
く
●
Q
Q
蔽
）
の
で
あ
り
、
加
う
る
に
、
「
純
粋
意
志
の
、
或
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
純
粋
実
践
理

性
の
客
観
的
実
在
性
は
、
道
徳
法
則
の
う
ち
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
謂
わ
ば
事
実
を
通
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
く
●
軌
ト
。
）
。
こ
x
で
は

道
徳
法
劉
と
純
粋
意
志
と
の
関
係
が
吾
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
か
ら
鰍
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
道
徳
法
則
が
純
粋
意
志
の
§
ざ
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、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

8
σ
q
ま
巴
窪
象
（
認
識
根
拠
）
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
実
践
的
諸
原
則
が
学
の
根
抵
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
第
一
の
与
件
」
で
あ
る
。

吾
々
に
と
っ
て
は
純
粋
意
志
の
概
念
は
こ
x
か
ら
発
源
し
、
而
も
「
与
件
」
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
確
実
で
あ
る
以
上
、
概
念
の
客
観
的
実

在
性
は
「
与
件
」
の
う
ち
に
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
併
し
斯
か
る
認
識
の
妥
当
性
は
、
事
柄
そ
の
も
の
x
順
序
か
ら
す
れ
ば
、
純
粋
意

志
が
先
な
る
も
の
で
あ
り
道
徳
法
覆
の
§
δ
・
ω
ω
曾
感
（
存
在
根
拠
）
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
構
造
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。

　
純
粋
意
志
は
主
体
自
身
に
も
隠
さ
れ
て
お
り
、
谷
げ
毛
三
》
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
表
開
象
，
さ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
活
動
性
が
主
体
自
身
の
う
ち
で
障
害
に
出
会
う
こ
と
に
よ
り
、
反
省
さ
れ
対
象
的
に
な
る
と
い
う
契
機
が
必
要
で
あ
る
。
「
本
来
、

意
欲
で
あ
る
」
（
箋
．
◎
o
O
o
o
）
も
の
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
傾
向
性
と
出
会
う
こ
と
に
よ
り
定
言
的
当
為
H
面
面
。
辞
畠
①
ω
ω
＆
窪
と
し
て
把

捉
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
道
徳
法
則
と
は
純
粋
意
志
を
方
式
化
し
、
概
念
的
に
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
こ
そ
純
粋
意
志
の
客
観
的
実
在
性
は
道
徳
法
則
の
う
ち
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
饗
に
も
言
及
し
た
如
く
、
定
言
的
命
法
は
有
限
主
体
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
根
拠
た
る
純
粋
意
志
は
先
ず
有
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

主
体
に
こ
そ
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
そ
れ
は
こ
の
存
在
者
の
「
有
ω
。
ぎ
」
に
叡
智
的
実
在
性
と
し
て
結
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
結
合
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
迄
も
な
く
、
超
越
論
的
観
念
論
が
内
包
す
る
物
自
体
の
思
想
に
よ
り
可
能
と
な
る
。
周
知
の
如
く
、
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
経
験
の
対
象
と
し
て
の
物
は
悉
く
時
空
の
制
約
下
で
因
果
律
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
故
、
絶
対
的
あ
る
い
は
超
越
論
的
「
実
在
論
」

に
立
て
ば
、
「
自
由
に
基
づ
く
原
因
性
」
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
反
定
立
も
言
う
如
く
、
「
自
由
と
い
う
超

越
論
的
能
力
」
は
「
世
界
の
外
側
髭
守
臣
巴
げ
号
H
毒
昏
」
（
切
・
画
団
O
）
で
の
み
想
定
し
え
よ
う
。
も
と
よ
り
こ
の
実
在
論
の
下
で
は
、

「
世
界
の
外
側
」
な
る
概
念
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
因
果
律
に
も
時
空
制
約
に
も
服
さ
ぬ
事
物
の
存
在
様
相
は
思
惟
不
可
能
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
。
併
し
同
じ
一
つ
の
「
客
体
を
二
重
の
意
味
に
取
る
よ
う
に
教
え
る
」
（
切
．
×
×
＜
同
H
）
批
判
的
観
念
論
の
下
で
は
、
「
原
因
と
し

て
の
物
そ
の
も
の
畠
ω
∪
貯
σ
q
ω
鑑
ぴ
ω
け
」
は
、
一
方
で
は
感
性
界
の
「
現
象
的
実
体
窪
び
。
・
邸
馨
猷
喜
無
益
◎
超
過
。
昌
」
で
あ
っ
て
、
「
諸
語
約

の
系
列
に
属
す
る
」
に
も
拘
ら
ず
、
他
方
、
「
そ
の
原
因
性
の
み
は
叡
智
的
な
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
た
」
（
じ
d
’
α
G
。
⑩
）
の
で
あ
っ
た
。
の

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
へ

み
な
ら
ず
斯
か
る
立
場
に
は
世
界
の
内
・
外
の
関
係
が
感
性
界
と
叡
智
界
と
の
関
係
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
斯
く
し
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
は
事
物
の
経
験
的
存
在
様
相
の
絶
対
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
自
由
の
論
理
的
可
能
性
を
救
っ
た
。

　
併
し
、
実
践
的
領
野
で
は
、
道
徳
法
則
か
ら
認
識
さ
れ
る
純
粋
意
志
の
客
観
的
実
在
性
が
物
自
体
の
客
観
的
実
在
性
、
及
び
こ
の
概
念

を
提
起
し
た
批
判
的
観
念
論
の
正
当
性
を
逆
に
証
明
し
返
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
端
的
に
定
立
さ
れ
た
《
我
》
が
そ
れ
自
身
を
叡
智
界

に
有
る
《
我
》
と
し
て
定
立
し
直
す
こ
と
を
通
じ
て
遂
行
さ
れ
る
。
『
実
践
理
性
批
判
騒
は
言
う
、
「
自
由
な
意
志
を
有
す
る
存
在
者
の
概

念
と
は
本
体
的
原
因
。
窪
。
。
留
置
象
ヨ
曾
曾
の
概
念
で
あ
る
」
（
く
●
恥
卜
。
）
。
然
る
に
道
徳
法
則
が
「
自
由
な
意
志
を
有
す
る
存
在
者
の
概
念
」

に
客
観
的
実
在
性
を
帰
す
る
以
上
、
こ
れ
は
亦
「
本
体
的
原
因
の
概
念
」
及
び
一
般
に
物
自
体
の
思
想
の
権
利
問
題
を
も
解
決
す
る
。
蓋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
、
自
由
と
い
う
超
越
論
的
能
力
が
世
界
の
内
側
首
β
臼
冨
ま
α
費
≦
警
、
鋪
ち
、
感
性
界
で
承
認
さ
れ
え
な
い
の
は
、
批
判
的
観
念
論

に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
純
粋
意
志
と
い
う
叡
智
的
実
在
性
と
主
体
の
「
有
」
と
の
必
然
的
な
結
合
は
、
同
時
に
亦
こ
の
有
限
な
主
体

が
自
ら
を
物
自
体
と
し
て
叡
智
界
に
定
立
し
直
す
こ
と
を
必
然
的
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
1
以
上
の
考
察
か
ら
、
道
徳
法
則
は
、
有
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

主
体
が
自
己
を
物
自
体
と
し
て
認
識
す
る
（
〈
σ
q
一
・
b
ご
．
蕊
O
）
た
め
の
§
ざ
8
α
q
コ
8
8
⇒
象
で
も
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
逆
に
言
え
ば
、

物
自
体
と
し
て
の
本
来
的
自
己
が
道
徳
法
剛
の
§
δ
需
ω
窪
象
な
の
で
あ
り
、
こ
の
法
瑚
は
一
方
で
は
現
象
的
実
体
で
も
あ
る
と
こ
ろ

の
有
限
な
主
体
に
於
て
打
ち
消
し
難
い
無
制
約
な
活
動
性
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
如
き
様
々
な
事
態
が
「
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
単
純
に
道
徳
法
則
が
与
件
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
根
拠
た
る
純
粋
理
性
の
側
で
の
事
実
、
「
理
性
が
純
粋
理
性
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹
　
　
、
　
、
　
、

現
実
に
実
践
的
で
あ
り
う
る
」
と
い
う
α
践
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
純
粋
意
志
、
物
自
体
、
更
に
は
叡
智
界
な
ど
の
諸
概
念
を
不
可

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

具
な
構
成
要
素
と
し
て
含
む
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
「
そ
れ
に
よ
り
根
源
的
に
立
法
的
な
も
の
と
し
て
。
一
ω
ξ
。
・
鷺
自
書
畠
σ
q
①
響
け
N
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

σq

F
げ
Φ
巳
（
我
斯
く
欲
す
、
我
斯
く
命
ず
ω
8
〈
。
一
ρ
ω
一
。
冒
げ
8
）
自
ら
を
告
示
す
る
純
粋
理
性
の
唯
一
の
事
実
」
（
く
●
c
。
窃
）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
こ
そ
が
、
吾
々
に
向
け
て
は
最
高
善
の
現
実
性
を
命
令
し
、
亦
何
も
の
か
に
向
け
て
最
高
善
の
可
能
性
を
要
請
す
る
当
の
も
の



で
あ
る
、
と
少
く
と
も
要
請
論
と
の
関
わ
り
に
於
て
は
そ
う
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五

　
　
　
前
節
で
は
聾
δ
8
σ
q
⇒
。
も
。
。
窪
象
と
し
て
の
道
徳
法
則
の
機
能
を
遡
源
的
に
援
用
す
る
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
有
限
主
体
の
自
己
認
識
を
傭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
醸
し
た
。
こ
の
自
己
認
識
と
そ
こ
か
ら
開
示
さ
れ
る
「
叡
智
界
の
現
実
性
」
（
網
●
N
御
門
）
と
に
よ
り
、
最
高
善
の
「
概
念
の
演
繹
し
を
超
越

　
　
論
的
に
（
く
●
推
め
G
Q
）
遂
行
す
る
た
め
の
場
所
が
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
の
主
題
に
迫
る
た
め
に
は
、
次
に
「
純
粋
理
性
の
唯
一
の

　
　
事
実
」
が
与
え
た
道
徳
法
則
の
内
容
そ
の
も
の
を
考
察
し
て
、
更
に
こ
の
自
己
認
識
を
深
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
、
如
何
な
る
も
の
が
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
方
に
企
投
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
根
源
像
が
自
己
の
本
質
に
織
込
ま
れ
て
い
る
か
に
掛
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
『
実
践
理
性
批
判
』
が
呈
示
し
た
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
は
、
「
汝
の
意
志
の
格
率
が
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て

　
　
妥
当
し
う
る
如
く
行
為
せ
よ
」
（
く
・
c
Q
軌
）
と
い
う
定
言
的
命
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
た
め
の
基
礎
付
け
』
で
展
開
さ

　
　
れ
た
四
定
式
の
綜
合
で
あ
る
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
併
し
四
定
式
の
汚
れ
に
も
見
出
さ
れ
ぬ
、
有
限
主
体
に
於
け
る
謂
わ

　
　
ば
無
限
性
の
表
出
と
い
っ
た
も
の
が
感
知
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
萌
芽
は
す
で
に
『
道
徳
形
而
上
学
の
た
め
の
基
礎
付
け
』
に
萌
し
て

　
　
お
り
、
そ
こ
で
の
叙
述
は
根
本
法
則
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
支
点
を
供
し
て
く
れ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
島
育
的
命
法
で

　
　
着
呂
す
べ
き
点
は
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
詠
。
。
勺
珍
N
ど
儀
霞
亀
σ
q
⑦
§
Φ
ぎ
窪
○
①
蓬
N
σ
q
Φ
げ
§
巴
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
x
に
言
う

　
　
「
普
遍
的
立
法
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
亦
、
斯
か
る
立
法
の
「
原
理
」
で
あ
る
と
は
如
何
な
る
事
態
を
意
味
し
て
い

　
　
る
の
か
。

　
　
　
『
基
礎
付
け
』
は
、
基
本
定
式
か
ら
展
開
さ
れ
る
他
の
三
定
式
に
見
出
さ
れ
る
相
違
、
「
客
観
的
・
実
践
的
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
主

　
　
観
的
・
実
践
的
で
あ
る
よ
う
な
、
即
ち
理
性
の
理
念
を
（
あ
る
種
の
類
推
に
よ
り
）
一
層
直
観
に
近
づ
け
、
そ
れ
に
よ
り
一
層
感
情
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
近
づ
け
る
た
め
の
相
違
」
（
疑
●
卜
。
◎
軌
）
を
際
立
た
せ
て
、
一
切
の
格
率
の
「
形
式
閃
。
§
」
、
「
実
質
鼠
。
8
驚
」
及
び
「
完
全
な
る
規
定

恥　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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折
口
瀞
ナ
研
究
　
　
第
甲
血
百
［
四
十
一
二
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
六

く
。
房
＆
匡
戯
ゆ
切
。
ω
ニ
ヨ
B
環
コ
α
Q
し
と
い
う
よ
う
に
表
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
「
単
一
性
麺
雌
ぢ
げ
①
謬
」
、
「
数
多
性
く
芭
冨
置
、
「
体

系
の
総
体
性
あ
る
い
は
全
体
性
≧
一
薄
色
。
傷
碧
6
9
塾
聾
砦
。
・
ω
矯
。
。
冨
昌
ω
」
の
歌
舞
に
対
応
し
て
い
る
。
（
畠
斜
O
）
格
率
の
「
形
式
」
と
し

て
は
「
普
遍
性
」
が
、
「
実
質
」
と
し
て
は
「
目
的
自
体
」
と
し
て
の
理
性
的
存
在
老
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
と
こ

ろ
で
第
三
の
「
体
系
の
総
体
性
」
の
範
疇
に
対
応
す
る
格
率
の
「
完
全
な
る
規
定
」
と
は
、
「
形
式
」
と
「
実
質
」
と
の
綜
合
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
x
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
実
質
的
普
遍
性
と
呼
べ
よ
う
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
自
己
立
法
に
よ
る
全
て
の
格
率
は
自
然
の
国
と
し

て
の
諸
目
的
の
簸
る
可
能
な
国
に
合
致
す
べ
き
で
あ
る
」
（
犠
犠
O
）
と
い
う
定
式
で
表
わ
し
た
。
こ
の
「
諸
目
的
の
国
」
と
い
う
概
念
は

三
つ
の
定
式
を
循
環
す
る
こ
と
を
通
し
て
前
に
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
周
知
の
如
く
第
一
定
式
は
、
意
志
の
原
理
が
自
然
法
則
と
し
て
の
妥
当
性
を
意
欲
し
う
る
か
否
か
を
「
規
準
渕
き
8
」
（
簑
．
め
Q
o
卜
○
）
と

し
て
も
つ
。
併
し
こ
れ
だ
け
で
は
格
率
を
普
遍
的
自
然
法
則
に
ま
で
高
め
た
場
合
の
自
己
矛
盾
を
排
除
す
る
と
い
う
形
で
し
か
、
即
ち
消

極
的
に
し
か
意
志
に
準
則
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
第
二
定
式
の
根
拠
は
、
「
理
性
的
存
在
者
象
・
〈
Φ
B
ぎ
愚
亭
Z
鎮
ξ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

屠
的
自
体
と
し
て
存
在
す
る
し
（
N
く
●
め
。
◎
M
）
と
い
う
命
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
三
定
式
が
表
わ
す
自
律
〉
暮
。
ぎ
ヨ
δ
を
す
で
に
前
提

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
い
る
。
蓋
し
、
自
律
こ
そ
理
性
的
存
在
者
一
般
の
「
尊
厳
の
根
拠
」
（
賓
．
め
b
淑
）
で
あ
り
、
理
性
的
存
在
者
は
「
自
己
立
法
的
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

ω
皿
σ
。
・
置
¢
。
。
¢
言
σ
q
Φ
げ
⑦
巳
（
㌧
タ
め
◎
o
）
で
あ
る
故
に
こ
そ
、
「
そ
の
現
存
在
そ
れ
自
体
が
絶
対
的
な
価
値
を
有
す
る
何
も
の
か
」
（
霜
．
ト
◎
c
。
窃
）

た
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
自
己
立
法
が
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
輝
き
出
し
、
「
自
律
」
と
し
て
確
固
不
動
と
な
る
の
は
、
「
普
遍
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
「
昌
的
自
体
」
の
概
念
が
格
率
を
企
投
せ
ん
と
す
る
主
体
自
身
の
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
有
限
主
体
自
ら
が
普
遍
的
立
法
の
主
体
た

る
べ
き
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
於
て
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
自
律
」
を
積
極
的
に
言
い
表
わ
せ
ば
、
「
意
志
の
第
三
の
実
践
的
原
理
」
で

　
　
　
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

あ
る
「
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志
と
し
て
の
全
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
い
う
理
念
」
（
賢
●
め
c
o
鴇
）
を
踏
ま
え
た
格
率
企
投
、
つ
ま

り
自
己
立
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
理
性
的
存
在
者
一
般
に
於
け
る
自
律
を
前
提
し
た
う
え
で
の
自
律
こ
そ
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

真
の
自
律
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
饗
に
挙
げ
た
第
三
定
式
の
「
主
観
的
。
実
践
的
」
な
言
い
換
え
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
律
、
即
ち
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純
粋
な
理
性
に
よ
る
立
法
に
あ
っ
て
は
、
格
率
の
実
質
た
る
理
性
的
存
在
者
（
目
的
自
体
）
が
総
体
性
の
範
疇
に
則
っ
て
普
遍
的
に
把
捉

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
意
志
と
は
、
体
系
的
結
合
に
嘗
て
思
惟
さ
れ
た
「
全
て
の
目
的
の
全
体
Φ
ぎ
O
き
N
⑦
ω

守
護
N
ミ
①
。
ぎ
」
へ
、
「
諸
目
的
の
国
沁
①
一
三
α
臼
N
蓄
。
冨
」
へ
と
関
わ
っ
て
ゆ
く
意
志
で
あ
る
。
「
従
っ
て
道
徳
性
の
本
質
は
そ
れ
に
よ

っ
て
の
み
諸
目
的
の
国
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
立
法
へ
の
係
わ
り
方
に
存
す
る
」
（
ミ
．
ト
。
◎
ト
。
）
の
で
あ
る
が
、
「
こ
の
立
法
は
併
し
如
何
な

る
理
性
的
存
在
者
に
も
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
又
、
如
何
な
る
理
性
的
存
在
者
の
意
志
か
ら
も
発
源
し
え
ね
ば
な
ら
ぬ
」
。
（
霜
●
ト
3
◎
h
o
）

因
み
に
こ
の
《
ね
ば
な
ら
ぬ
》
は
、
ヘ
ス
（
国
9
一
管
お
鳶
口
Φ
。
。
ω
）
も
指
摘
す
る
如
く
、
「
自
ら
の
立
法
象
⑦
。
一
σ
q
窪
①
○
㊦
器
訂
σ
q
¢
げ
§
σ
q
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

に
よ
り
「
保
証
σ
q
鐙
⇔
馨
ζ
窪
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
純
粋
実
践
理
性
の
根
本
法
則
が
含
む
「
普
遍
的
立
法
」
の
普
遍
性
と
は
「
総
体
性
」
と
し
て
の
「
諸
目
的
の
国
」
、

「
全
体
性
」
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
一
般
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
「
普
遍
的
立
法
」
と
は
「
全
て
の
目
的
の
全
体
し

と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
一
般
を
視
野
に
把
え
た
立
法
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
、
普
遍
的
立
法
形
式
の
普
遍
性
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
且

つ
実
質
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
純
粋
実
践
理
性
の
事
実
が
与
え
た
根
本
法
則
の
内
容
は
、
有
限
主
体
に
お
け
る
無
限
性
の
表
出
と
し
て

浮
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
蓋
し
根
本
法
則
は
た
ん
に
、
格
率
の
普
遍
的
立
法
と
し
て
の
妥
当
性
で
は
な
く
し
て
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

根
本
的
に
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
と
し
て
の
妥
当
性
を
命
令
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
原
理
畠
。
・
勺
旨
暑
」
と
は
初
め
で
あ
り
始
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
格
率
の
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
と
し
て
の
妥
当
性
を
要
求
す
る
如
き
定
言
的
命
法
と
は
、
自
己
自
身
を
道
徳
的
世
界
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
「
原
理
」
、
即
ち
初
ま
り
た
ら
し
め
よ
と
い
う
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
道
徳
法
則
が
純
粋
意
志
の
内
容
で
あ
る
こ
と
は
既
に
確
認
さ
れ

て
い
る
。
定
言
的
命
法
は
元
来
「
意
欲
」
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
純
粋
意
志
は
、
理
性
的
存
在
者
一
般
を
そ
の
内
容
の
う
え
か
ら
視
野
に

把
え
、
斯
か
る
理
性
的
存
在
者
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
道
徳
的
世
界
に
お
け
る
一
切
を
引
き
受
け
て
生
き
ん
と
す
る
意
志
、
即
ち
自
ら
が
普

遍
的
な
立
法
の
原
理
と
し
て
生
き
ん
と
す
る
意
志
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
こ
そ
が
「
原
因
の
根
源
的
働
き
」
の
内
容
、
自
律

の
内
容
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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暫
学
研
究
　
第
五
百
四
十
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
八

　
翻
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
自
身
を
実
現
せ
ん
と
し
て
定
言
的
命
法
を
介
し
主
体
に
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
自
由
、
主
体
の
本
来
的
自
己
の

内
容
は
さ
な
が
ら
「
神
の
意
志
」
の
如
く
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
人
間
は
そ
の
根
源
的
働
き
に
お
い
て
「
神
の
意
志
匹
鶏
ぴ
q
α
け
島
島
q

≦
邑
⑦
」
と
同
じ
「
形
式
」
を
有
し
、
わ
が
罪
な
る
自
由
は
わ
が
内
な
る
無
限
な
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
只
、
有
限
主
体
に
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
は
、
こ
の
無
限
性
の
表
出
が
定
言
的
命
法
と
し
て
表
象
さ
れ
る
と
い
う
差
異
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
有
限
主
体
の
被
綱
凝
性
を
ど
こ
ま

で
も
自
覚
さ
せ
る
に
し
て
も
、
で
あ
る
。
否
、
有
限
主
体
の
有
限
性
は
、
内
な
る
無
限
な
る
も
の
と
の
出
会
い
を
通
し
て
初
め
て
有
限
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

と
し
て
露
わ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
「
神
を
わ
が
内
な
る
実
践
理
性
と
同
一
視
す
る
こ
と
ミ
帖
警
ミ
さ
O
ミ
霞
ミ
u
．
．
驚
§
職
§
N

越
禽
§
§
ミ
偽
．
．
」
は
許
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
少
く
と
も
「
わ
が
う
ち
な
る
実
践
理
性
」
が
有
限
主
体
に
於
て
神
の
形
式
と
同
じ
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
実
践
理
性
批
判
』
の
以
下
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
根
拠
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
す
な
わ
ち
、
道
徳
の
原
理
は
、

「
単
に
人
間
に
の
み
制
限
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
と
意
志
と
を
有
す
る
一
切
の
存
在
者
に
関
わ
る
、
否
、
最
高
知
性
者
と
し
て
の
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

限
な
存
在
者
を
も
含
む
」
（
く
．
Q
Q
M
）
の
で
あ
る
。
無
論
、
神
の
意
志
の
概
念
は
、
道
徳
法
則
と
い
う
純
粋
理
性
の
規
準
を
媒
介
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
士
　
）

の
み
そ
の
実
質
を
獲
得
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
そ
の
概
念
も
空
虚
で
あ
る
。
併
し
先
ず
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ

の
概
念
は
実
質
に
よ
り
満
た
さ
れ
た
形
式
と
し
て
、
道
徳
法
則
か
ら
、
或
い
は
一
層
遡
源
的
に
内
な
る
自
由
か
ら
発
源
す
る
の
で
あ
っ
て
、

形
式
は
差
し
当
り
吾
々
の
側
に
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ミ
・
め
ト
っ
窃
）
。
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』

は
言
う
、
「
万
人
の
道
徳
的
立
法
者
と
い
う
単
な
る
理
念
鎌
。
窪
。
諭
左
8
・
ヨ
φ
。
。
ヨ
貧
鋤
母
語
窪
O
・
。
。
①
欝
㈹
①
ぴ
¢
崩
帥
一
H
ζ
塗
笠
竃
¢
霧
畠
窪
と
一

致
す
る
こ
と
は
確
か
に
義
務
一
般
の
道
徳
的
概
念
と
同
一
的
包
①
二
一
。
。
畠
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
一
致
を
命
令
す
る
命
題
は
分
．

析
的
で
あ
ろ
う
。
併
し
斯
か
る
立
法
者
の
現
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
斯
か
る
対
象
の
単
な
る
可
能
性
以
上
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
し
（
幾
6
N
装
》
ミ
詳
）
。
カ
ン
ト
は
こ
x
で
、
神
の
現
存
在
の
問
題
は
留
保
す
る
に
し
て
も
、
「
義
務
一
般
の
道
徳
的
概
念
」
の
う

ち
に
既
に
、
「
万
人
の
道
徳
的
立
法
者
」
の
概
念
と
の
一
致
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
遂
徳
法
則
か
ら
分
析
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
形
式
は
実
質
に
よ
り
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
然
る
に
最
高
知
性
者
と
有
限
な
理
性
的
存
在
者
と
は
そ



の
形
式
の
う
え
か
ら
言
っ
て
同
一
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
万
人
の
道
徳
的
立
法
者
と
い
う
単
な
る
理
念
」
と
の
コ
致
を
命
令
す
る
命

題
」
は
、
「
義
務
一
般
の
道
徳
的
概
念
」
か
ら
「
分
析
的
し
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
こ
と
は
、
饗
に
述
べ
た
如
く
、
道

徳
法
則
の
含
む
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
の
普
遍
性
を
実
質
的
に
、
即
ち
「
体
系
の
総
体
性
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、

根
拠
付
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
意
志
の
神
聖
性
と
い
う
実
践
的
理
念
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
意
志
の
神
聖
性
象
①
高
邑
面
冨
搾
浄
ω
≦
三
①
壽

は
、
現
実
的
な
も
の
と
し
て
は
、
最
高
知
性
者
た
る
神
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
神
の
実
在
性
で
は
あ
っ
て
も
、
有
限
な

理
性
的
存
在
者
の
実
在
性
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
神
に
あ
っ
て
の
み
現
実
的
な
こ
の
も
の
が
有
限
な
理
性
的
存
在
者

に
あ
っ
て
は
実
践
的
に
必
然
的
な
も
の
と
し
て
蓑
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
意
志
の
神
聖
性
」
と
い
う
「
実
践
的
理
念
」
は
、
有
限
な
理

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

性
的
存
在
者
が
無
限
に
一
器
q
器
コ
象
畠
Φ
接
近
す
べ
き
「
根
源
像
d
目
げ
ま
」
（
く
・
q
Q
＼
）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
の
実
践
的
必
然
性
は
》

併
し
今
や
容
易
に
洞
察
さ
れ
う
る
。
蓋
し
、
道
徳
法
剛
は
内
容
的
に
「
格
率
」
と
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
と
の
一
致
を
命
令
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
で
あ
っ
て
、
「
格
率
」
乃
至
「
意
志
」
の
道
徳
法
王
へ
の
「
完
全
な
る
適
合
性
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
神
聖
性
と
の
一
致
は
、
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

定
言
的
命
法
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
従
っ
て
亦
「
義
務
一
般
の
道
徳
的
概
念
」
の
う
ち
に
内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
同
一
的
だ
か
ら
で

あ
る
。
更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
饗
の
「
万
人
の
道
徳
的
立
法
者
と
い
う
単
な
る
理
念
」
は
、
「
意
志
の
神
聖
性
」
の
言
い
換
え
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
で
の
糊
の
叙
述
は
一
層
明
確
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
註
十
二
）

カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
』
で
以
下
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
吾
々
が
併
し
最
高
善
と
し
て
の
神
の
概
念
を
も
つ
の
は
何

に
由
来
す
る
の
か
。
も
っ
ぱ
ら
理
性
が
道
徳
的
完
全
性
に
つ
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
企
投
ず
る
理
念
、
且
つ
、
自
由
な
意
志
の
概
念
と
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
理
念
に
基
づ
く
の
で
あ
る
」
（
N
く
●
め
窃
窃
）
。

119

カ
ン
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論

一
一
九
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以
上
の
考
察
か
ら
、
実
践
的
理
念
で
あ
る
神
聖
性
（
「
根
源
像
」
）
を
生
み
出
す
よ
う
な
更
に
根
源
的
な
、
「
根
源
像
」
が
、
外
な
ら
ぬ
有

限
な
理
性
的
存
在
者
の
意
志
の
活
動
性
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
興
味
深
い
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
今
の
場
舎
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

道
徳
法
則
は
実
践
的
理
念
を
獲
得
す
る
た
め
の
「
主
観
的
。
構
成
的
原
理
。
ぎ
ω
暮
冨
葱
く
－
ざ
導
け
ぎ
け
写
霧
℃
ユ
9
な
」
（
く
●
q
Q
o
彊
）
と
し
て
、

前
進
的
に
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
姫
か
る
韓
δ
8
σ
q
昌
。
。
。
8
⇔
黛
と
し
て
の
前
進
的
な
機
能
は
、
理
性
的
存
在
老
一
般
、
或
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
範
例
と
し
て
の
自
己
の
形
式
乃
至
本
質
に
関
し
て
、
道
徳
法
鋼
か
ら
遡
源
的
に
獲
得
さ
れ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
知
識
≦
飯
窪
を
、

自
己
が
そ
の
ま
玉
前
進
的
に
投
射
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
実
践
的
理
念
、
即
ち
定
言
的
な
ω
。
一
一
窪
と
し
て
自
己
自
身
に
は
ね
返
っ

て
く
る
、
と
い
う
仕
方
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
神
聖
性
が
根
源
像
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
が
、
併
し
そ
れ
は
有
限
主
体
に
と
っ
て
は
前

に
立
て
ら
れ
た
表
象
に
外
な
ら
ず
、
こ
の
表
象
そ
の
も
の
は
む
し
ろ
右
限
主
体
の
本
質
が
根
源
像
と
し
て
前
方
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の

く
9
窪
山
な
の
で
あ
る
。
即
ち
道
徳
法
則
、
或
い
は
よ
り
遡
っ
て
純
粋
意
志
が
斯
か
る
実
践
的
理
念
の
《
表
象
く
。
マ
ω
仲
亀
毎
σ
q
》
を
可
能

な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
理
性
的
存
在
者
一
般
の
普
遍
的
な
形
式
は
、
道
徳
法
則
を
墨
け
δ
8
σ
q
ぎ
ω
。
象
臼
と
し
て
ア
・
ブ
リ
オ
リ
に
認
識
さ
れ
、
自
由
と
い
う

「
超
越
論
的
述
語
」
（
園
．
k
O
G
Q
）
に
よ
り
特
徴
的
に
表
わ
さ
れ
る
が
、
併
し
こ
の
形
式
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
あ
っ
て
は
差
し
当
り

実
質
に
よ
り
満
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
超
越
論
的
能
力
の
現
実
性
は
道
徳
法
則
に
よ
り
疑
い
え
ぬ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
能
力
く
①
§
α
σ
q
窪
」
と
し
て
の
現
実
性
に
す
ぎ
な
い
。
然
る
に
能
力
の
現
実
性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
実
質
を
獲
得
す
る
た
め
の
可
能
性

が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
の
可
能
性
の
故
に

こ
そ
、
定
言
的
な
ω
亀
嵩
の
意
識
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
神
聖
性
の
理
念
の
み
な
ら
ず
一
般
に
実
践
的
理
念
は
、
道
徳
法
則
を
思
考

の
う
ち
で
G
・
亀
鑑
か
ら
ω
①
ぎ
に
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
り
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
定
言
的
命
法
の
存
在
根
拠
は
、
吾
々
の



121

洞
察
し
う
る
限
り
で
の
事
象
関
係
か
ら
言
え
ば
、
有
限
主
体
に
於
け
る
純
粋
な
意
欲
（
毒
。
＝
曾
）
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
前
に

立
て
ら
れ
た
表
象
（
神
聖
性
の
理
念
）
が
神
聖
で
あ
る
た
め
に
は
、
麗
な
ら
ぬ
こ
の
純
粋
な
≦
亀
窪
そ
の
も
の
が
既
に
神
聖
な
る
も
の

を
宿
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
自
律
こ
そ
が
神
聖

性
の
形
式
で
あ
り
、
人
格
の
「
尊
厳
の
根
拠
」
（
N
く
．
ト
○
◎
へ
）
も
こ
N
に
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
自
律
の
神
聖
性
は
、
そ
れ
が
「
普
遍
的
立
法

の
原
理
」
の
実
質
的
普
遍
性
を
内
容
と
せ
る
自
己
立
法
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
道
徳
的
世
界
に
於
け
る
一
切
を
引

き
受
け
て
生
き
ん
と
す
る
純
粋
意
志
そ
の
も
の
の
う
ち
に
神
聖
性
の
形
式
が
宿
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
実
践
理
性
の
自
律
と

い
う
形
式
こ
そ
人
格
を
し
て
人
格
た
ら
し
め
る
も
の
、
人
格
の
人
格
性
頴
穏
。
・
α
集
。
算
簿
乃
至
人
間
性
寓
窪
ω
。
叙
勲
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
言
う
、
「
道
徳
法
則
は
神
聖
で
あ
る
。
人
間
は
あ
ま
り
神
聖
で
は
な
い
が
、
併
し
彼
の
人
格
に
於
け
る
入
間

性
は
彼
に
と
っ
て
神
聖
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
『
・
◎
窃
）
。
蓋
し
、
「
彼
の
人
格
に
於
け
る
人
間
性
」
の
本
質
は
自
律
に
あ
り
、
正
し
く

こ
の
自
律
が
道
徳
法
則
を
生
み
出
す
当
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
意
志
の
神
聖
性
が
最
高
善
の
第
一
の
要
素
で
あ
っ
た
。
併
し
意
志
の
神
聖
性
と
い
う
表
象
は
吾
々
の
内
な
る
自
由
、
自
律
に
源
を
発
す

る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
「
万
人
の
道
徳
的
立
法
者
」
た
ら
ん
と
す
る
意
志
の
働
き
、
「
神
の
意
志
」
と
同
じ
も
の
が
超
越
論
的
能
力
と
し
て
有

限
な
理
性
的
存
在
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
意
志
の
神
聖
性
が
実
践
的
必
然
性
を
伴
っ
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
最
高
善

に
あ
っ
て
は
徳
を
制
約
と
せ
る
「
幸
福
」
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
併
し
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
道
徳
性
が
自
ず
と
報
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
、
道
徳
的
葱
志
が
そ
れ
自
身
を
実
現
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
斯
か
る
世
界
を
完
壁
な
体
系
と
し
て
実
現
す
る

こ
と
は
、
諸
物
の
秩
序
が
根
抵
か
ら
覆
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
故
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
力
を
も
っ
て
し
て
は
理
論
的
に
不
可
能
で
あ
り
、

義
務
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
意
志
の
神
聖
性
が
事
物
の
こ
の
感
性
的
秩
序
の
も
と
で
は
、
そ
れ
自
身
を
実
現
し
え
ぬ
不
幸
な
状
態
、

上
級
欲
求
能
力
の
満
た
さ
れ
ぬ
状
態
に
陥
ら
ざ
る
を
え
ぬ
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
て
吾
々
に
は
、
吾
々
に
と
っ
て
神
聖
な
、
謂
わ
ば
吾
々
の
内
な
る
無
限
性
の
表
出
と
も
考
え
ら
れ
る
「
人
格
性
」
と
い
う
視
点
が
与

　
　
　
　
ヵ
ソ
ト
に
於
け
る
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
に
関
す
る
一
試
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
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二

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
か
ら
一
切
を
挙
れ
ば
、
道
徳
的
意
志
が
そ
れ
自
身
を
実
現
し
え
な
い
よ
う
な
状
態
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在

す
る
こ
と
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
自
律
の
本
質
は
、
実
質
的
普
遍
性
に
存
し
た
。
即
ち
、
理
性
的
存
在
者
一
般
を
視

野
に
把
え
、
そ
れ
を
目
的
自
体
と
看
下
し
、
道
徳
的
世
界
に
於
け
る
一
切
を
引
き
受
け
て
生
き
ん
と
す
る
意
志
に
あ
っ
た
。
道
徳
的
意
志

が
自
ら
を
実
現
し
え
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
的
存
在
者
一
般
が
目
的
自
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
併
し
未
だ
充
分
に
目

的
自
体
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
神
聖
性
を
帯
び
た
意
志
の
数
だ
け
不
幸
が
世
界
に
蔓
延
す
る
わ
け
で
あ
る
。

而
も
、
ど
の
意
志
に
も
理
性
的
存
在
者
一
般
を
目
的
自
体
と
し
て
把
え
る
視
点
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
視
点
が
与
え
ら
れ
て
い
る
限

り
、
即
ち
純
粋
実
践
理
性
の
活
動
性
の
事
実
が
吾
々
の
内
に
生
き
て
い
る
限
り
、
同
時
に
感
性
に
制
約
さ
れ
、
世
界
の
秩
序
を
根
本
的
に

変
容
せ
し
む
る
物
理
的
な
力
を
も
た
な
い
有
限
主
体
で
あ
ろ
う
と
も
、
最
高
善
と
い
う
も
の
x
実
現
は
、
そ
の
力
を
も
た
な
い
に
し
て
も
，

あ
る
い
は
も
た
な
い
が
故
に
、
や
は
り
定
雷
的
妾
為
と
し
て
表
象
さ
れ
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
道
徳
的
意
志
と
は
理
性
的
存
在

者
一
般
を
目
的
自
体
と
し
て
そ
れ
に
関
わ
っ
て
ゆ
く
意
志
だ
か
ら
で
あ
る
。
世
界
に
蔓
延
す
る
不
幸
i
道
徳
的
意
志
の
実
現
さ
れ
え
ぬ

状
態
…
1
は
有
限
な
理
性
的
存
在
者
が
有
限
で
あ
る
限
り
、
　
一
挙
に
解
消
さ
れ
え
ぬ
に
し
て
も
、
併
し
お
よ
そ
神
聖
性
を
帯
び
た
意
志
な

ら
ば
、
或
い
は
、
格
率
を
道
徳
法
則
に
適
合
せ
し
め
ん
と
す
る
意
志
な
ら
ば
、
可
能
な
限
り
そ
れ
が
実
現
さ
れ
う
る
状
態
、
理
性
的
存
在
」

老
一
般
が
で
き
る
だ
け
鼠
的
自
体
と
し
て
扱
わ
れ
う
る
共
同
体
を
創
り
出
す
こ
と
を
自
ら
の
義
務
と
せ
ざ
る
を
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
格
率
の
神
聖
性
へ
の
「
途
上
に
あ
る
」
意
志
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
仮
に
、
あ
る
道
徳
的
心
術
に
満
た
さ
れ
た
意
志
が
何
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

か
を
実
現
せ
ん
と
し
て
様
々
な
障
害
の
故
に
意
志
通
り
に
事
の
運
ば
ぬ
様
が
眼
前
に
黒
闇
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
を
放
置
す
る
こ
と
は
、

普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
格
率
を
投
企
す
る
こ
と
と
は
端
的
に
矛
盾
す
る
。
感
性
の
制
約
の
も
と
に
於
て
で
は
あ
っ
て
も
、
道
徳
的
意
・

志
の
実
現
を
阻
む
様
々
な
障
害
を
排
除
し
、
斯
く
し
て
そ
の
慧
志
の
道
徳
性
が
報
わ
れ
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
同
時
、

に
義
務
で
あ
る
。
最
高
善
を
完
壁
な
体
系
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
最
高
存
在
者
の
仕
事
で
あ
る
。
併
し
最
高
善
の
実
践
的
必
然
性
を
言

表
す
る
時
に
カ
ン
ト
は
必
ず
「
こ
の
世
界
に
於
て
」
（
く
’
N
c
Q
め
）
と
か
、
「
可
能
な
限
り
」
（
メ
N
c
。
軌
～
◎
尋
ミ
野
）
と
か
、
「
人
間
の
力
の
及



ぶ
限
り
」
（
く
箋
●
め
G
Q
め
）
と
い
っ
た
条
件
を
付
し
て
い
る
。
全
能
の
力
を
以
っ
て
諸
物
の
秩
序
を
根
抵
か
ら
覆
す
こ
と
は
「
吾
々
の
力
の

う
ち
に
は
な
い
三
。
簿
ぼ
毎
。
。
。
お
「
O
⑦
≦
薩
州
。
・
こ
（
く
●
N
Q
o
O
）
に
し
て
も
、
併
し
諸
物
の
感
性
的
秩
序
の
も
と
で
可
能
な
限
り
道
徳
的
意

志
の
報
わ
れ
う
る
共
同
体
を
こ
の
世
界
に
覧
て
実
現
す
る
こ
と
は
、
「
直
接
吾
々
の
力
の
う
ち
に
あ
る
も
の
蓄
ω
§
§
葺
巴
ぴ
震
言
§
。
・
・
「
9

0
①
≦
警
蜂
」
（
魯
良
O
）
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
義
務
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

結
　
語

　
道
徳
法
則
は
自
爾
が
そ
れ
自
身
を
実
現
せ
ん
と
し
て
定
言
的
命
法
の
形
を
取
っ
て
立
ち
現
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
自
蔵
の
内

容
、
純
粋
意
志
の
内
容
は
「
普
遍
的
立
法
の
原
理
」
と
し
て
の
妥
当
性
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
普
遍
性
は
実
質
と
し
て
理
性
的
存
在
者

一
般
を
増
え
て
お
り
、
そ
れ
故
、
主
体
的
に
自
己
の
道
徳
的
完
成
に
努
め
る
こ
と
が
義
務
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
併
し
そ

れ
は
他
者
と
の
関
係
に
於
て
の
み
成
就
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
先
ず
第
＝
鵬
は
農
的
自
体
と
し
て
の
他
老
に
関
わ
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
客
観
的
に
は
、
道
徳
的
意
志
が
実
現
さ
れ
道
徳
性
が
報
わ
れ
る
よ
う
な
共
同
体
を
最
高
善
の
理
念
に
可
能
な
限

り
近
づ
け
て
作
り
出
す
こ
と
も
、
や
は
り
義
務
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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vacuum　rather　than　a　universal　form．　We　may　say　our　law．　of　forces

as　a　historical　outcome　of　the　evolving　universe．

サ　サ

Uber　die　praktische　Notwendigkeit

　　　　des　h6chsten　Guts　bei　Kant

　　　　　　　　　　　　　　von　Takeshi　Kitaoka

　　　　　　　　　　　　　　Doktorand　fttr　Philosophie　an　der　Universitat　Kyoto：

　　　　　　　　　　　　　　z．　Z．　an　der　Univ．　Bonn　（BRD）　als　DAAD－Stipendiat．

　　　　Die　eigentliche　Me£aphysik　Kants　k6nnen　wir　der　von　Kant　selbst

verfolgten　Geschiehte　der　Metaphysik　seit　Leibniz　und　Wolff　gemtiB　als

．drittes　Stadium“　derse｝ben　Wissenschaft，　mithin　als　．praktisch－dog－

matischen　Uberschritt　zum　Ubersinnlichen“　kennzeichnen．　Das　ist　der

Versuch，　in　bezug　auf　die　Gegenstande　der　ttberlieferten　besonderen

Metaphysik，　d．　h．　in　bezug　auf　Gott，　Freiheit　und　Unsterblichkeit，

reine　Vernunfterkenntnisse　a　priori　und　synthetlsch　aus　einem　Ver－

nunftprinzip　abzuleiten．

　　　　Dieser　．Uberschritt“　ftingt　zunachst　in　der　Analytik　der　praktisch－

en　Vernunft　damit　an，　die　Realitat　der　transzendentalen　Freiheit　in

den　endlichen　vernifnftigen　Wesen　aus　der　ratio　cognoscendi　des

moralischen　Gesetzes　za　erreichen．　lndem　eben　dadurch　die　Wirklichkeit

der　intelligiblen　Welt，　d．　h．　der　Welt　der　Dinge　an　sich，　aufgeschlossen

wird，　wird　zugleich　auch　der　Horizont　erschlossen，　wo　die　transzenden－

talen　Pradikationen　sich　in　bezug　auf　die　anderen　ldeen　entfalten

k6nnen．　Der　．Uberschritt“　zu　den　zwei　verschiedenartigen　Gegenstan－

den　wird　namlich　in　der　Dialektik　der　praktischen　Vernunft　in　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



Gestalt　der　．transzendentalen　Deduktion“　des　Begriffs　des　h6chsten

Guts　aus　den　praktischen　Prinzipien　a　priori　als　der．Uberschritt“　zum

．Reich　Gottes“　vollzogen，　das　ais　dz｛rch　Freiheit　mb’glich　vorgestellt

wird．　Das　h6chste　Gut　ist　das　letzte　Objekt　des　durch　die　moralischen

Gesetze　bestimmten　Willens，　namlich　das　Reich　Gottes，　wo　eine

Harmonie　der　Tugend　und　der　Glttckseligkeit　gesetzt　ist．　Als　die

Bedingungen　der　M6glichkeit　dieses　Objekts　werden　die　Unsterblichkeit

der　Seele　und　das　Dasein　Gottes　postuliert．　Noch　dazu　wird　der

Sachgehalt　des　h6chsten　Wesens，　d．　h．　dessen’Was－sein，　a　priori

festgelegt．

　　　　．Praktisch　ist　a11es，　was　durch　Freiheit　m6glich　ist“，　und　in　diesem

Begriff　des　Praktischen　sei　nach　Kant　auch　die　Verwirk1ichung　des

h6chsten　Guts　enthalten．　Die　praktische　Notwendigkeit　des　h6chsten

Guts　ist　ntimlich　der　Postulatenlehre　zugrundgeiegt：　es　muB　m6glich

sein，　wei1　es　das　Objekt　des　kategorischen　lrnperativs　ist．　Dies　bedeuten

dle　Worte：　．Du　kannst，　denn　du　sollst“．

　　　Hier　erhebt　sich　aber　die　Frage：　Warum　ist　ttberhaupt　die　Ver－

wirklichung　des　h6ehsten　Guts　durch　Freiheit　a　priori　praktisch－not－

wendig？　Unter　dieser　primaren　Frage　mifssen　wir，　damit　die　Basis　irn

praktischen　Felde　fifr　．praktisch－dogmatischen　Uberschritt　zum　Uber－

sinniichen“　an　den　Tag　gebracht　wird，　in　diesen　Betrachtungen　er6r－

tern，　（1）　was　das　Wesen　des　moralischen　Gesetzes　als　ratio　cognoscendi

der　metaphysischen　Gegensttinde　ist，　（2）　wie　der　Begriff　des　h6chsten

Guts　aus　dem　moralischen　Gesetz　abgeleitet　wird，　（3）　warura　die

Verwirklichung　des　h6chsten　Guts　sogar　ftir　die　endlichen　vernttnfti－

gen　Wesen　als　das　kategorische　Sollen　dargestellt　wird．
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