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373 吉満義彦の思想

吉
満
義
彦
の
思
想

――
そ
の
「
近
代
批
判
」
と
「
近
代
超
克
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
――

村　

松　
　

晋

問
題
の
所
在

吉
満
義
彦
（
明
治
三
十
七
年
〜
昭
和
二
十
年
）
は
、
昭
和
十
七
年
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
唯
一
参
加
し
た
事

実
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
昭
和
戦
前
期
の
思
想
界
に
お
い
て
、
一
定
の
存
在
感
を
放
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
思
想
家
で
あ
る
。
如
上
の
座
談
会

を
め
ぐ
る
論
考
は
、
今
な
お
刊
行
さ
れ
、
相
応
の
蓄
積
を
見
せ
て
は
い
る
も
の
の
、
吉
満
に
関
す
る
言
及
は
極
め
て
少
な
い
の
が
現
状
で
あ

る
）
1
（

。
し
か
し
「
近
代
の
超
克
」
と
い
う
〈
問
題
〉
の
性
質
上
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
な
ら
ぬ
カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
家
で
あ
る
吉
満
の
言
説
は
、

原
理
的
に
無
視
し
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。

筆
者
は
如
上
の
課
題
意
識
か
ら
、
す
で
に
二
つ
の
吉
満
論
を
公
に
し
て
い
る
が
）
2
（

、
本
稿
で
は
特
に
吉
満
の
「
近
代
批
判
」
と
「
近
代
超

克
」
の
言
説
に
焦
点
を
あ
て
、
思
想
の
構
造
分
析
を
試
み
た
い
。
そ
の
際
、
第
一
に
吉
満
の
「
近
代
批
判
」
を
、
そ
の
西
欧
精
神
史
理
解
に

即
し
て
詳
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、
吉
満
が
「
近
代
超
克
」
の
鍵
と
な
す
神
観
の
転
回
と
、
そ
の
上
に
吉
満
が
提
示
す
る
思
想
的
な
地
平
を

浮
き
彫
り
に
す
る
。
上
記
を
承
け
第
三
に
、
吉
満
が
〈
文
化
〉
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
た
提
言
を
考
察
し
、
吉
満
の
「
近
代
超
克
」
の
試
み
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を
、
具
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
は
、
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
を
直
接

0

0

の
考
究
の
対
象
に
す
る
も
の
で
も
、
ま

た
、
如
上
の
座
談
会
に
お
け
る
吉
満
の
思
想
的
位
相
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
吉
満
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
ず
し
も
十
分
で

な
い
状
況
下
、
ま
ず
な
す
べ
き
は
吉
満
自
体
を
解
析
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
と
の
比
較
検
討
は
、
論
理
的
に
は
次
の
段
階
に
属
す
る
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

1　

吉
満
の
「
近
代
批
判
」
――
西
欧
精
神
史
へ
の
視
座
を
め
ぐ
っ
て
――

吉
満
の
「
近
代
批
判
」
は
、
思
惟
の
原
理
レ
ベ
ル
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
根
源
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
初
期
の
論
考
「『
現

代
の
転
向
』
と
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』」
で
「
近
代
思
想
の
根
本
動
向
は
中
世
的
基
督
教
的
超
自
然
―
自
然
、
神
―
所
造
の
関
係
認
識

の
破
棄
に
存
す
る
）
3
（

」
と
闡
明
さ
れ
て
い
た
ご
と
く
、
吉
満
の
「
近
代
批
判
」
の
眼
目
は
、「
神
―
所
造
の
関
係
認
識
の
破
棄
」
に
あ
り
、
そ

の
「
破
棄
」
の
最
深
要
因
は
、
以
下
に
見
る
と
お
り
、「
中
世
的
基
督
教
」
か
ら
の
神
観
の
転
回
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
追
々
説
明

し
て
い
く
よ
う
に
、
人
間
の
思
惑
を
超
絶
す
る
絶
対
的
に
〈
自
由
〉
な
存
在
と
し
て
の
神
発
見
に
基
づ
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

如
上
の
超
絶
神
観
を
、
吉
満
は
当
然
な
が
ら
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
帰
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
眼
は
宗
教
改
革
に
と
ど
ま
ら
ず
、

同
じ
く
最
初
期
の
作
品
「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」
に
お
い
て
、「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
の
堕
落
よ
り
生
れ
た

ル
タ
ー
的
思
想
の
根
本
に
近
代
の
主
観
主
義
的
方
向
を
汲
み
得
る
の
で
あ
る
）
4
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
問
題
の
所
在
を
「
ル

タ
ー
的
思
想
」
さ
ら
に
は
「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
」
に
ま
で
遡
っ
て
問
う
て
い
た
。

こ
こ
で
「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
」
一
般
を
詳
述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
5
（

、
吉
満
の
理
解
を
捉
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
翌
昭
和
七
年
の

長
大
な
論
考
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
観
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」
の
一
節
、「
一
切
の
実
在
『
本
質
認
識
』
の
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
的
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放
棄
は
ル
タ
ー
的
『
娼
婦
な
る
理
性
』（H

ure Vernunft

）
の
中
に
、
ま
た
『
本
質
』
と
『
規
範
』
の
彼
方
に
任
意
気
随
の
神
は
ル
タ
ー
的

『
審
判
・
恩
寵
』
の
神
と
『
予
定
』
の
神
に
展
開
）
6
（

」
し
た
と
の
表
現
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
に
繰
り
返
さ
れ
る
「
任
意
」「
気
随
」
と
の
表
現

が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
は
「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
」
の
根
底
に
神
の
絶
対
的
な
「
任
意
」「
気
随
」、
す
な
わ
ち
人
間
理
性
の
把
握
の
「
彼

方
」
な
る
、
絶
対
的
に
〈
自
由
〉
な
存
在
と
し
て
の
神
を
見
出
し
て
い
た
。

吉
満
は
こ
の
神
観
を
ル
タ
ー
に
か
か
わ
ら
せ
て
い
く
が
、
実
際
、
如
上
の
神
観
が
、
人
間
理
性
の
限
界
意
識
と
「
信
仰
の
み
」
の
主
張
に

帰
結
す
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
ま
ず
、
神
の
絶
対
的
な
「
任
意
」「
気
随
」
は
人
間
理
性
を
凌
駕
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

理
性
は
信
仰
の
探
究
に
「
不
適
格
」
で
あ
り
、
強
い
て
信
仰
の
領
域
に
立
ち
入
る
こ
と
は
「
反
信
仰
的
」
と
見
な
さ
れ
て
い
く
。
い
わ
く

「
娼
婦
な
る
理
性
」
と
。
か
く
し
て
信
仰
が
理
性
に
よ
る
探
究
と
は
何
ら
関
係
の
な
い
も
の
と
さ
れ
る
と
き
、「
審
判
・
恩
寵
」
の
逆
説
も

「
予
定
」
の
教
義
も
、
も
は
や
理
性
の
「
対
象
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
神
の
「
任
意
」「
気
随
」
の
前
に
、
理
性
は
信
仰
か
ら
切
り
離
さ
れ
、

代
わ
っ
て
、
信
仰
が
意
志
的
な
も
の
と
解
さ
れ
て
い
く
の
は
必
至
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
吉
満
が
「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
」
に
遡
る
如
上
の
提
唱
を
、
元
来
は
信
仰
の
維
持
目
的
に
端
を
発
す
る
試

み
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
前
掲
「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」
に
て
い
わ
く
「
ル
タ
ー

的
『
信
仰
の
み
』Sola fide

も
カ
ル
ヴ
ィ
ン
的
『
神
に
の
み
栄
光
』Sola D

eo gloria

も
信
仰
な
る
限
り
に
お
い
て
は
単
な
る
主
観
主
義
で

も
な
く
）
7
（

」
か
つ
「
超
自
然
的
実
在
の
真
理
の
否
定
な
ど
で
は
な
く
、
寧
ろ
原
始
信
仰
の
提
唱
で
あ
る
）
8
（

」
と
。
ま
た
昭
和
十
一
年
「
カ
ト
リ
ッ

ク
哲
学
の
概
念
」
で
も
吉
満
は
「
近
世
宗
教
革
命
以
来
そ
の
精
神
を
継
ぐ
信
仰
主
義
的
な
理
性
無
能
）
9
（

」「『
理
性
即
不
信
仰
』
を
呼
ば
わ
る
信

仰
的
プ
ロ
テ
ス
ト
）
10
（

」
に
説
き
及
び
、
そ
の
源
泉
を
「
中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ム
」
を
超
え
、「ancilla theologiae

の
標
語
）
11
（

」
を
生
ん
だ
「
ペ
ト

ル
ス
・
ダ
ミ
ア
ヌ
ス
）
12
（

」
の
「
反
弁
証
主
義
的
な
信
仰
強
調
）
13
（

」、
あ
る
い
は
『
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
の
ほ
か
を
知
る
ま
じ
』nisi 

Jesum
 C

hristum
 et hunc crucifixum

）
と
の
聖
パ
ウ
ロ
的
熱
心
を
も
っ
て
一
切
の
過
度
の
主
知
主
義
に
対
し
て
自
ら
愚
な
ら
ん
と
せ
る

聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
的
態
度
）
14
（

」
に
ま
で
遡
及
し
て
問
う
た
。「
理
性
即
不
信
仰
を
呼
ば
わ
る
信
仰
的
プ
ロ
テ
ス
ト
」
と
の
表
現
は
、
吉
満
が
「
近
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世
宗
教
革
命
」
の
「
精
神
」
を
、
信
仰
と
理
性
の
「
分
離
」
に
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
か
つ
そ
の
目
的
が
、
理
性
の
信
仰

か
ら
の
「
解
放
・
自
立
」
そ
れ
自
体
を
目
指
し
た
試
み
と
し
て
で
な
く
、
む
し
ろ
「
過
度
の
主
知
主
義
」
か
ら
信
仰
お
よ
び
そ
の
「
生
命
」

を
守
ろ
う
と
し
た
「
プ
ロ
テ
ス
ト
」
に
あ
っ
た
と
す
る
理
解
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、「
宗
教
改
革
の
精
神
」
に
お
け
る
「
任
意
気
随
の
神
」
な
ら
び
に
「
理
性
即
不
信
仰
」
の
強
調
を
、「
キ
リ
ス
ト
教

の
純
粋
把
持
）
15
（

」
を
目
指
す
が
故
の
主
張
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
吉
満
は
、
こ
の
超
絶
神
観
が
も
た
ら
し
た
精
神
史
上
の
逆
説
を

こ
そ
注
視
し
た
。
こ
の
点
、
示
唆
に
富
む
の
は
吉
満
の
デ
カ
ル
ト
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
宗
教
改
革
者
」
と
デ
カ
ル
ト
の
関
係
を
詳
述
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
）
16
（

、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
も
ま
た
、「
宗
教
改
革
者
」
同
様
の
課
題
意
識
に
基
づ
い
て
信
仰
と
理
性

の
分
離
を
は
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
、
当
初
の
目
論
見
を
凌
駕
す
る
深
刻
な
逆
説
を
帰
結
せ
し
め
た
精
神

史
の
様
相
を
描
写
し
て
い
っ
た
。

A　
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
理
性
」
把
握
と
そ
の
帰
結

い
わ
く
デ
カ
ル
ト
は
「
信
仰
を
も
っ
て
単
に
救
済
の
真
理
へ
の
意
志
的
従
順
な
る
承
認
と
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
救
い
』（gagner le 

ciel

）
の
道
を
安
全
に
保
証
し
て
、
後
は
結
局
理
性
を
し
て
自
ら
の
領
域
に
お
い
て
信
仰
真
理
に
容
喙
せ
し
め
ざ
ら
ん
と
し
て
、
同
時
に
信

仰
か
ら
理
性
を
分
離
し
て
、
た
だ
両
者
の
間
に
一
種
の
協
定
を
結
ば
し
め
る
の
み
で
あ
る
）
17
（

」
と
。
す
な
わ
ち
吉
満
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
の
信

仰
は
、「
救
済
の
真
理
へ
の
意
志
的
従
順
な
る
承
認
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
か
つ
理
性
に
よ
る
神
探
究
は
、「
救
い
」
と
は
何
ら
関
係
が
な
い

も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
解
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
が
「
そ
の
死
の
二
年
前
ビ
ュ
ル
マ
ン
に
語
る
ご
と
く
『
よ
し
理
性
は
信
仰
真
理
が
哲
学
的
真
理
に
矛
盾
し
な
い

と
い
う
こ
と
は
証
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
』『
信
仰
そ
の
も
の
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
い
か
に
し
て
も
透
入
し
な
い
の
で
あ
る
』
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と
言
い
、
信
仰
は
単
に
絶
対
権
威
へ
の
従
順
の
対
象
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
に
絶
対
に
不
可
知
な
る
も
の
）
18
（

」
と
述
べ
る
点
に
触
れ
て
い

た
。
然
ら
ば
「
信
仰
か
ら
理
性
を
分
離
し
て
、
た
だ
両
者
の
間
に
一
種
の
協
定
を
結
ば
し
め
る
」
に
如
く
は
な
い
。
吉
満
に
よ
れ
ば
、
デ
カ

ル
ト
は
「
自
ら
の
学
説
が
信
仰
に
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
の
み
で
な
く
、
信
仰
を
受
け
し
め
る
た
め
の
最
も
確
実
な
護
教
に
役

立
つ
哲
学
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
）
19
（

」。
ゆ
え
に
こ
そ
如
上
の
「
協
定
」
を
通
じ
、「
理
性
的
学
の
自
律
的
積
極
発
展
）
20
（

」
と
「
護
教
」
が
可
能

に
な
る
と
見
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、
デ
カ
ル
ト
が
主
観
的
に
は
「
護
教
」
の
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め
、「
十
七
世
紀
の
善
意
の
カ
ト
リ
ッ
ク

者
デ
カ
ル
ト
）
21
（

」
と
も
評
し
て
い
た
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
「
善
意
」
と
は
裏
腹
に
、
彼
が
「
護
教
」
の
た
め
に
「
信
仰
か
ら
理
性
を
分
離
し

て
」「
哲
学
）
22
（

」
を
営
み
、「
学
は
た
だ
理
性
の
自
然
的
光
（lum

en naturale

）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
み
）
23
（

」
と
し
た
こ
と
は
、
理
性
そ
の

も
の
へ
の
視
座
を
転
回
さ
せ
た
と
捉
え
て
い
た
。

こ
の
点
で
示
唆
に
富
む
の
は
、「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」
に
お
い
て
吉
満
が
、「
デ
カ
ル
ト
が
信
仰
を
も
っ
て
意
志
の
働
き
と
な
す
と

き
他
面
に
お
い
て
彼
は
信
仰
の
真
理
に
よ
っ
て
理
性
そ
の
も
の
の
高
揚
さ
れ
照
ら
さ
れ
る
関
係
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
）
24
（

」、
ま
た

「
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
聖
ト
マ
ス
の
解
す
る
ご
と
き
恩
寵
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
た
意
志
の
決
定
の
下
に
な
さ
れ
る
理
性
そ
の
も
の
の
高
揚
、

つ
ま
り
理
性
の
働
き
と
し
て
の
信
仰
が
根
本
的
に
見
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
25
（

」
と
述
べ
る
点
で
あ
る
。

吉
満
の
如
上
の
表
現
は
、
後
に
も
触
れ
る
が
、
理
性
へ
の
楽
天
的
「
信
頼
」
や
、
そ
の
「
万
能
性
」
の
闡
明
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な

い
。
注
意
す
べ
き
は
、
吉
満
が
上
記
と
併
せ
以
下
の
よ
う
に
説
く
点
で
あ
る
。
い
わ
く
「
デ
カ
ル
ト
は
聖
ト
マ
ス
の
ご
と
く
自
然
理
性
そ
の

も
の
の
神
学
的habitus

（
存
在
状
態
）
に
よ
る
完
成
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
は
自
然
的
で
あ
る
が
起
源
に
お
い
て
超
自
然
的
な
る
知
性
の

一
つ
の
完
成
状
態
な
る
も
の
を
考
え
な
い
）
26
（

」
と
。
こ
こ
で
ト
マ
ス
に
依
拠
し
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
、
吉
満
の
理
性
認
識
を
考
え
る
上
で
極

め
て
枢
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
吉
満
に
と
り
理
性
と
は
、
神
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
「
高
揚
」
さ
れ
、「
完
成
」
を
待
つ
べ
き
存
在
で

あ
る
こ
と
、
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
理
性
は
神
と
の
連
関
を
断
ち
切
っ
て
自
存
し
得
る
ほ
ど
、「
完
成
」
さ
れ
た
存
在
と
は
捉
え
ら
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れ
て
い
な
い
こ
と
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
吉
満
は
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」
に
お
い
て
、
信
仰
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
「
理
性
の
漸
次
的
虚
弱
化
）
27
（

」「
思
弁
的
認
識
の
漸

次
的
低
劣
化
）
28
（

」
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
最
晩
年
の
論
考
「
カ
ト
リ
シ
ス
ム
と
弁
証
法
神
学
」
に
て
も
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
は
…
…
人
間

理
性
に
捕
捉
不
可
能
な
ら
ぬ
も
の
も
、
原
罪
の
人
間
的
条
件
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
に
よ
っ
て
確
実
に
な
ん
ら
の
誤
謬
を
混
ず
る
こ
と

な
く
知
り
得
る
た
め
に
は
、
天
啓
に
負
う
と
こ
ろ
あ
る
べ
き
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
29
（

」
と
書
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
叙
述
が
表
す
よ
う

に
、
吉
満
は
「
人
間
理
性
」
を
独
立
自
存
の
存
在
と
は
見
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
「
天
啓
に
負
う
と
こ
ろ
あ
る
べ
き
」
存
在
と
し
て
、
す
な

わ
ち
神
と
の
内
在
的
な
〈
関
係
〉
の
内
に
お
い
て
の
み
存
立
し
得
る
、
相
対
的
で
未
完
成
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
は
あ
く
ま
で
「
信
仰
そ
の
も
の
の
う
ち
に
わ
れ
わ
れ
の
理
性
は
い
か
に
し
て
も
透
入
し
な
い
」
と
の
限
界
意
識

か
ら
、
理
性
を
信
仰
か
ら
切
り
離
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
試
み
は
逆
説
的
に
も
理
性
の
絶
対
視
、
す
な
わ
ち
単
独
で
も
「
学
」
を

「
形
成
」
し
得
る
ほ
ど
、「
完
成
」
さ
れ
た
存
在
と
し
て
の
理
性
把
握
を
も
た
ら
し
た
と
吉
満
は
考
え
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら

ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
「
信
仰
の
真
理
に
よ
っ
て
」「
高
揚
さ
れ
」
た
理
性
が
否
定
さ
れ
た
結
果
、
理
性
は
「
信
仰
の
真
理
に
よ
っ
て
」

「
高
揚
さ
れ
」
る
必
要
が
あ
る
と
の
見
方
、
す
な
わ
ち
、
理
性
を
未
完
成
で
相
対
的
な
存
在
と
な
す
見
方
も
併
せ
て
退
け
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
、
か
え
っ
て
理
性
は
、
神
の
援
け
や
導
き
な
し
で
も
存
立
し
得
る
、
独
立
自
存
の
存
在
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
吉
満
は
見
な
し

て
い
た
。

如
上
の
視
座
は
、
た
と
え
ば
デ
カ
ル
ト
が
「
理
性
の
自
然
的
光
略
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」「
学
」
と
位
置
づ
け
た
「
哲
学
」
の
志
向
を
、

吉
満
が
「
神
学
の
支
配
を
免
れ
て
自
ら
の
営
み
を
な
に
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ざ
る
絶
対
の
独
立
に
お
い
て
営
ま
ん
と
す
る
も
の
）
30
（

」
と
形
容
す

る
点
、
ま
た
昭
和
十
六
年
「
哲
学
者
の
神
――
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
――
」
に
お
い
て
、「
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と

は
分
か
る
も
の
と
分
か
ら
ぬ
も
の
、
可
能
と
不
可
能
と
の
区
別
が
身
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
）
31
（

」
で
あ
り
、「
わ
れ
わ
れ
自
身

に
依
存
し
な
い
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
と
、
自
己
の
意
志
の
支
配
に
属
す
る
も
の
と
を
区
別
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
支
配
す
る
領
域
に
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お
い
て
、
神
々
の
ご
と
く
自
ら
の
主
と
な
る
こ
と
）
32
（

」
だ
と
描
写
す
る
点
、
そ
し
て
最
晩
年
の
論
考
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に

お
け
る
デ
カ
ル
ト
へ
の
言
及
で
、「
人
間
的
自
己
能
力
の
創
造
的
意
識
発
揮
は
そ
れ
自
身
は
反
神
学
的
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
『
神
々
の
ご

と
く
な
ら
ん
』
と
す
る
人
間
神
化
の
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
）
33
（

」
と
言
明
す
る
点
に
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

吉
満
に
お
い
て
か
の
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
」
が
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
人
間
理
性
を
神
格
化
し
、
デ
カ
ル
ト
以
降
の
哲
学
史
を
無
神

論
へ
と
決
定
づ
け
る
淵
源
と
な
っ
た
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
た
）
34
（

。
た
と
え
ば
昭
和
十
四
年
七
月
の
「
天
使
」
と
題
す
る
論
考
で
、
吉

満
は
「
近
代
哲
学
の
父
と
言
わ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
マ
リ
タ
ン
は
一
種
の
『
天
使
主
義
』
だ
と
言
っ
て
い
る
）
35
（

」
と
説
き
、
そ
の
デ
カ

ル
ト
に
起
因
す
る
「
近
代
哲
学
は
神
や
天
使
を
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
人
間
を
神
や
天
使
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
）
36
（

」
と
述
べ
て
い

た
。
吉
満
は
「
近
代
哲
学
」
の
こ
の
傾
向
、
特
に
理
性
の
絶
対
化
・
自
己
神
格
化
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
至
っ
て
頂
点
に
達
し
た
と
捉
え
て
お
り
、

ご
く
初
期
の
文
章
「
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
」
に
お
い
て
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
絶
対
観
念
論
的
弁
証
法
）
37
（

」
を
「
所
詮
此
神
自
身
の
自

存
的
完
全
現
実
性
（A

seitas, A
ctus purus

）
の
観
念
を
棄
て
ゝ
、
之
を
近
代
的
内
在
主
義
と
合
理
主
義
と
を
以
て
完
き
論
理
的
一
元
論

（M
onism

e

）
に
お
い
て
解
消
す
る
試
で
あ
る
）
38
（

」
と
な
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
叙
述
が
示
唆
す
る
ご
と
く
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
に
端
を
発
す

る
如
上
の
理
性
観
は
、
つ
い
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
神
を
理
性
の
内
に
「
内
在
」、「
解
消
」
す
る
ま
で
に
絶
対
化
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
て

い
た
。

吉
満
は
そ
の
先
を
も
凝
視
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
た
と
え
ば
最
晩
年
の
論
考
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に
お
い

て
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
性
」
に
基
づ
く
「
論
理
的
一
元
論
」
を
、「
マ
ル
ク
ス
的
唯
物
論
的
無
神
論
に
置
き
換
え
ら
れ
て
も
論
理
的
に
仕
方
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
39
（

」
と
総
括
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
性
」
と
そ
の
「
論
理
的
一
元
論
」
は
、
神
を
理
性
の
う
ち
に
内
在

化
さ
せ
た
の
み
な
ら
ず
、「
マ
ル
ク
ス
的
唯
物
論
」
へ
と
反
転
す
る
こ
と
で
、
は
か
ら
ず
も
神
の
喪
失
を
招
く
一
過
程
と
な
っ
た
と
捉
え
て

い
た
。
こ
う
し
た
見
方
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
の
試
み
、
す
な
わ
ち
「
信
仰
か
ら
理
性
を
分
離
し
て
、
た
だ
両
者
の
間
に

一
種
の
協
定
を
結
ば
し
め
る
」
こ
と
で
「
理
性
的
学
の
自
律
的
積
極
発
展
」
と
「
護
教
」
を
意
図
し
た
そ
の
営
み
は
、
逆
説
的
に
も
、「
護
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教
」
な
ら
ぬ
無
神
論
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
と
解
し
て
い
た
。

B　
「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
の
危
機

同
様
の
逆
説
を
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
の
人
間
観
に
も
見
出
し
て
い
た
。
吉
満
は
た
と
え
ば
昭
和
七
年
の
論
考
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間

概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」
の
中
で
、「
ト
マ
ス
に
と
っ
て
人
間
は
結
局
何
ら
か
『
超
越
さ
る
べ
き
も
の
』
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
）
40
（

」
と
述
べ
て
い
た
。
ま
た
昭
和
十
一
年
の
「
新
し
き
秩
序
――
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
――
」
に
て
も
「
人
間
は
単
に
人
間
的

な
る
も
の
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
得
る
何
も
の
か
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
自
身
に
向
か
っ
て
造
ら
れ
た
な
ん
ら
か
そ
れ
自
身
超
克
さ
る
べ
き

も
の
）
41
（

」
と
説
い
て
い
た
。

こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ト
マ
ス
に
依
拠
す
る
吉
満
に
と
り
、
人
間
は
既
に
「
完
成
」
さ
れ
た
「
充
足
」
的
存
在
で
は
あ

り
得
ず
に
、
逆
に
、「
自
身
」
を
「
超
克
」
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
あ
く
ま
で
不
完
全
な
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
別
の
角

度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
吉
満
に
と
っ
て
の
人
間
は
、
単
独
で
存
立
し
得
る
絶
対
的
存
在
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
「
神
自
身
に
向
か
っ
て
」

存
在
す
べ
き
、
そ
の
意
味
で
神
と
の
〈
関
係
〉
に
お
い
て
こ
そ
存
立
し
得
る
、
相
対
的
な
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
吉
満
は
、「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」
末
尾
近
く
で
、「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
の
拠
り
所
は
ひ
た
す
ら
に
こ
のego cogitans

の
知
性
の
う
ち
に
あ
る
）
42
（

」
と
説
い
て
い
た
。「
ひ
た
す
ら
に
」
と
の
形
容
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
人
間
は
、
神

と
の
〈
関
係
〉
を
問
題
に
し
な
く
と
も
、「ego cogitans

」
の
事
実
に
の
み
で
存
立
し
得
る
、
独
立
自
存
の
存
在
と
見
な
さ
れ
る
に
至
っ
た

と
解
し
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
人
間
は
、
そ
の
理
性
認
識
と
同
様
に
、
神
と
の
〈
関
係
〉
に
お
い
て

在
る
相
対
的
存
在
か
ら
、
た
だ
「ego cogitans

」
に
よ
る
こ
と
で
自
存
し
得
る
、
絶
対
的
存
在
と
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
捉
え
て
い

た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
吉
満
は
こ
う
も
述
べ
て
い
た
。
い
わ
く
「
デ
カ
ル
ト
的cogito

は
一
方
に
お
い
て
確
実
性
探
究
の
不
安
の
人
間

の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
他
方
に
お
い
て
こ
の
確
実
性
を
『
考
え
る
我
れ
』
の
う
ち
に
つ
な
ぐ
姿
で
あ
る
）
43
（

」
と
。
こ
の
表
現
が
示
唆
す
る
よ
う

に
、
吉
満
の
眼
に
「ego cogitans

」
の
「
確
実
性
」
に
よ
り
恃
む
「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
は
、
そ
の
根
底
に
「
不
安
」
を
潜
め
て
い
る
と

映
じ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
確
実
性
」
が
揺
ら
ぐ
と
き
、「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
が
封
印
し
て
き
た
「
不
安
」
の
噴
出
は
必
然
と

見
な
さ
れ
て
い
た
。

実
際
、
吉
満
の
眼
に
、「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
が
自
明
視
す
る
「cogito

」
の
「
確
実
性
」
な
る
も
の
は
、
時
代
の
思
想
潮
流
の
只
中
で
、

深
刻
な
危
機
に
陥
っ
て
い
る
も
の
と
映
じ
て
い
た
。
た
と
え
ば
前
掲
「『
現
代
の
転
向
』
と
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』」
に
お
い
て
吉
満

は
、
フ
ロ
イ
ト
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
及
し
、
そ
の
画
期
性
を
以
下
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い
わ
く
「
フ
ロ
イ
ド
がLibido theorie

転
倒

Inversion

等
に
お
け
る
、
凡
ゆ
る
人
格
的
な
る
も
の
精
神
的
な
る
も
の
の
性
欲
複
合
へ
の
分
解
と
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
常
に
自
己
と
他
の

前
に
『
あ
る
も
の
』
と
し
て
見
え
ん
と
す
る
『
な
き
も
の
』（N

ichts

）
の
面
蔽
を
去
つ
た
『
無
』
と
し
て
の
、
常
に
有
限
に
な
る
所
の
人

間
性
の
本
質
の
根
本
規
定
と
は
共
に
之
れ
日
常
の
忘
れ
ら
れ
た
る
埋
も
れ
た
る
も
の
ゝ
指
摘
発
見
に
よ
つ
て
『
人
間
本
性
』
の
虚
無
性
を
非

理
念
化
を
追
究
す
る
も
の
で
あ
る
）
44
（

」
と
。

吉
満
に
と
り
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
は
、
前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に
お
い
て
「
デ
カ
ル
ト
＝
カ
ン
ト
＝
ヘ
ー
ゲ
ル
的
哲

学
の
別
途
な
る
遂
行
）
45
（

」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
同
様
、
デ
カ
ル
ト
起
源
の
思
想
家
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か

も
そ
の
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
は
、「
フ
ロ
イ
ド
」
と
も
ど
も
、「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
が
ひ
た
す
ら
に
依
り
頼
む
、「『
あ
る
も
の
』
と
し
て
」

の
「ego cogitans

」
の
「
面
蔽
」
を
剥
ぎ
取
っ
て
、「
確
実
性
」
な
ら
ぬ
そ
の
「
虚
無
性
」
を
暴
露
し
た
存
在
と
解
さ
れ
て
い
た
）
46
（

。

如
上
の
認
識
は
、
昭
和
十
一
年
「
新
ス
コ
ラ
哲
学
と
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
も
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
く
「
今
日
の
人

間
性
の
意
識
は
、
決
し
て
か
つ
て
の
ご
と
き
安
易
な
る
問
題
な
き
自
己
確
実
性
の
う
ち
に
あ
る
人
間
性
の
限
界
内
に
安
ら
え
る
憩
え
る
そ

れ
で
は
な
く
、
有
限
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
的
時
間
宿
命
性
の
重
圧
に
於
い
て
新
し
く
自
ら
の
宿
命
へ
の
自
覚
的
超
越
を
志
向
す
る
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も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
積
極
的
に
し
ろ
消
極
的
否
定
的
に
し
ろ
、
人
間
性
へ
の
一
つ
の
ヒ
ロ
イ
ク
な
決
意
（E

ntscheidung

）
が
求
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
）
47
（

」
と
。
こ
こ
で
も
説
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
吉
満
は
「
有
限
的
存
在
と
し
て
の
人
間
」
の
「
宿
命
」
が
暴
か
れ
た
今
、
も

は
や
「
人
間
性
の
意
識
」
は
、「
か
つ
て
の
ご
と
き
安
易
な
る
問
題
な
き
自
己
確
実
性
」、
す
な
わ
ち
「ego cogitans

」
の
「
確
実
性
」
に

「
安
ら
」
い
「
憩
」
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
神
と
の
〈
関
係
〉
を
問
わ
ず
し
て
自
立
し
た
は
ず
の
「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」

は
、「
デ
カ
ル
ト
＝
カ
ン
ト
＝
ヘ
ー
ゲ
ル
的
哲
学
」
の
「
別
途
な
る
遂
行
」
と
し
て
登
場
し
た
現
代
の
思
想
家
に
、
皮
肉
に
も
そ
の
「
自
立
」

の
根
拠
を
突
き
崩
さ
れ
た
と
見
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
「
デ
カ
ル
ト
的
人
間
」
の
危
機
は
必
至
で
あ
る
が
）
48
（

、
如
上
の
危
機
は
、
以
下
に
見
る
「
合
理
主
義
」
に
よ
っ
て
も
深
刻
化

さ
れ
た
と
吉
満
は
捉
え
て
い
た
。
し
か
も
吉
満
に
お
い
て
そ
の
淵
源
は
、
や
は
り
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
明
確
化
さ
れ
た
理
性
と
信
仰
、
神

と
人
間
の
分
離
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。

C　
「
合
理
主
義
」
と
そ
の
「
文
化
」
を
め
ぐ
っ
て

そ
も
そ
も
信
仰
が
意
志
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
、
理
性
の
目
的
が
神
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
働
き
の
場
も
限
ら
れ
る
の
は
自
明

で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
一
節
「
認
識
の
究
極
的
目
的
性
格
に
お
い
て
形
而
上
学
的
認

識
と
の
知
的
遮
断
）
49
（

」、
あ
る
い
は
「
認
識
の
妥
当
領
域
を
経
験
世
界
に
限
定
）
50
（

」
と
の
形
容
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
、
理

性
は
信
仰
の
領
域
か
ら
い
わ
ば
「
締
め
出
さ
れ
」、
そ
の
働
き
の
場
は
信
仰
の
領
域
と
は
別
の
場
所
、
す
な
わ
ち
「
経
験
世
界
に
限
定
」
さ

れ
て
い
っ
た
こ
と
を
吉
満
は
注
視
し
た
。

こ
の
結
果
、「
経
験
世
界
」
に
「
信
仰
真
理
」
を
「
容
喙
せ
し
め
」
ず
に
、
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
成
立
す

る
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
理
性
に
よ
る
「
経
験
世
界
」
の
認
識
・
探
究
が
、「
信
仰
真
理
」
を
「
容
喙
せ
し
め
」
ず
に
遂
行
さ
れ
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て
い
く
こ
と
に
な
る
。
実
際
、「
デ
カ
ル
ト
的
コ
ギ
ト
の
形
而
上
学
的
思
考
は
…
…
結
局
プ
ラ
ト
ン
＝
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
形
而
上
学
的

存
在
観
よ
り
全
然
解
放
さ
れ
た
自
然
の
唯
物
的
数
学
的
図
式
的
な
把
握
を
確
保
せ
ん
と
す
る
も
の
な
る
点
に
お
い
て
む
し
ろ
新
し
き
『
自
然

の
学
』
へ
の
転
回
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
）
51
（

」
と
の
叙
述
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
明
確
化
さ
れ
た
信
仰
と
理

性
の
分
離
が
、「
経
験
世
界
」
へ
の
「
信
仰
真
理
」
の
内
在
・
浸
透
と
い
っ
た
捉
え
方
を
排
除
し
て
、
代
わ
っ
て
そ
れ
を
単
な
る
「
現
象
」、

単
な
る
「
事
実
」
的
存
在
と
し
て
捉
え
る
に
至
っ
た
点
に
注
意
を
向
け
て
い
た
。

か
く
し
て
単
な
る
「
現
象
」、
単
な
る
「
事
実
」
的
存
在
と
化
し
た
「
経
験
世
界
」
を
認
識
し
、「
意
味
」
付
与
す
る
の
は
、
も
は
や
神
で

は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、「
経
験
世
界
」
と
二
元
的
に
対
峙
せ
し
め
ら
れ
、「
経
験
世
界
」
を
言
わ
ば
「
外
」
か
ら
眺
め

や
る
人
間
理
性
以
外
に
な
い
。
然
ら
ば
そ
の
「
鍵
」
と
な
る
デ
カ
ル
ト
的
理
性
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
吉
満
は
言
う
、「
こ
のcogito 

の

主
体
な
るrati

）
52
（o

」
と
は
「
古
典
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
＝

ト
マ
ス
的
な
形
而
上
的
類
比
性
思
惟
の
理
性
で
は
な
く
、
一
切
を
一
義
的
に
科

学
的
幾
何
学
的
思
惟
に
規
制
す
る
一
義
的
合
理
主
義
の
理
性
で
あ
っ
た
）
53
（

」
と
。
そ
し
て
「
結
局
に
お
い
て
は
理
性
的
理
論
学
と
し
て
の
形
而

上
学
の
否
定
に
帰
す
る
と
こ
ろ
の
実
証
的
な
い
し
必
至
的
数
学
的
合
理
主
義
の
世
界
像
お
よ
び
人
間
像
の
宿
命
的
支
配
に
道
を
開
く
こ
と
と

な
っ
た
）
54
（

」
と
。

こ
こ
に
〈
世
界
〉
と
〈
人
間
〉
が
、「
一
切
を
一
義
的
に
科
学
的
幾
何
学
的
思
惟
に
規
制
す
る
一
義
的
合
理
主
義
」
に
還
元
さ
れ
ゆ
く
端

緒
が
開
か
れ
る
が
、
そ
の
結
果
成
立
す
る
「
世
界
像
」
こ
と
に
「
人
間
像
」
は
、
当
の
〈
人
間
〉
に
い
か
な
る
帰
趨
を
も
た
ら
す
か
。
こ
の

点
、
吉
満
の
理
解
は
明
確
だ
っ
た
。
最
初
期
の
論
考
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」
に
て
吉
満
は
、
如
上

の
「
合
理
主
義
」
の
問
題
性
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
た
。
い
わ
く
「
実
に
『
人
間
』
の
理
解
は
精
神
の
事
実
を
、
し
か
り
探
究
者
自
ら
の

精
神
の
事
実
を
逃
避
し
て
、
一
切
を
量
と
数
と
に
帰
属
せ
し
め
ん
と
す
る
、
そ
れ
故
に
『
全
自
然
を
説
明
す
る
で
も
あ
ろ
う
…
…
が
し
か
し

自
ら
自
身
を
理
解
し
な
い
』（
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
）
合
理
主
義
的
自
然
主
義
的
方
法
の
能
く
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
人
間
は
単
な
る
法

則
や
理
念
の
形
式
的
機
能
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
）
55
（

」
と
。



384

「
探
究
者
自
ら
の
精
神
の
事
実
」
を
除
外
し
て
、「
一
切
を
量
と
数
」
ま
た
「
法
則
や
理
念
の
形
式
的
機
能
」
に
「
帰
属
せ
し
め
ん
と
す

る
」
類
の
「
合
理
主
義
」
と
は
、「
一
切
を
一
義
的
に
科
学
的
幾
何
学
的
思
惟
に
規
制
す
る
一
義
的
合
理
主
義
」
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ

ち
吉
満
は
如
上
の
「
合
理
主
義
」
の
問
題
を
、〈
人
間
〉
へ
の
適
用
が
不
適
格
で
あ
る
点
に
見
出
し
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、

吉
満
に
お
い
て
〈
人
間
〉
は
、「
一
切
を
量
と
数
」「
法
則
や
理
念
の
形
式
的
機
能
」
に
「
帰
属
せ
し
め
」
ら
れ
る
時
、
そ
の
存
在
を
「
能
く

し
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
把
握
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
ま
な
ざ
し
は
、
前
掲
「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」
で
も
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
く
、

「
人
々
は
必
至
的
機
制
的
自
然
主
義
的
唯
物
論
的
人
生
観
か
ら
逃
れ
出
で
ん
と
し
て
、
如
何
に
も
が
い
た
事
か
。
進
化
論
と
実
証
主
義
と
科

学
万
能
主
義
と
自
然
主
義
の
世
界
に
長
く
魂
は
堪
へ
ら
れ
な
か
つ
た
）
56
（

」
と
。〈
人
間
〉
は
か
よ
う
な
「
方
法
」
に
さ
ら
さ
れ
、「
量
と
数
」
に

「
帰
属
せ
し
め
」
ら
れ
る
と
き
、「
長
く
魂
は
堪
へ
ら
れ
」
ず
、
そ
こ
か
ら
「
逃
れ
出
で
ん
と
し
て
」、「
も
が
」
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
存
在
で

あ
る
こ
と
を
吉
満
は
見
通
し
て
い
た
。

無
論
、
吉
満
は
如
上
の
「
合
理
主
義
」
の
実
り
を
「
全
否
定
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に
て
吉
満

は
、「
ベ
ー
コ
ン
に
し
て
も
デ
カ
ル
ト
に
し
て
も
経
験
科
学
の
豊
か
な
発
達
へ
の
方
法
を
開
拓
し
刺
激
し
た
点
は
認
め
る
）
57
（

」
と
な
し
、「『
実

験
性
』
な
い
し
実
証
性
と
『
合
理
性
』
な
い
し
論
理
性
の
科
学
的
思
惟
）
58
（

」
は
「
そ
の
自
己
限
定
的
立
場
に
お
い
て
正
し
く
評
価
さ
る
べ
き
）
59
（

」

と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
吉
満
は
、
件
の
「
合
理
主
義
」
に
基
づ
く
「
経
験
科
学
の
豊
か
な
発
達
」
の
み
で
な
く
、
そ
の
「
発
達
」
が
今
や

「
魂
」
だ
け
で
な
く
、
人
間
の
〈
生
〉
そ
の
も
の
に
強
い
つ
つ
あ
る
苛
烈
な
現
実
を
も
凝
視
し
て
い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
吉

満
は
「
一
切
を
一
義
的
に
科
学
的
幾
何
学
的
思
惟
に
規
制
す
る
一
義
的
合
理
主
義
」
が
生
み
出
し
た
「
文
化
」
の
帰
結
を
こ
そ
、
問
い
質
そ

う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
視
座
は
、
初
期
の
論
考
「
倫
理
性
へ
の
定
位
」
の
一
節
、「
近
代
的
人
間
の
第
一
関
心
が
永
生
の
問
題
よ
り
物
質
支
配
と
物
質
獲
得

に
転
向
し
て
よ
り
、
次
第
に
人
間
を
物
質
化
す
る
に
至
っ
て
、
い
か
に
技
術
性
の
全
能
率
集
注
を
も
っ
て
し
て
も
、
そ
は
人
間
を
扱
う
所
以



385 吉満義彦の思想

で
は
な
く
か
え
っ
て
殺
す
も
の
で
あ
る
）
60
（

」
に
読
み
取
り
得
る
も
の
の
、
こ
こ
で
は
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
次
の
叙

述
に
注
意
を
促
し
た
い
。

十
九
世
紀
的
唯
物
論
や
コ
ン
ト
的
実
証
主
義
精
神
に
お
い
て
は
、
近
代
科
学
的
精
神
の
も
た
ら
し
た
も
の
は
い
ま
だ
い
わ
ば

「
知
性
の
改
造
」
と
い
う
か
「
哲
学
の
転
倒
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
総
じ
て
二
十
世
紀
的
文
明
意
識
に
お
い
て
は
、
近

代
的
科
学
の
結
実
と
し
て
の
技
術
的
機
械
的
生
条
件
規
定
か
ら
、
あ
ま
ね
く
技
術
主
義
的
な
生
活
感
覚
的
唯
物
主
義
が
む
し
ろ

不
知
不
識
に
人
間
的
生
そ
の
も
の
を
窒
息
せ
し
め
る
に
至
っ
た
点
で
あ
る
。
物
理
学
や
生
物
学
の
知
識
的
展
開
は
、
文
明
の
構

造
を
変
革
せ
し
め
、
か
く
て
デ
カ
ル
ト
が
学
の
結
実
と
し
て
目
指
し
たm

ecanique

とm
edecine

は
帰
す
る
と
こ
ろ
生
の
機

械
主
義
、
技
術
主
義
的
分
解
の
危
機
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
り
、
二
十
世
紀
的
「
知
性
の
不
安
」
を
現
出
す
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
）
61
（

。

注
視
す
べ
き
は
、
吉
満
が
「
十
九
世
紀
的
唯
物
論
」
と
「
二
十
世
紀
的
文
明
意
識
」
を
分
け
、
両
者
が
自
乗
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、

「
二
十
世
紀
的
『
知
性
の
不
安
』」
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
吉
満
に
と
っ
て
「
二
十
世
紀
」
を
生
き
る
人
々
は
、
た
と
え

ば
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
」
の
手
に
な
る
「『
人
間
本
性
』
の
虚
無
性
」
の
暴
露
、
あ
る
い
は
「
一
切
を
量
と
数
」
ま
た
「
法
則
や
理
念
の
形
式

的
機
能
」
に
「
帰
属
せ
し
め
ん
と
す
る
」
類
の
「
合
理
主
義
」
に
よ
っ
て
、「
自
己
確
実
性
」
の
動
揺
や
そ
れ
に
伴
う
「
不
安
」
に
陥
れ
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
右
記
に
加
え
て
「
物
理
学
や
生
物
学
の
知
識
的
展
開
」
が
「
変
革
せ
し
め
」
た
「
文
明
の
構
造
」
と
そ
の

「
技
術
的
機
械
的
生
条
件
規
定
」
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
も
は
や
「
知
性
」
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、「
人
間
的
生
そ
の
も
の
」
ま
で

も
「
窒
息
」「
分
解
の
危
機
」
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

か
く
し
て
吉
満
の
眼
に
同
時
代
の
人
間
は
、〈
神
〉
を
喪
失
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
存
立
基
盤
の
「
確
実
性
」
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
さ
ら
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に
「
文
明
の
構
造
」
に
苦
悶
さ
せ
ら
れ
て
も
い
る
点
で
、
相
乗
的
な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
と
映
じ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
吉
満

は
、
人
々
が
み
ず
か
ら
を
苛
む
「
哲
学
」、「
合
理
主
義
」、「
技
術
的
機
械
的
生
条
件
規
定
」
の
「
埒
外
」
な
る
「
神
話
」
等
、
非
合
理
的
な

価
値
世
界
に
「
救
済
」
を
求
め
ゆ
く
様
相
を
、
内
在
的
に
捉
え
る
深
み
を
有
し
て
い
た
。
そ
の
詳
細
は
別
稿
）
62
（

に
て
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
触

れ
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
吉
満
が
そ
う
し
た
擬
似
的
「
神
」
を
問
い
質
す
と
と
も
に
、「
二
十
世
紀
的
『
知
性
の
不
安
』」
の
「
超
克
」

を
め
ぐ
り
、
い
か
な
る
展
望
を
指
し
示
し
た
か
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

2　

神
観
の
転
回
と
そ
の
射
程
――
吉
満
の
「
近
代
超
克
」
――

冒
頭
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
吉
満
の
「
近
代
批
判
」
は
、
思
惟
の
原
理
レ
ベ
ル
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
二
十
世
紀
的
『
知
性
の
不

安
』」
の
「
超
克
」
も
、
同
様
の
深
み
か
ら
問
わ
れ
た
の
は
必
然
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
「
近
代
思
想
の
根
本
動
向
は
中
世
的
基
督
教
的
超

自
然
―
自
然
、
神
―
所
造
の
関
係
認
識
の
破
棄
に
存
す
る
」
と
な
し
、
そ
の
「
破
棄
」
の
根
源
的
要
因
を
、「
任
意
」「
気
随
」
の
超
絶
神
に

求
め
て
い
た
吉
満
に
お
い
て
、
問
題
の
所
在
は
、
何
よ
り
も
如
上
の
神
観
の
刷
新
に
求
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
問
い
の
構
え
を
解
す
る
上

で
、
こ
こ
で
は
吉
満
が
カ
ー
ル
・
ア
ダ
ム
の
論
考
「
審
判
の
神
学
、
危
機
の
神
学
）
63
（

」
を
「
訳
出
紹
介
）
64
（

」
す
る
形
で
バ
ル
ト
を
問
う
た
、「
カ

ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」
に
注
意
を
促
し
た
い
。

吉
満
に
よ
れ
ば
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
神
は
「
一
切
の
対
立
の
彼
岸
に
王
者
の
ご
と
く
自
由
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
此
岸
的
可
能
性
よ
り
し

て
は
た
だ
不
可
能
者
の
範
疇
に
お
い
て
の
み
捕
捉
さ
れ
る
も
の
）
65
（

」、
し
た
が
っ
て
「
い
か
な
る
仕
方
に
お
い
て
も
地
上
的
な
る
も
の
よ
り
積

極
的
規
定
を
得
し
め
ぬ
も
の
）
66
（

」
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
た
「
い
わ
ゆ
る
『
絶ガ
ン
ツ
ア
ン
デ
レ

対
他
者
』
で
あ
り
、『
絶
対
者
』『
実
存
者
』
一
切

の
可
視
者
に
対
す
る
『
不
可
視
者
』、
一
切
の
所
与
性
に
対
す
る
『
前
提
』」、
一
切
の
『
此
処
』
に
対
し
て
隔
絶
せ
る
『
彼
処
』
で
あ
る
）
67
（

」
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と
力
説
さ
れ
も
し
た
。
か
く
し
て
バ
ル
ト
が
「
王
者
の
ご
と
く
自
由
」
な
神
を
説
き
、
そ
の
よ
う
な
「
神
と
世
界
と
の
質
的
な
本
質
差
別

（qualitative W
esensunterschie

）
68
（d

）」、
神
と
「
所
造
」
の
「
極
的
対
立
）
69
（

」
を
強
調
す
る
の
は
何
ゆ
え
か
。
吉
満
は
そ
こ
に
、
時
代
の
中
で

信
仰
の
純
粋
性
を
守
ろ
う
と
す
る
バ
ル
ト
の
「
神
学
的
奮
戦
）
70
（

」
を
見
出
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
神
が
「
一
切
の
対
立
の
彼
岸
に
王
者
の
ご
と
く
自
由
」
な
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、「
此
岸
」
に
神
の
「
介
入
」
が
現
れ
出
る

に
せ
よ
、
そ
の
「
介
入
」
は
、
神
の
行
使
す
る
絶
対
的
な
〈
自
由
〉
の
部
分
的
現
れ
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
ら
ば
、「
此
岸
」
の
様
が

ど
う
で
あ
れ
、
そ
れ
を
根
拠
に
「
神
意
」
を
揣
摩
し
、「
規
定
」
す
る
の
は
無
意
義
で
あ
る
。「
一
切
の
対
立
の
彼
岸
に
王
者
の
ご
と
く
自

由
」
な
神
は
、「
此
岸
」
を
根
拠
に
推
し
量
ら
れ
た
「
神
意
」
な
ど
、
遥
か
に
超
え
る
と
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
存
在
は
、

「
王
者
」
た
る
「
神
に
対
し
て
奴
隷
の
反
抗
を
な
し
て
以
来
）
71
（

」、「
罪
の
力
）
72
（

」
の
隷
属
下
に
置
か
れ
、「
一
切
の
縁
ま
で
リ
ビ
ド
ー
に
よ
っ
て
、

生
へ
の
渇
望
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
エ
ロ
ス
者
で
あ
る
）
73
（

」。
か
く
し
て
「
人
間
そ
の
も
の
が
…
…
実
存
的
に
神
無
き
）
74
（

」
存
在
で
あ
る
以
上
、

「
人
間
は
人
間
と
し
て
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
75
（

」、
バ
ル
ト
は
理
性
に
対
し
こ
う
宣
告
す
る
と
吉
満
は
言
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、「
此
岸
」
か
ら
神
へ
と
認
識
を
進
め
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
。
い
わ
く
「
こ
の
絶
対
超

絶
神
観
が
、
論
理
的
思
惟
の
道
も
、
ま
た
倫
理
も
宗
教
の
道
も
一
切
『
此
処
よ
り
彼
処
に
』
導
き
得
ぬ
、
絶
対
不
連
続
観
と
な
る
）
76
（

」、
否
む

し
ろ
「
か
か
る
（
連マ

マ

続
的
な
）
道
が
存
す
る
な
ら
ば
、
人
間
が
（
神マ

マ
と
の
）
距
離
の
怖
る
べ
き
看
却
に
よ
っ
て
、
彼
自
ら
そ
こ
に
関
係
し
得

ざ
る
も
の
に
関
係
せ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
神
で
は
な
く
、
そ
の
世
界
の
事
物
中
の
一
事
物
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
）
77
（

」
と
。

か
く
し
て
バ
ル
ト
は
、
た
と
え
ば
「
ヘ
ー
ゲ
ル
的
理
性
」
や
「
マ
ル
ク
ス
的
唯
物
論
」
に
還
元
さ
れ
た
「
神
」
の
ご
と
く
、「
神
と
世
界
」

「
神
と
人
間
」
が
「
混
交
」
さ
れ
た
「
神
学
」、
あ
る
い
は
「
神
と
世
界
と
の
質
的
な
本
質
差
別
」
を
忘
却
・
弛
緩
し
た
信
仰
を
厳
し
く
批
判

し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
批
判
が
、「
人
間
化
さ
れ
た
神
学
）
78
（

」「
歴
史
的
心
理
主
義
的
な
る
神
学
）
79
（

」
を
退
け
、
代
わ
っ
て
「
天
啓
の
超
絶
性
と
『
神
の
言
』
の

絶
対
性
と
不
動
性
と
を
再
び
良
心
の
う
ち
に
刻
み
込
）
80
（

」
む
の
に
資
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
し
て
吉
満
は
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
言
葉
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「
一
切
の
合
理
的
な
神
認
識
の
努
力
は
ま
さ
し
く
哲
学
的
な
『
神テ
イ
タ
ニ
ス
ム

反
逆
』
で
あ
り
罪
で
あ
る
）
81
（

」
を
併
せ
て
紹
介
し
、
バ
ル
ト
を
こ
う
評
価
す

る
。
い
わ
く
、
バ
ル
ト
の
「
神
学
的
奮
戦
」
は
、「
近
代
的
世
俗
化
に
対
抗
し
て
立
っ
た
古
き
信
仰
精
神
の
勃
興
で
あ
り
更
新
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
）
82
（

」
と
。

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、
バ
ル
ト
が
「
王
者
の
ご
と
く
自
由
」
な
神
を
説
き
、
そ
の
よ
う
な
「
神
と
世
界
と
の
質
的
な
本
質
差
別
」「
絶
対

不
連
続
」
を
力
説
す
る
こ
と
が
、「
近
代
的
世
俗
化
に
対
抗
し
」「
古
き
信
仰
精
神
」
を
再
定
位
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
吉
満
は
、
バ

ル
ト
の
批
判
す
る
「
近
代
的
世
俗
化
」
の
根
源
的
な
要
因
を
、「
神
と
人
間
」
す
な
わ
ち
「
信
仰
と
理
性
」
の
「
分
離
」
に
求
め
た
だ
け
に
、

結
局
、「
神
と
人
間
」「
神
と
世
界
」
の
分
離
徹
底
を
推
し
進
め
る
バ
ル
ト
の
「
奮
戦
」
は
、「
近
代
的
世
俗
化
」
と
そ
の
侵
蝕
を
こ
う
む
っ

た
「
神
学
」
お
よ
び
擬
似
的
「
神
」
の
批
判
に
は
な
り
得
て
も
、
そ
の
現
象
を
帰
結
し
た
〈
原
理
〉
の
批
判
に
は
な
ら
な
い
と
位
置
づ
け
て

い
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、「
近
代
思
想
の
根
本
動
向
は
中
世
的
基
督
教
的
超
自
然
―
自
然
、
神
―
所
造
の
関
係
認
識
の
破
棄
に

存
す
る
」
と
見
る
吉
満
に
と
り
、
問
題
の
所
在
は
「
神
―
所
造
の
関
係
認
識
の
破
棄
」
を
も
た
ら
し
た
超
絶
神
観
を
徹
底
す
る
こ
と
に
は
な

く
、「
神
―
所
造
の
関
係
」
を
再
建
さ
せ
る
別
個
の
神
観
の
探
究
に
こ
そ
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

か
く
し
て
吉
満
が
試
み
た
の
は
、
バ
ル
ト
の
ご
と
く
神
を
「
一
切
の
対
立
の
彼
岸
に
王
者
の
ご
と
く
自
由
」
な
存
在
、
す
な
わ
ち
端
的
に

〈
自
由
〉
な
存
在
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
神
の
絶
対
的
な
〈
自
由
〉
を
、
具
体
的
な
そ
の
〈
意
志
〉
と
相
即
不
離
な
も
の
と
し
て
問
い
か

け
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
視
座
は
、「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」
に
お
け
る
次
の
一
節
、「
神
の
『
絶
対
他
者
性
』（ganz A

ndere

）

を
わ
れ
わ
れ
は
対
立
（G

egensatz

）
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
…
…
所
造
の
創
造
者
へ
の
根
本
的
な
関
係
性
（B

ezogenheit

）、

す
な
わ
ち
全
存
在
の
神
に
向
か
っ
て
の
秩
序
づ
け
（H

inordnung

）
を
排
除
す
る
の
で
な
く
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
『
他
者
性
』
と
し
て
理

解
す
る
の
で
あ
る
）
83
（

」
と
の
叙
述
ほ
か
、
ご
く
初
期
の
論
考
、
昭
和
七
年
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」
に
お

け
る
次
の
く
だ
り
が
照
射
す
る
も
の
だ
っ
た
。
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神
は
自
ら
の
本
質
を
認
識
し
て
自
ら
と
異
な
る
も
の
を
認
識
す
る
ご
と
く
、
自
ら
の
善
を
意
志
し
て
他
者
を
意
志
す
べ
く

（S.th. I, q.19, a.3, ad2

）
そ
は
善
の
広
が
る
本
性
に
従
っ
て
、
神
が
他
者
に
自
ら
の
善
の
類
似
を
分
か
つ
業
で
あ
る
。
…
…

し
か
も
神
は
自
ら
の
善
な
る
本
質
を
目
的
と
し
て
、
他
者
す
な
わ
ち
所
造
を
欲
す
る
と
も
、
自
ら
の
善
の
た
め
に
（propter 

finem
）
欲
す
る
も
の
を
、
必
然
的
に
欲
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（ibid., a.3, 10

）。
し
か
し
こ
こ
に
同
時
に
示
さ
る
る

ご
と
く
神
は
自
ら
の
本
質
な
る
善
を
欲
す
る
の
で
、
神
の
意
志
の
故
に
神
の
善
が
言
わ
れ
る
と
な
す
ノ
ミ
ナ
リ
ス
ト
的
任
意
神

の
観
念
は
形
而
上
的
秩
序
を
転
倒
せ
る
も
の
で
あ
る
）
84
（

。

先
の
バ
ル
ト
評
価
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
吉
満
も
、
バ
ル
ト
同
様
、
神
の
〈
超
越
性
〉〈
他
者
性
〉
の
堅
持
に
与
し
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、「
こ
の
世
界
」
の
あ
り
よ
う
に
、
神
の
〈
意
志
〉
が
現
れ
尽
く
す
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、「
こ
の
世

界
」
の
「
現
実
」
を
根
拠
と
し
、
神
の
〈
意
志
〉
を
揣
摩
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
吉
満
は
、
認
識
上
の
そ
う
し
た
懸

隔
を
、「
こ
の
世
界
」
な
る
人
間
を
凌
駕
す
る
、
神
の
「
任
意
気
随
」
に
帰
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
吉
満
に
お
い
て
こ
の
懸
隔
は
、
神
が

「
自
ら
の
善
の
た
め
に
（propter finem

）
欲
す
る
も
の
を
、
必
然
的
に
欲
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
こ
そ
生
じ
る
事
態
と
し
て
、

あ
く
ま
で
も
そ
の
「
善
な
る
本
質
」
と
か
か
わ
ら
せ
て
、
解
き
明
か
さ
れ
て
い
た
。

こ
こ
で
吉
満
の
説
く
神
の
「
善
な
る
本
質
」
が
、「
所
造
」
と
の
関
係
形
成
的
な
内
実
を
有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、「
他
者
を

意
志
」
し
「
他
者
に
自
ら
の
善
の
類
似
を
分
か
つ
」
と
の
表
現
が
既
に
表
す
よ
う
に
、
吉
満
は
神
の
「
善
な
る
本
質
」
を
、「
所
造
」
と

の
「
並
存
」
以
上
の
関
係
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
い
た
。
こ
の
点
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
表
現
と
し
て
、
た
と
え
ば
昭
和
八
年

「
ニ
ュ
ー
マ
ン
的
敬
虔
の
本
質
」
で
吉
満
が
、「
な
べ
て
の
所
造
に
普
く
臨
在
し
て
、
し
か
も
個
々
の
所
造
は
そ
を
包
括
し
得
な
い
も
の
は
、

ま
さ
に
神
の
本
質
自
身
で
あ
る
…
…
神
は
そ
の
無
限
性
の
故
に
、
す
べ
て
の
所
造
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
に
自
ら
を
反
映
し
、
た
だ
所
造
の
い
や

増
す
相
互
協
力
・
相
互
理
解
の
み
が
、
神
に
対
す
る
深
き
眼
を
供
す
る
も
の
と
な
る
）
85
（

」
と
述
べ
て
い
る
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
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叙
述
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
神
と
「
所
造
」
と
の
関
係
を
、
単
な
る
並
立
と
し
て
で
な
く
、「
所
造
」
を
超
越
し
つ
つ
も
そ
れ
へ
の

内
在
を
「
意
志
」
す
る
も
の
と
し
て
問
い
か
け
て
い
た
。
件
の
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」
に
て
も
、
こ
う
説
か
れ
る
の
が
注
目
さ

れ
る
。
い
わ
く
「
神
は
彼
自
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
の
創
造
的
叡
智
に
従
っ
て
の
ほ
か
創
造
し
給
わ
ぬ
が
故
に
、
創
造
物
は
な
ん
ら
か
彼
の
霊

の
息
吹
を
保
ち
、
な
ん
ら
か
彼
の
似
像
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
）
86
（

」「
我
ら
の
上
に
超
絶
す
る
神
は
同
時
に
我
れ
ら
の
内
に
内
在
し
給
う
神
で
あ

る
）
87
（

」
と
。
い
ず
れ
の
表
現
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
吉
満
は
神
を
「
創
造
物
」
に
「
内
在
」
す
る
だ
け
で
な
く
、「
創
造
物
」
に
み
ず
か
ら

の
「
息
吹
」
を
分
か
つ
も
の
と
し
て
も
力
説
し
て
や
ま
な
か
っ
た
。

吉
満
が
如
上
の
内
実
を
、
神
の
〈
本
質
〉
と
し
て
力
説
す
る
の
は
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
最
初
期
の
論
考
「
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界

観
の
根
本
理
念
」
に
お
い
て
、「
世
界
は
神
の
『
愛
』
の
所
産
で
あ
り
）
88
（

」「
そ
の
有
る
限
り
そ
の
本
質
に
お
い
て
神
よ
り
の
も
の
）
89
（

」
と
述
べ
、

「
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
」
の
中
で
、「
い
と
微
か
な
る
存
在
を
も
蔑
視
す
る
事
な
く
、
寧
ろ
愛
を
以
て
、
そ
の
価
値
を
そ
の
自
ら

の
秩
序
に
お
い
て
肯
定
し
、
神
の
創
造
に
一
個
の
無
駄
あ
ら
し
め
ざ
ら
ん
と
す
る
）
90
（

」
ト
マ
ス
に
お
い
て
、「
一
切
の
実
在
と
一
切
の
価
値
と

は
神
よ
り
出
で
神
に
依
つ
て
あ
り
神
に
向
つ
て
あ
る
所
の
も
の
で
、
神
こ
そ
は
一
切
の
真
善
美
の
根
源
で
あ
る
）
91
（

」
と
強
調
す
る
よ
う
に
、
吉

満
は
「
な
べ
て
の
所
造
に
普
く
臨
在
」
し
「
所
造
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
に
自
ら
を
反
映
」
す
る
神
に
お
い
て
こ
そ
、「
い
と
微
か
な
る
存
在
」

も
「
有
る
限
り
そ
の
本
質
に
お
い
て
神
よ
り
の
も
の
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
点
を
注
視
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
経
験
世
界
」
を

「
外
」
か
ら
眺
め
や
る
人
間
理
性
、
具
体
的
に
は
「
一
切
を
一
義
的
に
科
学
的
幾
何
学
的
思
惟
に
規
制
す
る
一
義
的
合
理
主
義
」
に
よ
っ
て

存
立
を
左
右
さ
れ
て
き
た
「
人
間
」
と
「
世
界
」
と
を
、
単
な
る
「
事
物
」「
事
象
」
か
ら
転
回
さ
せ
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。

如
上
の
闡
明
は
ま
た
、
既
に
別
稿
で
も
示
し
た
と
お
り
）
92
（

、〈
人
間
〉
を
神
の
「
息
吹
」
に
浸
透
さ
れ
た
、
神
の
い
わ
ば
「
似
像
」
と
し
て

捉
え
て
い
く
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
昭
和
九
年
「
マ
リ
テ
ン
と
神
学
的
人
間
学
の
政
治
倫
理
」
に
て
い
わ
く
、「
キ
リ
ス
ト

教
は
人
間
が
神
と
な
る
べ
く
召
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
超
絶
的
神
の
本
性
へ
の
聖
寵
の
分
与
に
、
神
と
の
愛
の
一

致
に
よ
る
）
93
（

」
と
。
ま
た
前
掲
「
倫
理
性
へ
の
定
位
」
で
い
わ
く
、「
わ
れ
わ
れ
は
人
を
『
肉
と
な
り
し
ロ
ゴ
ス
』
の
啓
示
に
お
い
て
、
ま
さ
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に
超
自
然
的
に
向
か
う
も
の
と
し
て
明
示
さ
れ
、
ま
た
可
能
化
さ
れ
て
あ
る
）
94
（

」
と
。

同
様
の
認
識
は
、
人
間
の
理
性
に
つ
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
前
掲
「
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
」
に
て
い
わ

く
「
実
に
ト
ー
マ
ス
に
取
つ
て
能
動
理
性
は
人
間
に
お
け
る
一
種
の
神
性
の
光
り
の
分
有
で
あ
り
神
の
似
姿
で
あ
り
、
従
つ
て
此
れ
に
よ

つ
て
の
理
性
の
活
動
は
神
の
活
動
へ
の
分
有
で
あ
る
）
95
（

」
と
。
ま
た
同
じ
く
前
掲
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
観
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い

て
」
に
て
い
わ
く
、「
聖
ト
マ
ス
は
…
…
理
性
的
存
在
に
お
い
て
は
本
然
的
神
欲
求
と
竟
極
の
祝
福
（beatitude

）
の
神
直
観
と
を
可
能
な

ら
し
む
べ
き
理
性
の
光
の
類
似
（sim

ilitudo ex parte visivae potentiae

）
を
認
め
る
）
96
（

」「
所
造
理
性
の
創
造
者
理
性
理
解
不
可
能
を
説

き
『
知
ら
れ
ざ
る
神
』
を
強
調
し
つ
つ
も
、
他
方
に
こ
れ
ら
の
『
類
似
』
に
対
し
て
、
上
よ
り
の
強
め
の
力
（confortans intellectum

 ad 

videndum
 D

eum
, S.T

h. I, q.12, a.2

）
が
加
え
ら
れ
、
実
に
高
き
姿
に
引
き
上
げ
る
、
超
自
然
的
傾
向
性
（dispositiosupernaturalis

）

が
加
え
ら
れ
神
の
姿
に
至
る
）
97
（

」
と
。
い
ず
れ
も
晦
渋
な
表
現
な
が
ら
、
人
間
の
理
性
が
神
の
「
息
吹
を
保
」
つ
存
在
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ

れ
て
い
た
。

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
、
如
上
の
吉
満
の
提
言
が
、
人
間
と
そ
の
理
性
の
絶
対
化
、
そ
の
意
味
で
の
「
自
己
神
化
」
を
企
図
し
た
も
の
で

は
な
い
点
で
あ
る
。
い
わ
く
「
人
間
は
単
に
人
間
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
得
る
何
も
の
か
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
神
自
身
に
向

か
っ
て
造
ら
れ
た
な
ん
ら
か
そ
れ
自
身
超
克
さ
る
べ
き
も
の
」
と
。
既
に
引
い
た
こ
の
表
現
が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
は
人
間
の
「
能
力
」
の

絶
対
視
に
も
、
ま
た
人
間
の
「
無
能
力
」
の
絶
対
視
に
も
共
に
与
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
主
張
の
眼
目
は
、
第
一
に
〈
人
間
〉
は
既
に
「
完

成
」
さ
れ
た
、
自
己
充
足
的
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
ゆ
え
に
こ
そ
「
人
間
」
は
そ
の
「
似
像
」
の
主
体
な
る
「
神
自
身
に
向

か
っ
て
」、〈
人
間
〉
と
し
て
の
自
己
超
克
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
如
上
の
自
己
超
克
は
、
人
間
単
独
の
わ
ざ

で
な
く
、
あ
く
ま
で
神
と
の
〈
関
係
〉
に
お
い
て
、
そ
の
導
き
と
援
け
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ

は
別
稿
に
て
論
じ
た
よ
う
に
）
98
（

、
イ
エ
ス
の
〈
謙
虚
〉
に
倣
え
る
自
己
犠
牲
的
〈
愛
〉
の
〈
試
練
〉
を
通
じ
、「
神
に
達
す
る
こ
と
」
而
し
て

「
神
を
直
視
す
る
こ
と
」
を
人
間
の
形
而
上
的
目
的
と
し
て
諾
う
こ
と
に
よ
り
、
生
涯
を
通
じ
て
、
不
断
の
自
己
超
克
を
遂
げ
る
こ
と
で
も
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あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
神
観
、
人
間
観
は
、
吉
満
に
お
い
て
単
に
そ
の
提
唱
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
、

「
二
十
世
紀
的
『
知
性
の
不
安
』」
を
も
た
ら
し
た
「
文
化
」
に
代
わ
る
、
新
し
い
〈
文
化
〉
の
創
造
を
も
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
最
後
に
吉
満
に
お
け
る
〈
文
化
〉
の
問
題
を
問
い
か
け
る
こ
と
で
、「
近
代
の
超
克
」
を
め
ぐ
る
そ
の
具
体
的
な
構
想
を
あ
と
づ
け

て
み
た
い
。

3　

新
し
い
〈
文
化
〉
の
創
造
へ
――
「
人
間
文
化
」
の
提
唱
――

そ
も
そ
も
吉
満
に
お
い
て
〈
文
化
〉
と
は
、
昭
和
十
一
年
「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」
で
定
義
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
人
間

的
活
動
の
示
現
全
体
を
包
括
す
る
も
の
）
99
（

」
で
あ
り
、「
最
も
自
然
的
な
る
生
の
営
み
の
物
質
的
領
域
よ
り
最
も
霊
的
な
る
精
神
活
動
の
示
現

に
至
る
ま
で
）
100
（

」、「
人
間
的
行
動
の
対
象
領
域
一
般
に
わ
た
る
も
の
）
101
（

」
だ
っ
た
。
ま
た
、
晩
年
の
著
作
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
に
お
け
る

「
近
代
的
な
自
意
識
の
反
省
段
階
に
お
け
る
文
化
の
自
律
的
営
み
）
102
（

」
の
強
調
、
ま
た
最
晩
年
の
論
考
「
ジ
ャ
ッ
ク
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に

つ
い
て
」
の
一
節
、「
近
代
の
反
省
時
代
（age reflexe

）
に
お
い
て
は
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
に
お
い
て
内
面
的
分
化
が
遂
げ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
今
日
、
人
々
は
西
欧
中
世
の
教
会
的
文
化
の
再
現
を
求
め
る
ご
と
き
非
歴
史
的
考
え
方
を
す
べ
き
で
な
く
、
ま
さ
に
今
日
の
社
会

的
現
実
そ
の
も
の
に
即
し
て
そ
の
内
面
的
洞
察
を
通
じ
て
、
具
体
的
に
福
音
の
社
会
的
歴
史
的
実
現
を
期
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
103
（

」

等
の
叙
述
が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
に
と
っ
て
〈
文
化
〉
と
は
、
各
々
固
有
の
領
域
を
有
し
、
自
律
的
に
営
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
吉
満
は
、
諸
文
化
の
「
内
面
的
分
化
」
と
そ
の
「
自
律
的
営
み
」
の
遂
行
を
、「
近
代
の
反
省
時
代
」
に
お
け
る
〈
与
件
〉
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と
し
て
重
視
し
た
。
し
か
し
「
近
代
思
想
の
根
本
動
向
は
中
世
的
基
督
教
的
超
自
然
―
自
然
、
神
―
所
造
の
関
係
認
識
の
破
棄
に
存
す
る
」

と
見
る
吉
満
は
、
諸
文
化
の
自
律
を
重
視
し
な
が
ら
も
、〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉
の
相
互
排
斥
的
な
分
離
を
問
い
質
し
、
逆
に
、
両
者
が
内

在
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
志
向
し
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉
の
内
在
的
結
び
つ
き
を
可
能
と
す
る
原
理
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
注
意
す
べ
き
は

そ
れ
が
「
結
び
つ
き
」
で
あ
る
以
上
、〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉
の
単
な
る
並
立
・
並
存
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
一
方
へ
の
秩
序
づ

け
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
〈
宗
教
〉
を
〈
文
化
〉
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、〈
宗
教
〉
の
〈
文
化
〉
へ
の
解
消
を

帰
結
す
る
だ
け
に
、
あ
く
ま
で
〈
文
化
〉
の
方
こ
そ
が
、〈
宗
教
〉
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
で
、「
文
化
の

さ
ま
ざ
ま
の
領
域
」
ご
と
の
「
自
律
的
営
み
」
が
損
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

か
よ
う
な
意
味
で
の
「
結
び
つ
き
」
は
、
い
か
に
し
て
構
想
さ
れ
得
る
か
。
吉
満
が
そ
こ
で
提
示
し
た
の
は
「
人
間
文
化
」
と
い
う
考
え

方
だ
っ
た
。「
人
間
文
化
」
と
は
、
前
掲
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
に
お
け
る
、「
人
間
の
文
化
的
営
み
は
か
か
る
人
間
性
の
究
極
的
目
的
へ

の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
初
め
て
全
き
意
味
に
お
け
る
人
間
文
化
と
し
て
の
意
味
を
も
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
の
総
括
）
104
（

、
な
ら
び
に
「『
文

化
』
と
い
う
の
は
…
…
そ
の
本
質
に
お
い
て
人
間
に
お
け
る
神
の
似
姿
の
自
己
実
現
で
あ
る
）
105
（

」
と
の
敷
衍
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、〈
文
化
〉

を
〈
人
間
〉
と
切
り
離
さ
ず
に
、
両
者
を
不
可
分
な
営
み
と
捉
え
る
こ
と
で
、
諸
文
化
の
「
自
律
的
営
み
」
と
そ
の
担
い
手
た
る
〈
人
間
〉

双
方
を
、
当
の
〈
人
間
〉
が
目
差
す
べ
き
「
究
極
的
目
的
」
へ
と
基
礎
づ
け
る
〈
文
化
観
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
究
極
的
目
的
」
は
、
前
述

の
別
稿
に
て
論
じ
た
よ
う
に
）
106
（

、
イ
エ
ス
の
〈
謙
虚
〉
に
倣
え
る
自
己
犠
牲
的
〈
愛
〉
の
〈
試
練
〉
を
通
じ
、「
神
に
達
す
る
こ
と
」
而
し
て

「
神
を
直
視
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
は
個
々
の
選
択
に
先
立
つ
形
而
上
的
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
目
的
論
的
人
間
観
に
〈
文
化
〉
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
、〈
文
化
〉
存
立
の
い
わ
ば
〈
場
所
〉
と
し
て
、

〈
宗
教
〉
を
備
え
る
こ
と
に
よ
り
、〈
文
化
〉
に
〈
宗
教
〉
か
ら
す
る
方
向
づ
け
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
、「
人
間
文

化
」
を
論
じ
た
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
に
お
い
て
、
吉
満
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
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こ
の
文
化
的
生
の
表
現
に
お
け
る
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
に
お
い
て
、
正
し
く
霊
性
の
秩
序
を
回
復
し
た
と
こ

ろ
に
お
い
て
、
一
切
の
文
化
的
営
み
が
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
お
い
て
営
ま
れ
る
と
き
、
文
化
と
宗
教
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は

な
く
、
宗
教
に
お
い
て
文
化
が
生
命
づ
け
ら
れ
、
高
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
…
…
霊
性
の
根
源
秩
序
と
し
て
の
愛
の
回
復
が
あ

る
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
一
切
の
も
の
は
許
さ
れ
、
精
神
は
解
放
さ
れ
て
、
そ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
自
在
に
発
揮
さ

れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
）
107
（

。

右
引
用
中
、「
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
に
お
い
て
、
正
し
く
霊
性
の
秩
序
を
回
復
し
た
と
こ
ろ
」
な
ら
び
に
「
霊
性
の
根
源

秩
序
と
し
て
の
愛
の
回
復
が
あ
る
と
こ
ろ
」
と
は
、
そ
の
字
義
か
ら
鑑
み
て
、
人
間
が
キ
リ
ス
ト
教
的
意
味
で
の
〈
悔
改
〉
と
〈
救
済
〉
に

あ
ず
か
っ
て
、
そ
の
形
而
上
的
目
的
に
覚
醒
さ
せ
ら
れ
る
、
宗
教
的
か
つ
内
面
的
な
「
と
こ
ろ
」
と
言
っ
て
よ
い
）
108
（

。
こ
の
意
味
で
「
人
間
文

化
」
と
は
、「
一
切
の
文
化
的
営
み
」
に
そ
の
存
立
・
構
想
の
〈
場
所
〉
と
し
て
、
如
上
の
「
と
こ
ろ
」
を
与
え
る
原
理
で
あ
っ
た
。「
一
切

の
文
化
的
営
み
」
は
、
こ
の
〈
場
所
〉
を
基
盤
に
し
て
営
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
自
律
的
」
で
あ
り
な
が
ら
、
人
間
の
「
究
極
的
目
的
」

実
現
と
い
う
倫
理
的
方
向
性
を
帯
び
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
は
「
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
」
ご
と
の
「
自
律
的
営
み
」
が
成
立

し
た
上
で
、
そ
の
「
外
部
」
に
位
置
す
る
「
宗
教
」
が
「
倫
理
」
と
化
し
て
、
当
の
「
自
律
」
を
い
わ
ば
「
外
」
か
ら
規
制
す
る
と
の
構
図

と
は
異
な
っ
て
い
る
。「
人
間
文
化
」
の
立
場
に
お
い
て
、「
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
」
と
そ
の
「
自
律
的
営
み
」
は
、
そ
の
「
営
み
」
の

当
事
者
た
る
人
間
の
「
究
極
的
目
的
」
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、〈
文
化
〉
と
い
う
営
み
そ
れ
自
体
の
内
に
、
如
上
の
〈
目
的
〉

実
現
と
い
う
、
い
わ
ば
〈
倫
理
〉
を
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

吉
満
が
こ
の
構
想
に
、〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉
の
あ
る
べ
き
す
が
た
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
は
、「
霊
性
の
秩
序
を
回
復
し
た
と
こ
ろ
に
お

い
て
、
一
切
の
文
化
的
営
み
が
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
お
い
て
営
ま
れ
る
と
き
、
文
化
と
宗
教
と
は
矛
盾
す
る
の
で
は
な
く
」、
か
え
っ
て
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「
一
切
の
も
の
は
許
さ
れ
、
精
神
は
解
放
さ
れ
て
、
そ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
自
在
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
」

と
見
通
す
中
に
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

吉
満
は
、
こ
の
見
地
に
基
づ
い
て
、
現
に
あ
る
「
文
化
＝
近
代
文
化
」
と
そ
の
担
い
手
た
る
「
人
間
」
の
あ
り
よ
う
を
問
い
質
し
て
い
っ

た
。
こ
こ
で
は
そ
の
具
体
相
を
、
と
か
く
「
宗
教
」
と
対
立
し
が
ち
に
想
定
さ
れ
る
以
下
三
つ
の
〈
文
化
〉、
す
な
わ
ち
〈
文
学
〉、〈
科
学
〉、

そ
し
て
〈
国
家
〉
な
い
し
は
〈
政
治
〉
を
素
材
に
考
察
し
て
み
た
い
。

A　
〈
文
学
〉
を
め
ぐ
っ
て

〈
文
学
〉
と
〈
宗
教
〉
の
関
係
を
論
じ
た
一
文
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
で
吉
満
は
、「
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
」
と
そ
の

「
自
律
的
営
み
」
を
重
視
す
る
見
地
か
ら
、
ま
ず
〈
文
学
〉
の
「
自
律
」
を
以
下
の
よ
う
に
問
い
か
け
た
。
い
わ
く
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
「
文
学
の
特
殊
作
品
を
作
り
、
あ
る
い
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
弁
護
的
な
い
し
主
張
的

文
芸
作
品
を
作
る
こ
と
に
は
な
く
）
09
（

」、
ま
た
「
教
育
的
な
い
し
説
教
的
文
学
）
110
（

」
は
「
純
粋
文
学
的
作
品
と
も
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
111
（

」
と
。

こ
れ
ら
の
叙
述
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
に
と
っ
て
本
来
の
〈
文
学
〉
は
、「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
112
（

」
等
、
何
ら
か
の
「
価

値
」
に
奉
仕
す
べ
き
営
み
で
は
な
く
て
、
そ
う
し
た
「
価
値
」
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、
固
有
の
意
義
・
目
的
を
有
す
る
も
の
だ
っ
た
。
具
体

的
に
は
、「
文
学
が
『
人
間
性
の
探
究
』
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
そ
こ
に
は
『
人
間
』
を
見
る
一
つ
の
眼
と
い
う
も
の
が
、
立
場
と
い
う
も

の
が
必
然
的
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
）
113
（

」
と
の
主
張
に
顕
著
な
よ
う
に
、
吉
満
は
「
人
間
性
の
探
究
」
を
、〈
文
学
〉

固
有
の
使
命
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。

し
か
し
、
か
く
言
え
ば
と
て
吉
満
は
、〈
文
学
〉
と
〈
宗
教
〉
の
相
互
排
斥
的
な
「
分
離
」
を
目
差
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も

「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
問
題
設
定
が
表
す
よ
う
に
、
吉
満
が
志
向
し
た
の
は
、〈
文
学
〉
の
自
律
性
を
重
ん
じ
つ
つ
も
、
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〈
文
学
〉
と
〈
宗
教
〉
の
内
在
的
な
関
係
づ
け
を
は
か
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
件
の
「
人
間
文
化
」
の
考
え
方
が
援
用
さ
れ
る
。

吉
満
に
よ
れ
ば
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
問
題
」
は
、「
文
学
外
的
な
借
り
物
的
な
眼
鏡
を
通
し
て
い
か
に
文
学
の
不
足
を
補
お

う
か
と
い
う
問
題
で
は
な
い
）
114
（

」。
そ
れ
は
「
文
学
以
前
の
問
題
で
あ
っ
て
同
時
に
文
学
自
体
の
問
題
で
あ
る
よ
う
な
、
文
学
的
作
品
と
文
学

的
作
者
と
の
間
の
一
種
の
オ
ン
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
い
わ
ば
宿
命
的
必
然
性
の
問
題
で
あ
る
）
115
（

」。
こ
れ
ら
の
叙
述
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は

「
文
学
的
作
品
」
を
「
文
学
的
作
者
」
と
切
り
離
さ
ず
に
、
あ
く
ま
で
「
文
学
的
作
者
」
の
営
み
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
〈
文

学
〉
と
い
う
営
み
を
「
人
間
文
化
」
の
視
点
か
ら
問
い
質
す
こ
と
に
よ
り
、〈
文
学
〉
を
「
作
者
」＝〈
人
間
〉
に
課
せ
ら
れ
た
形
而
上
的
目

的
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
の
秩
序
づ
け
は
、「
文
学
的
作
品
」「
文
学
的
作
者
」
の
双
方
を
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
既
述
の
よ
う
に
吉

満
は
、〈
文
学
〉
固
有
の
目
的
を
「
人
間
性
の
探
求
」
に
求
め
た
が
、「
人
間
文
化
」
の
見
地
か
ら
〈
人
間
〉
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
人

間
〉
を
「
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
」
が
要
請
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
そ
の
形
而
上
的
目
的
へ
と
覚
醒
し
得

る
、
深
遠
な
る
実
存
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
こ
で
は
昭
和
十
五
年
「
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
」
に
お
け
る

次
の
一
節
に
注
意
を
促
し
た
い
。
い
わ
く
「
わ
れ
わ
れ
は
人
間
で
あ
っ
て
天
使
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
人
間
的
実
存
の
外
に
立
っ
て
天
使

的
歌
を
歌
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
…
…
し
か
し
ま
た
そ
れ
だ
け
に
人
間
は
救
わ
る
べ
き
何
も
の
か
と
し
て
、
希
望
を
も
ち
得
る
本
質

と
し
て
不
安
の
う
ち
に
希
望
し
、
畏
れ
の
う
ち
に
愛
し
、
苦
悩
の
う
ち
に
平
安
を
得
し
め
ら
れ
る
、
実
に
十
字
架
の
道
を
通
じ
て
復
活
の
光

栄
と
歓
喜
に
約
束
さ
れ
た
る
福
音
の
民
と
し
て
召
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
だ
け
で
充
分
な
の
で
す
）
116
（

」
と
。

こ
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
る
「
人
間
性
の
探
求
」
が
、「
肉
の
う
ち
に
だ
け
、
低
き
感
覚
性
に
だ
け
人
間
性
の
本
質
的
な
も
の
が
あ
る
と
す

る
自
然
主
義
者
）
117
（

」
的
な
見
方
や
、「
懐
疑
と
不
信
、
動
揺
と
皮
肉
、
自
己
欺
瞞
と
自
我
主
張
に
の
み
源
泉
を
求
め
る）118
（

」「
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な

眼
）
119
（

」
を
退
け
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
そ
の
「
探
求
」
は
お
の
ず
か
ら
、「
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
マ
リ
ア
の
眼
に
す
べ
て
を
見
る
キ
リ
ス
ト
の
ご
と

く
愛
と
純
潔
と
を
も
っ
て
）
120
（

」
進
め
ら
れ
、「
人
間
性
の
一
切
の
可
能
性
を
そ
の
底
知
れ
ぬ
淵
に
ま
で
さ
ぐ
り
入
ら
ん
）
121
（

」
と
す
る
「
文
学
的
作
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品
」
に
帰
結
す
べ
き
も
の
と
吉
満
は
見
通
し
た
。

さ
ら
に
「
モ
ラ
リ
ス
ト
の
立
場
」
の
一
節
、「
文
学
の
中
に
作
者
の
人
間
的
生
の
モ
ラ
ル
が
た
だ
ち
に
生
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
作

家
の
人
間
的
修
行
の
努
力
が
作
家
と
し
て
の
修
行
努
力
と
離
す
こ
と
の
能
わ
ぬ
関
係
が
そ
こ
に
あ
る
）
122
（

」
が
表
す
よ
う
に
、「
人
間
文
化
」
の

立
場
か
ら
〈
文
学
〉
を
営
む
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
等
、「
作
家
」
と
し
て
の
営
み
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
否
ま
れ
た
。

そ
れ
は
「
文
学
的
作
者
」
が
〈
人
間
〉
と
し
て
の
「
究
極
的
目
的
」
を
退
け
て
、
み
ず
か
ら
と
そ
の
「
文
学
的
作
品
」
と
を
「
究
極
的
目

的
」
化
・
神
格
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
人
間
文
化
」
の
見
地
に
お
い
て
、「
文
学
的
作
者
」
に
求
め
ら
れ
る
こ

と
は
、「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」
末
尾
に
記
さ
れ
た
と
お
り
、「
何
人
よ
り
も
自
ら
の
『
人
間
的
条
件
』
を
知
る
も
の
と
し
て
所
詮

は
リ
ジ
ュ
ー
の
聖
女
テ
レ
ー
ズ
の
ご
と
く
『
一
切
の
法
悦
に
も
ま
し
て
犠
牲
を
選
ぶ
』（A

 toutes les extases je préfère le sacrific

）
123
（e

）」）

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
間
の
形
而
上
的
目
的
の
実
現
を
第
一
義
と
す
る
「
作
家
」＝〈
人
間
〉
と
し
て
生
き
る
こ
と
と
吉
満
は
位
置
づ
け
て

い
た
。B　

〈
科
学
〉
を
め
ぐ
っ
て

同
じ
こ
と
は
、〈
科
学
〉
と
〈
宗
教
〉
の
関
係
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま
ず
論
考
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
然
科
学
」
に
お
い
て
、

「
近
代
に
お
い
て
発
達
し
た
自
然
科
学
が
、
い
か
に
思
想
的
誤
謬
を
（
理
論
的
に
実
践
的
に
）
も
た
ら
し
た
と
し
て
も
、
科
学
そ
の
も
の
の

技
術
的
価
値
と
理
論
的
本
質
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
）
124
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
「
自
然
科

学
」
の
盲
目
的
な
自
己
展
開
に
問
題
を
見
な
が
ら
も
、「
科
学
そ
の
も
の
の
技
術
的
価
値
と
理
論
的
本
質
）
125
（

」
す
な
わ
ち
〈
科
学
〉
固
有
の
領

域
と
意
義
を
認
め
て
い
た
。
し
か
し
同
じ
論
考
で
吉
満
は
、「
生
け
る
人
間
を
研
究
対
象
と
す
る
）
126
（

」「
医
学
」
と
〈
宗
教
〉
の
関
係
に
説
き
及

び
、「
単
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
な
立
場
で
科
学
の
外
に
宗
教
の
生
け
る
意
味
を
認
め
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
）
127
（

」
と
述
べ
て
い
た
。
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こ
の
言
明
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
〈
科
学
〉
と
〈
宗
教
〉
が
分
離
さ
れ
、
無
関
係
に
並
存
す
る
状
況
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
吉
満
は
、
あ
ら
た
め
て
「
人
間
文
化
」
の
見
地
に
依
り
恃
む
。
い
わ
く
「
医
学
は
身
体
的
健
康
（
治
療
保
険
）
の
た
め
の

学
的
認
識
な
る
限
り
そ
れ
は
純
粋
に
理
論
学
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
技
術
知
と
し
て
の
実
践
学
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
生
け
る

人
間
性
の
全
体
的
本
質
把
握
に
必
然
的
に
関
連
し
て
初
め
て
完
き
行
施
を
な
さ
れ
る
）
128
（

」
と
。
言
う
と
こ
ろ
の
「
人
間
性
の
全
体
的
把
握
」
と

は
、「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
宗
教
的
人
間
理
念
）
129
（

」
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
り
、
か
つ
「
そ
れ
は
人
間
の
霊
魂
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
人
格

本
性
の
問
題
で
あ
り
、
や
が
て
最
後
に
『
肉
体
の
復
活
』
と
い
う
終
末
観
の
究
極
の
理
念
に
関
す
る
の
で
あ
る
）
130
（

」
と
も
敷
衍
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
叙
述
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
「
医
学
」
す
な
わ
ち
〈
科
学
〉
と
い
う
〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉
の
関
係
も
、〈
文
学
〉
同

様
、「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
宗
教
的
人
間
理
念
」
に
基
づ
い
て
問
い
直
そ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
、〈
科
学
〉
を
「『
肉
体
の
復
活
』

と
い
う
終
末
観
の
究
極
の
理
念
」
を
も
射
程
に
入
れ
た
〈
人
間
〉
観
、
な
ら
び
に
そ
の
形
而
上
的
目
的
に
「
関
連
し
て
初
め
て
」
意
義
を
与

え
ら
れ
る
も
の
と
位
置
づ
け
直
す
こ
と
だ
っ
た
。
別
の
角
度
か
ら
言
う
な
ら
ば
、〈
科
学
〉
を
し
て
「
人
間
文
化
」
の
存
立
す
べ
き
〈
場
所
〉、

す
な
わ
ち
「
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
に
お
い
て
、
正
し
く
霊
性
の
秩
序
を
回
復
し
た
と
こ
ろ
」
に
お
い
て
こ
そ
営
ま
れ
る
べ
き

〈
文
化
〉
と
な
し
、
如
上
の
〈
場
所
〉
を
離
れ
て
は
「
完
き
」
を
得
な
い
、
あ
く
ま
で
も
「
技
術
知
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。一

方
、
吉
満
は
、
如
上
の
「
技
術
知
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
〈
科
学
〉
の
一
面
を
評
価
し
て
も
い
た
。
た
と
え
ば
昭
和
十
四
年
の
論
考
「
形

而
上
学
的
感
覚
」
に
お
い
て
吉
満
は
、「
人
間
の
知
識
的
営
み
は
道
具
を
作
る
技
術
的
制
作
的
人
間
の
生
命
の
実
用
的
欲
求
の
み
よ
り
し
て

生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
知
性
そ
の
も
の
の
超
実
用
性
つ
ま
り
人
間
の
知
的
生
命
と
言
う
か
そ
う
し
た
ロ
ゴ
ス
的
営
み
と
し
て
客
観

的
真
理
探
究
の
精
神
に
根
ざ
し
て
い
る
）
131
（

」
と
な
し
、
ま
た
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
然
科
学
」
に
て
も
、「
技
術
的
効
用
性
の
功
利
的
評
価
を

越
え
た
純
粋
の
ロ
ゴ
ス
的
認
識
の
歓
喜
と
し
て
の
科
学
的
認
識
）
132
（

」
そ
れ
自
体
に
意
義
を
認
め
る
叙
述
を
な
し
て
い
た
。

こ
の
主
張
は
、
し
か
し
、
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
〈
目
的
〉
を
押
し
の
け
て
、〈
科
学
〉
と
い
う
営
み
を
絶
対
化
す
る
こ
と
の
提
唱
で
は
あ
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り
得
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
如
上
の
「
探
究
」
に
従
事
す
る
こ
と
は
、「
探
究
」
の
「
成
果
」
へ
の
固
執
、
換
言
す
れ
ば
「
自
己
」
の
絶
対
化

と
は
対
極
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
「
客
観
的
真
理
」
の
前
に
己
を
低
く
し
、
ひ
た
す
ら
「
客
観
的
真
理
」
に
即
し
て
進
も
う
と
す
る
、
自
己

否
定
的
な
姿
勢
と
不
可
分
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
点
、
示
唆
に
富
む
の
が
「
形
而
上
学
的
感
覚
」
に
お
け
る
次
の
一
節
で
あ
る
。
い
わ

く
「
科
学
は
本
来
唯
物
的
な
も
の
で
は
な
く
、
真
理
な
る
も
の
を
敬
虔
に
探
究
し
、
そ
れ
に
生
命
を
う
ち
こ
み
、
そ
れ
に
歓
喜
す
る
い
わ
ば

一
つ
の
人
間
性
の
限
界
を
超
越
し
て
高
き
実
在
の
神
秘
に
参
与
せ
ん
と
す
る
一
種
の
宗
教
的
営
み
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
133
（

」
と
。
こ
こ
で

「
宗
教
的
営
み
」
と
明
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
に
と
り
「
技
術
的
効
用
性
の
功
利
的
評
価
を
越
え
た
純
粋
の
ロ
ゴ
ス
的
認
識
の
歓
喜

と
し
て
の
科
学
的
認
識
」
を
推
し
進
め
る
こ
と
は
、「
人
間
文
化
」
の
見
地
に
お
い
て
眼
目
と
さ
れ
て
い
る
、
自
己
超
越
的
な
あ
り
方
と
相

即
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
吉
満
に
お
い
て
〈
科
学
〉
と
い
う
〈
文
化
〉
に
携
わ
る
こ
と
は
、「
医
学
」
の
ご
と
き
「
技
術
知
」
に
し
ろ
、「
技
術
的
効

用
性
の
功
利
的
評
価
を
越
え
た
純
粋
の
ロ
ゴ
ス
的
認
識
の
歓
喜
と
し
て
の
科
学
的
認
識
」
に
し
ろ
、「
人
間
文
化
」
の
立
場
に
お
い
て
、
矛

盾
な
く
営
ま
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
如
上
の
構
想
は
、「
芸
術
と
宗
教
」、「
科
学
と
宗
教
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、〈
国
家
〉
な
い
し
〈
政
治
〉
と
〈
宗
教
〉
の
関
係
を
め

ぐ
っ
て
も
展
開
さ
れ
て
い
た
。

C　
〈
国
家
〉
な
い
し
〈
政
治
〉
を
め
ぐ
っ
て

吉
満
が
ま
ず
強
調
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
無
秩
序
な
混
同
や
、「
宗
教
」
に
よ
る
「
政
治
支
配
」
を
退
け
る
こ
と
だ
っ
た
。
た
と
え
ば

「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」
お
い
て
吉
満
は
、「
教
会
の
国
家
に
対
す
る
直
接
支
配
）
134
（

」
す
な
わ
ち
「
政
治
的
力
と
手
段
と
を
も
っ

て
人
生
の
絶
対
幸
福
を
な
す
こ
と
を
教
会
の
神
聖
の
使
命
と
な
す
考
え
）
135
（

」
を
「『
わ
が
王
国
は
こ
の
世
の
国
に
あ
ら
ず
』
と
な
し
た
キ
リ
ス
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ト
の
教
説
に
も
反
す
る
）
136
（

」
と
、
聖
書
に
基
づ
き
否
定
し
た
。
ま
た
「
ジ
ャ
ッ
ク
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に
つ
い
て
」
で
も
、「
西
欧
中
世

の
教
会
的
文
化
の
再
現
を
求
め
る
ご
と
き
非
歴
史
的
考
え
方
）
137
（

」
と
形
容
し
、「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
で
「
中
世
的
な
い
わ
ば
『
直
接
態
』

（U
nm

ittelbarkeit

）
に
お
け
る
政
治
と
宗
教
と
の
結
び
つ
き
）
138
（

」
と
説
い
た
世
界
を
、
歴
史
の
規
定
を
受
け
た
特
殊
西
欧
的
な
形
態
と
し
て

退
け
た
。

さ
ら
に
吉
満
は
既
述
の
と
お
り
、「
近
代
の
反
省
時
代
」
の
特
質
を
、
文
化
が
「
さ
ま
ざ
ま
の
領
域
に
お
い
て
内
面
的
分
化
」
を
遂
げ
終

わ
り
、
諸
領
域
ご
と
、「
自
律
的
営
み
」
が
遂
行
さ
れ
て
い
く
点
に
こ
そ
見
出
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
「
政
治
」
と
「
宗
教
」
の
直
接
的

な
結
び
つ
き
を
求
め
、
た
と
え
ば
「
ビ
ザ
ン
チ
ン
的
神
政
政
治
を
提
唱
）
139
（

」
す
る
こ
と
は
、
如
上
の
〈
与
件
〉
の
無
視
と
し
て
否
定
し
た
。

し
か
し
吉
満
は
、〈
国
家
〉
な
い
し
〈
政
治
〉
と
〈
宗
教
〉
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
領
域
」
を
異
に
す
る
こ
と
を
力
説
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
ら

の
相
互
排
除
は
志
向
し
な
か
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
両
者
の
絶
対
的
な
切
り
離
し
が
、
逆
に
「
政
治
」
の
「
宗
教
化
」
を
招
来
す
る
と
捉
え

ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
、
最
晩
年
の
論
考
の
一
つ
で
あ
る
「
教
皇
の
使
徒
性
と
政
治
性
」
に
て
吉
満
は
、「『
政
治
と
宗
教
』
と

の
二
元
的
分
離
）
140
（

」
は
、「
社
会
的
政
治
的
事
柄
に
お
い
て
は
宗
教
精
神
性
の
方
法
的
除
外
か
ら
原
理
的
除
外
と
な
っ
て
、
無
神
論
的
唯
物
論

的
な
社
会
観
念
と
な
る
か
或
ひ
は
宗
教
的
霊
性
を
社
会
性
乃
至
国
家
性
の
う
ち
に
全
然
解
消
し
て
一
元
化
す
る
異
教
的
観
念
乃
至
は
階
級
的

メ
シ
ア
ニ
ス
ム
に
帰
す
る
で
あ
ら
う
）
141
（

」
と
説
い
て
い
た
。
吉
満
は
特
に
こ
の
後
者
の
可
能
性
を
注
視
し
て
、「
誤
れ
る
神
権
政
治
の
地
上
神

国
的
短
見
の
誤
謬
つ
ま
り
現
実
歴
史
世
界
の
中
に
神
の
国
を
人
為
的
に
打
立
て
ん
と
す
る
現
世
主
義
と
な
る
か
、
或
ひ
は
現
実
歴
史
社
会
そ

の
も
の
を
神
聖
化
し
一
切
の
超
越
的
宗
教
性
を
排
除
す
る
汎
神
論
的
一
元
論
に
無
神
論
的
全
体
主
義
に
帰
す
る
で
あ
ら
う
）
142
（

」
と
、「
社
会
的

政
治
的
事
柄
」
に
お
け
る
「
宗
教
精
神
性
の
方
法
的
除
外
」
な
い
し
「
原
理
的
除
外
」
が
、
か
え
っ
て
「
現
実
歴
史
社
会
そ
の
も
の
を
神
聖

化
」
す
る
と
い
う
人
間
社
会
の
逆
説
的
な
〈
現
実
〉
を
問
い
か
け
て
い
た
。

か
く
し
て
、「『
政
治
と
宗
教
』
と
の
二
元
的
分
離
」
が
も
た
ら
す
逆
説
を
見
る
吉
満
は
、
両
者
の
「
秩
序
的
区
別
な
き
混
同
）
143
（

」
を
退
け
つ

つ
も
、
そ
の
「
結
び
つ
き
」
の
必
要
性
を
主
張
し
た
。
吉
満
が
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、「
人
間
文
化
」
の
見
地
か
ら
問
い
質
そ
う
と
し
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た
こ
と
は
、「
倫
理
性
へ
の
定
位
」
に
お
い
て
「
現
実
政
治
に
対
し
て
た
だ
聖
ト
マ
ス
と
と
も
に
『
人
間
の
目
的
を
知
ら
ざ
れ
ば
最
上
の
政

治
の
何
た
る
か
を
決
し
得
ざ
る
』
所
以
を
言
わ
ん
と
欲
す
る
の
み
）
144
（

」
と
件
の
「
人
間
の
目
的
」
に
言
及
し
、
さ
ら
に
前
掲
「
文
化
倫
理
に
お

け
る
神
学
的
問
題
」
で
、「
国
家
生
活
は
最
も
優
れ
て
文
化
な
る
も
の
を
包
括
す
る
も
の
）
145
（

」
と
述
べ
、〈
文
化
〉
と
し
て
の
「
国
家
生
活
」
を

説
く
事
実
に
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
原
理
的
な
構
え
こ
そ
、「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」
の
以
下
の
所
説
に
集
約
さ
れ
る
と
言
っ

て
よ
い
。

国
家
は
積
極
的
に
人
間
の
竟
極
目
的
な
る
人
格
的
生
命
実
現
に
対
し
て
現
世
的
物
質
的
条
件
を
与
え
、
可
能
的
に
そ
れ
へ
霊

的
に
秩
序
づ
け
ら
る
べ
き
も
の
で
、
国
家
を
単
に
物
質
的
生
活
の
た
め
の
手
段
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
自
身
本
質
的
に

聖
化
不
可
能
な
る
純
然
た
るnoch nicht

（
今
こ
こ
に
は
神
学
的
不
可
能
を
特
に
意
味
す
る
も
の
と
す
る
）
と
し
て
の
み
取
る

こ
と
も
誤
り
と
な
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
シ
ー
ザ
ー
の
も
の
は
シ
ー
ザ
ー
に
返
し
神
の
も
の
は
神
に
返
す
」
と
い
う
こ
と
は

単
な
る
分
離
敬
遠
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
国
家
的
秩
序
へ
の
従
順
お
よ
び
国
家
的
文
化
的
活
動
を
通
じ
て
一
切
の
中
に
て
一

切
な
る
神
へ
の
永
遠
の
霊
的
秩
序
づ
け
を
真
剣
に
営
む
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
ま
た
極
端
な
る
自
然
主
義
的

国
家
主
義
に
お
い
て
も
し
人
格
の
永
生
へ
の
秩
序
づ
け
が
無
視
さ
れ
あ
る
い
は
破
壊
さ
れ
る
ご
と
き
こ
と
は
認
容
し
得
な
い
の

で
あ
る
）
146
（

。

こ
こ
で
吉
満
は
、「
国
家
的
秩
序
へ
の
従
順
お
よ
び
国
家
的
文
化
的
活
動
を
通
じ
て
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、「
国
家
生
活
」
の
担
い
手

た
る
〈
人
間
〉
に
向
け
、「
国
家
的
秩
序
へ
の
従
順
」
を
問
い
か
け
た
。「
秩
序
へ
の
従
順
」
を
促
す
こ
の
言
明
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン

の
所
説
に
基
づ
く
〈
人
間
〉
観
、
す
な
わ
ち
「
人
間
は
霊
的
人
格
主
体
（Persona
）
な
る
限
り
に
お
い
て
神
と
永
遠
と
に
直
接
に
つ
な
が

る
絶
対
的
価
値
の
担
有
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
共
に
、
個
体
者
（Individuum

）
な
る
限
り
に
お
い
て
は
全
体
的
社
会
の
内
に
有
機
的
肢
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体
と
し
て
倫
理
的
社
会
的
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
秩
序
づ
け
ら
れ
て
あ
る
）
147
（

」
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
吉
満
に
お
い
て
、
繰
り
返
さ
れ
た
主
張
で

あ
っ
た
）
148
（

。

し
か
し
、
か
く
言
え
ば
と
て
吉
満
は
、
無
条
件
に
「
全
体
的
社
会
」、「
国
家
的
秩
序
へ
の
従
順
」
を
強
調
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
国
家

は
積
極
的
に
人
間
の
竟
極
目
的
な
る
人
格
的
生
命
実
現
に
対
し
て
現
世
的
物
質
的
条
件
を
与
え
、
可
能
的
に
そ
れ
へ
霊
的
に
秩
序
づ
け
ら
る

べ
き
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
は
ま
ず
、〈
国
家
〉
固
有
の
役
割
を
、「
人
間
の
竟
極
目
的
な
る
人
格
的
生
命
実
現
に
対
し

て
現
世
的
物
質
的
条
件
を
与
え
」
る
点
に
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
同
時
に
、「
国
家
を
単
に
物
質
的
生
活
の
た
め
の
手
段
と
し
て
解
す
る

こ
と
」
を
「
誤
り
」
と
明
言
す
る
よ
う
に
、
吉
満
は
、〈
国
家
〉
が
「
現
世
的
物
質
的
条
件
を
与
え
」
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
目
的
視
に
陥
る

こ
と
を
厳
し
く
否
定
し
た
。

「
人
間
文
化
」
の
定
義
に
従
え
ば
、〈
国
家
〉
が
「
現
世
的
物
質
的
条
件
」
の
自
己
追
求
に
傾
く
こ
と
は
、「
人
間
の
竟
極
目
的
」
を
退
け

て
、〈
国
家
〉
が
み
ず
か
ら
と
そ
の
「
自
律
的
営
み
」
を
「
竟
極
目
的
」
化
＝
絶
対
化
す
る
こ
と
と
し
て
、
否
ま
れ
る
の
は
当
然
だ
っ
た
。

そ
し
て
〈
国
家
〉
も
ま
た
、
そ
れ
を
営
む
〈
人
間
〉
の
「
竟
極
目
的
」
に
、「
可
能
的
」
か
つ
「
霊
的
に
秩
序
づ
け
ら
る
べ
き
」
と
さ
れ
る

以
上
、
そ
の
〈
国
家
〉
が
「
現
世
的
物
質
的
条
件
」
の
自
己
追
求
に
陥
る
こ
と
は
、「
人
間
の
竟
極
目
的
」
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
の
〈
謙
虚
〉

に
倣
え
る
自
己
犠
牲
的
〈
愛
〉
の
実
践
と
は
対
極
的
な
営
み
と
し
て
、
こ
の
面
か
ら
も
否
定
さ
れ
る
の
は
必
然
だ
っ
た
。
か
く
し
て
「
人
間

文
化
」
の
見
地
か
ら
〈
国
家
〉
を
質
し
て
い
く
こ
と
は
、〈
国
家
〉
と
い
う
「
領
域
」
と
そ
の
「
自
律
的
営
み
」
を
重
視
す
る
も
の
の
、「
人

間
の
竟
極
目
的
な
る
人
格
的
生
命
実
現
」
を
退
け
て
み
ず
か
ら
を
絶
対
化
す
る
こ
と
は
許
さ
ず
、
か
つ
、
そ
の
「
営
み
」
も
「
人
間
の
竟
極

目
的
」
に
「
可
能
的
」
か
つ
「
霊
的
に
秩
序
づ
け
ら
る
べ
き
」
と
す
る
点
で
、〈
国
家
〉
と
そ
の
「
自
律
的
営
み
」
を
明
確
に
〈
倫
理
〉
的

に
方
向
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

想
え
ば
吉
満
は
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
に
こ
と
よ
せ
て
、「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
問
題
」
を
、「
一
切
の
問
題
は
こ
の
こ
と
に
、
す

な
わ
ち
源
泉
を
潔
め
る
こ
と
（purifier la source

）
に
帰
着
す
る
）
149
（

」、「
か
く
て
源
泉
が
清
め
ら
れ
れ
ば
彼
が
作
家
と
し
て
生
ま
れ
て
い
た



403 吉満義彦の思想

努
力
と
才
能
に
応
じ
て
作
品
は
彼
に
恵
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
）
150
（

」
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
強
調
は
、〈
文
学
〉
と
い
う
〈
文
化
〉
に
即
し
て
な
さ

れ
て
は
い
る
も
の
の
、
吉
満
は
〈
文
学
〉
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
人
間
の
営
み
に
つ
き
、「
一
切
の
問
題
は
」「
源
泉
を
潔
め
る
こ
と
」、
す

な
わ
ち
「
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
に
お
い
て
、
正
し
く
霊
性
の
秩
序
を
回
復
し
」、
そ
の
形
而
上
的
目
的
に
目
覚
め
る
こ
と
に

「
帰
着
す
る
」
と
考
え
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
パ
ス
カ
ル
的
思
惟
の
性
格
」
末
尾
に
お
い
て
吉
満
は
、「
知
性
は
癒
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
認

識
の
条
件
の
前
に
実
存
の
条
件
が
あ
っ
た
）
151
（

」
と
述
べ
て
い
た
。「
認
識
の
条
件
の
前
に
実
存
の
条
件
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
は
、
言
い
換

え
れ
ば
、「
認
識
」
は
「
条
件
」
づ
け
ら
れ
た
「
実
存
」
を
〈
場
所
〉
と
し
て
営
ま
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
字
義
か
ら
し

て
、「
人
間
文
化
」
の
存
立
す
べ
き
〈
場
所
〉、
す
な
わ
ち
「
倫
理
的
実
存
的
性
格
の
根
源
的
訂
正
に
お
い
て
、
正
し
く
霊
性
の
秩
序
を
回
復

し
た
と
こ
ろ
」、
ま
さ
に
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
言
う
と
こ
ろ
の
「
潔
め
」
ら
れ
た
「
源
泉
」
を
指
す
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
、
吉
満
が
マ

リ
タ
ン
に
依
り
つ
つ
し
た
た
め
た
最
晩
年
の
文
章
は
、〈
文
化
〉
と
〈
宗
教
〉、
否
、「
近
代
超
克
」
に
託
さ
れ
た
吉
満
の
希
求
を
雄
弁
に
物

語
る
も
の
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。

マ
リ
タ
ン
は
二
十
世
紀
に
お
い
て
近
代
世
界
は
す
で
に
近
代
的
た
る
こ
と
を
止
め
て
、
新
し
き
時
代
に
入
ら
ん
と
し
て
い
る

と
言
い
、
こ
の
新
し
き
時
代
の
文
化
と
人
間
性
の
再
建
の
た
め
に
、
人
々
は
ま
ず
一
切
の
近
代
的
文
化
の
精
神
的
方
向
づ
け
そ

の
も
の
を
清
算
し
『
源
泉
を
清
め
る
』
こ
と
を
も
っ
て
は
じ
め
て
真
実
の
精
神
と
霊
の
内
的
革
命
を
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言

う
。
ま
こ
と
今
日
の
人
類
社
会
の
苦
悩
こ
そ
は
、
真
実
神
聖
な
る
も
の
が
世
俗
性
の
深
底
ま
で
も
た
ら
さ
る
る
に
あ
ら
ず
ん
ば

い
や
さ
れ
る
術
な
き
も
の
で
あ
る
）
152
（

。
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お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
特
に
吉
満
の
「
近
代
批
判
」
と
「
近
代
超
克
」
を
め
ぐ
る
言
説
を
対
象
に
、
そ
の
思
想
構
造
の
内
在
的
な
解
析
に
つ
と

め
て
き
た
。
分
析
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
今
後
は
吉
満
を
近
代
日
本
思
想
史
・
精
神
史
に
位
置
づ
け
る
べ
く
、
同
時
代
の
思
想
家
と
の
比
較

検
討
が
求
め
ら
れ
る
の
は
論
を
俟
た
な
い
。
殊
に
昭
和
十
年
代
、
吉
満
と
同
様
に
〈
文
化
〉
を
論
じ
た
存
在
と
し
て
、
和
辻
哲
郎
）
153
（

、
波
多
野

精
一
）
154
（

の
存
在
が
想
起
さ
れ
る
だ
け
に
、
彼
我
の
問
題
意
識
と
そ
の
思
想
的
位
相
は
、
特
に
問
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。〈
文
化
〉
と

〈
宗
教
〉
と
言
え
ば
、「
価
値
並
行
論
」
を
説
く
南
原
繁
）
155
（

の
ま
な
ざ
し
と
か
か
わ
ら
せ
て
論
ず
る
こ
と
も
、
そ
の
精
神
の
深
み
か
ら
す
る
時

代
認
識
同
様
に
、
吉
満
論
を
深
め
る
上
で
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
パ
ス
カ
ル
論
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
と

お
り
、
吉
満
は
同
時
代
の
思
想
家
と
し
て
、
三
木
清
）
156
（

を
意
識
し
て
い
た
と
想
像
さ
れ
る
。
両
者
の
交
錯
と
分
岐
の
様
を
内
在
的
に
問
う
こ
と

は
、
吉
満
論
の
み
な
ら
ず
三
木
研
究
に
も
資
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
吉
満
が
そ
の
議
論
の
前
提
と
す
る
そ
の
西
欧
精
神
史
な
ら

び
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
理
解
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
現
代
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
研
究
等
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
相
対
化
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
が
、
現
時
点
で
の
到
達
点
と
し
て
、
拙
稿
へ
の
ご
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。
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注

（
1
） 

近
年
の
研
究
と
し
て
、
子
安
宣
邦
『
近
代
の
超
克
と
は
何
か
』（
青
土
社　

二
〇
〇
八
年
）、
石
塚
正
英
・
工
藤
豊
編
著
『
近
代
の
超
克
――
永

久
革
命
』（
理
想
社　

二
〇
〇
九
年
）、
酒
井
直
樹
・
磯
前
順
一
編
著
『「
近
代
の
超
克
」
と
京
都
学
派　

近
代
性
・
帝
国
・
普
遍
性
』（
以
文
社
、

二
〇
一
〇
年
）、
菅
原
潤
『「
近
代
の
超
克
」
再
考
』（
晃
洋
書
房　

二
〇
一
一
年
）
な
ど
。
ほ
ぼ
毎
年
「
近
代
の
超
克
」
研
究
が
上
梓
さ
れ
て
い

る
が
、
吉
満
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
半
澤
孝
麿
『
近
代
日
本
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』（
み
す
ず
書
房　

一
九
九
三
年
）
に
迫
る
、

吉
満
個
人
に
つ
い
て
の
本
格
的
研
究
が
、
近
年
、
相
次
い
で
著
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
一
例
と
し
て
鶴
岡
賀
雄
「
吉
満
義
彦
の
『
近

代
日
本
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
』」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
七
二
号　

ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
〇
八
年
）、
若
松
英
輔
「
吉
満
義
彦
」（『
三
田
文
学
』
第

一
〇
四
号
﹇
冬
季
号
﹈
〜
連
載
中
）。

（
2
） 

拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
人
間
観
――
「
近
代
の
超
克
」
と
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
――
」（『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
二
四
巻
二
号　

二
〇
一
二
年
三
月
）、

同
「
吉
満
義
彦
の
時
代
認
識
と
〈
実
践
〉
――
『
近
代
の
超
克
』
論
へ
の
一
視
角
――
」（
同　

二
五
巻
二
号　

二
〇
一
三
年
三
月
）。

（
3
） 

吉
満
「『
現
代
の
転
向
』
と
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
昭
和
六
年
五
月
号　

四
九
頁
（『
吉
満
義
彦
全
集
（
全
五
巻　

講
談

社　

昭
和
五
十
九
年　

※
以
下
『
全
集
』）』
未
収
録
。
該
当
箇
所
を
記
さ
な
い
場
合
は
、
以
下
同
様
）。
な
お
引
用
部
に
象
徴
さ
れ
る
西
欧
精
神

史
へ
の
視
角
に
際
し
て
は
、
稲
垣
良
典
氏
の
以
下
の
著
作
に
教
示
を
得
た
。『
信
仰
と
理
性
』（
第
三
文
明
社　

一
九
七
九
年
）、『
神
学
的
言
語

の
研
究
』（
創
文
社　

二
〇
〇
〇
年
）、『
問
題
と
し
て
の
神
』（
同
前　

二
〇
〇
二
年
）、『
人
間
文
化
基
礎
論
』（
九
州
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
三

年
）、『
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
「
神
学
大
全
」』（
講
談
社　

二
〇
〇
九
年
）。

（
4
） 

吉
満
「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」『
宗
教
研
究
』　

昭
和
六
年
五
月
号　

五
〇
頁
。

（
5
） 

中
世
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
稲
垣
良
典
『
抽
象
と
直
観
――
中
世
後
期
認
識
理
論
の
研
究
』（
創
文
社　

一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。

（
6
） 

同
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」
同　

昭
和
七
年
九
月
号
（『
全
集
』
四
巻　

三
八
七
頁
）。

（
7
） 

前
掲
「「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」
五
〇
頁
。
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（
8
） 

同
。

（
9
） 
吉
満
「
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
の
概
念
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
昭
和
十
一
年
六
月
号
（『
全
集
』
一
巻　

二
五
〇
頁
）。

（
10
） 
同
。

（
11
） 

同
。

（
12
） 

同
。

（
13
） 

同
。

（
14
） 

同
。

（
15
） 

吉
満
「
中
世
精
神
史
の
理
念
」
理
想
社
版
『
世
界
精
神
史
講
座
』
四
巻
其
一　

昭
和
十
五
年
九
月
（『
全
集
』
三
巻　

一
〇
頁
）。

（
16
） 「
宗
教
改
革
者
」
と
デ
カ
ル
ト
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
稲
垣
『
信
仰
と
理
性
』
を
参
照
。
な
お
、
吉
満
と
同
時
代
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
受

容
の
位
相
に
つ
い
て
、
中
川
久
定
「
デ
カ
ル
ト
と
西
田
――
二
つ
の
哲
学
の
言
語
的
前
提
」（『
思
想
』
九
〇
二
号　

一
九
九
九
年
）、
小
林
道
夫

「
西
田
と
デ
カ
ル
ト
――
『
懐
疑
』
と
『
我
の
存
在
』
把
握
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
の
哲
学
』
一
〇
号　

昭
和
堂　

二
〇
〇
九
年
）、
熊
野
純
彦

『
和
辻
哲
郎
』（
岩
波
新
書　

二
〇
〇
九
年
）
等
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
） 

吉
満
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
昭
和
十
四
年
七
・
八
月
号
、
九
・
十
月
号
（『
全
集
』
三
巻　

二
一
頁
）。

（
18
） 

同
（
同　

二
九
頁
）。
な
お
ビ
ュ
ル
マ
ン
へ
の
言
葉
は
原
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
煩
雑
に
な
る
の
で
引
用
を
省
略
し
た
。

（
19
） 

同
（
同　

二
〇
頁
）。

（
20
） 

同
（
同　

二
六
頁
）。

（
21
） 

同
（
同　

二
〇
頁
）。

（
22
） 

同
（
同　

二
四
頁
）。

（
23
） 

同
。

（
24
） 

同
（
同　

二
一
頁
）。

（
25
） 

同
。

（
26
） 

同
（
同　

二
四
頁
）。

（
27
） 

同
（
同　

二
六
頁
）。
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（
28
） 

同
。

（
29
） 
吉
満
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」
カ
ー
ル
・
ア
ダ
ム
著
、
伊
藤
庄
治
郎
訳
『
我
等
の
兄
弟
な
る
基
督
』
序
文　

中
央
出
版
社　

昭
和

十
九
年
三
月
（『
全
集
』
三
巻　

二
九
四
頁
）。

（
30
） 

前
掲
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」（『
全
集
』
三
巻　

二
五
―
二
六
頁
）。

（
31
） 

吉
満
「
哲
学
者
の
神
――
デ
カ
ル
ト
と
パ
ス
カ
ル
――
」『
文
学
界
』
昭
和
十
六
年
四
月
号
（
同　

三
八
〇
頁
）。

（
32
） 

同
（
同　

三
八
三
頁
）。

（
33
） 

吉
満
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
昭
和
十
九
年
三
・
四
・
五
・
六
月
号
（『
全
集
』
四
巻　

一
四
七
頁
）。

（
34
） 

こ
う
し
た
見
方
に
お
い
て
、
吉
満
は
「
京
都
学
派
」
と
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
前
掲
拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
人
間
観
――
「
近
代
の

超
克
」
と
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
――
」
を
、
ま
た
同
時
代
日
本
の
思
想
界
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
菅
原
潤
『
弁
証
法
と
イ
ロ
ニ
ー
――
戦
前
の

日
本
哲
学
』（
講
談
社　

二
〇
一
三
年
）、
嶺
秀
樹
『
西
田
哲
学
と
田
辺
哲
学
の
対
決
――
場
所
の
論
理
と
弁
証
法
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇 

一
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
35
） 

吉
満
「
天
使
」『
帝
国
大
学
新
聞
』
昭
和
十
四
年
七
月
三
日
号
（『
全
集
』
五
巻　

二
四
五
頁
）。

（
36
） 

同
。

（
37
） 

吉
満
「
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
』
昭
和
七
年
六
月
号　

二
九
四
頁
。

（
38
） 

同
。

（
39
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
四
巻　

一
五
四
頁
）。

（
40
） 

同
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」『
倫
理
研
究
』
昭
和
七
年
十
・
十
一
月
号
（『
全
集
』
二
巻　

三
〇
一
頁
）。

（
41
） 

同
「
新
し
き
秩
序
――
充
足
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
――
」『
創
造
』
昭
和
十
一
年
七
月
（『
全
集
』
五
巻　

四
一
三
―
四
一
四
頁
）

（
42
） 

前
掲
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」（『
全
集
』
三
巻　

五
五
頁
）。

（
43
） 

同
。

（
44
） 

前
掲
「『
現
代
の
転
向
』
と
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』」
五
二
頁
。

（
45
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
三
巻　

一
五
五
頁
）。

（
46
） 

こ
う
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
理
解
に
つ
い
て
、
量
義
治
『
緊
張　

哲
学
と
神
学
』（
理
想
社　

一
九
九
四
年
）
に
示
唆
を
受
け
た
。
ま
た
同
時
代
日
本
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に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
に
関
し
て
は
、
苅
部
直
『
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年　

一
七
六
―
一
八
八
頁
。
初
出
は

創
文
社　

一
九
九
五
年
）、
嶺
秀
樹
『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
日
本
の
哲
学
――
和
辻
哲
郎
、
九
鬼
周
造
、
田
辺
元
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
〇
二

年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
47
） 

吉
満
「
新
ス
コ
ラ
哲
学
と
現
代
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
――
上
智
大
学
哲
学
会
公
開
講
演
の
た
め
に
――
」
上
智
大
学
哲
学
会
公
開
講
演　

昭
和
十
一

年
十
一
月
（『
全
集
』
五
巻　

四
三
〇
頁
）。

（
48
） 

吉
満
の
如
上
の
見
通
し
は
、
あ
ま
り
に
決
定
論
的
な
捉
え
方
と
し
て
、
反
論
も
示
さ
れ
よ
う
。
具
体
的
に
は
、「
信
仰
か
ら
理
性
を
分
離
し
て
、

た
だ
両
者
の
間
に
一
種
の
協
定
を
結
ば
し
め
る
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
試
み
が
堅
持
さ
れ
た
な
ら
、
そ
の
デ
カ
ル
ト
が
意
図
し
た
よ
う
に
、「
理

性
的
学
の
自
律
的
積
極
発
展
」
と
「
護
教
」
が
成
立
し
た
可
能
性
の
強
調
で
あ
る
。
し
か
し
吉
満
は
、
そ
う
し
た
言
挙
げ
を
予
期
し
た
か
の
よ

う
に
、「
近
代
超
克
の
神
学
的
基
礎
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
い
わ
く
「
私
は
こ
の
弁
証
法
の
過
程
の
一
契
機
に
と
ど
ま
り
得
る
と
な
す

で
も
あ
ろ
う
幾
多
の
読
者
を
思
わ
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
歴
史
の
現
実
は
も
っ
と
過
酷
な
も
っ
と
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
ね
ば

な
る
ま
い
」（
吉
満
「
近
代
超
克
の
神
学
的
根
拠
」『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
九
月
号
﹇『
全
集
』
一
巻　

一
八
九
頁
﹈）
と
。「
こ
の
弁
証
法
」
と

は
、
既
述
の
通
り
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
信
仰
と
理
性
の
分
離
が
、
逆
説
的
に
も
理
性
の
絶
対
化
、
神
格
化
を
も
た
ら
し
、「
神
の
人
間
化
」
と

「
唯
物
論
的
無
神
論
」
と
い
う
否
定
的
帰
結
を
持
ち
来
た
す
プ
ロ
セ
ス
と
言
っ
て
よ
い
。
吉
満
は
如
上
の
「
弁
証
法
の
過
程
の
一
契
機
に
と
ど
ま

り
得
る
」
道
が
、
可
能
性
と
し
て
は
成
り
立
つ
こ
と
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
所
詮
「
可
能
性
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
「
歴
史
の
現

実
」
は
「
過
酷
」
な
ま
で
に
証
拠
立
て
て
い
る
と
見
た
の
で
あ
っ
た
。

（
49
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
三
巻　

一
四
七
頁
）。

（
50
） 

同
。

（
51
） 

前
掲
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」（
同　

三
四
頁
）。

（
52
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
三
巻　

一
五
三
頁
）。

（
53
） 

同
。

（
54
） 

前
掲
「
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の
限
界
」（
同　

三
五
頁
）。

（
55
） 

前
掲
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
人
間
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」（『
全
集
』
二
巻　

二
七
三
―
二
七
四
頁
）。

（
56
） 

前
掲
「
現
代
に
お
け
る
『
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
転
向
』
の
意
義
」
四
八
―
四
九
頁
。
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（
57
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
四
巻　

一
四
七
頁
）。

（
58
） 
同
（
同　

一
四
九
頁
）。

（
59
） 
同
。

（
60
） 

吉
満
「
倫
理
性
の
定
位
」『
読
売
新
聞
』
昭
和
九
年
五
月
日
付
不
詳
（『
全
集
』
五
巻　

三
九
二
頁
）。

（
61
） 

前
掲
「
自
然
科
学
と
宗
教
性
の
形
而
上
学
」（『
全
集
』
四
巻　

一
四
九
―
一
五
〇
頁
）。

（
62
） 

前
掲
拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
時
代
認
識
と
〈
実
践
〉
――
『
近
代
の
超
克
』
論
へ
の
一
視
角
――
」。

（
63
） 

前
掲
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」（『
全
集
』
三
巻　

二
八
〇
頁
）。
な
お
、
ま
さ
に
こ
の
論
考
と
同
じ
頃
、
そ
の
最
後
の
論
文
で
バ
ル
ト

批
判
に
筆
を
振
る
っ
て
い
た
一
人
が
、
西
田
幾
多
郎
で
あ
っ
た
。
西
田
の
遺
稿
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
け
る
バ
ル
ト
批
判
に

つ
い
て
は
、
浅
見
洋
『
西
田
幾
多
郎
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
』（
朝
文
社　

二
〇
〇
九
年
﹇
初
版　

二
〇
〇
〇
年
﹈）、
お
よ
び
バ
ル
ト
神
学
受
容

史
研
究
会
編
『
日
本
に
お
け
る
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
――
敗
戦
ま
で
の
受
容
史
の
諸
断
面
』（
新
教
出
版
社　

二
〇
〇
九
年
）
が
示
唆
に
富
む
。

（
64
） 

同
。

（
65
） 

同
（
同　

二
八
三
頁
）。

（
66
） 

同
（
同　

二
八
四
頁
）。

（
67
） 

同
（
同　

二
八
三
頁
）。

（
68
） 

同
（
同　

二
九
五
頁
）。

（
69
） 

同
（
同　

二
八
三
頁
）

（
70
） 

同
（
同　

二
九
二
頁
）。

（
71
） 

同
（
同　

二
八
二
頁
）。

（
72
） 

同
（
同　

二
八
三
頁
）。

（
73
） 

同
。

（
74
） 

同
。

（
75
） 

同
（
同　

二
八
六
頁
）。

（
76
） 

同
。
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（
77
） 

同
。

（
78
） 
同
（
同　

二
九
二
頁
）。

（
79
） 
同
。

（
80
） 

同
。

（
81
） 

同
（
同　

二
八
七
頁
）。

（
82
） 

同
（
同　

二
九
二
―
二
八
三
頁
）。

（
83
） 

同
（
同　

三
〇
六
頁
）。

（
84
） 

吉
満
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
概
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」『
宗
教
研
究
』
昭
和
七
年
九
月
号
（『
全
集
』
四
巻　

四
〇
五
頁
）。
な
お
こ

う
し
た
神
観
の
解
釈
に
つ
い
て
、
稲
垣
良
典
「
中
世
思
想
原
典
集
成
一
八　

後
期
ス
コ
ラ
学　

総
序
」（
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
『
中
世

思
想
原
典
集
成
一
八　

後
期
ス
コ
ラ
学
』
平
凡
社　

一
九
九
八
年
）
か
ら
多
大
な
教
示
を
得
た
。

（
85
） 

同
「
ニ
ュ
ー
マ
ン
的
敬
虔
の
本
質
」
E
・
プ
シ
ュ
ワ
ラ
編　

杉
田
英
一
郎
訳
『
ニ
ュ
ー
マ
ン
宗
教
体
系
』
序
文　

新
生
堂　

昭
和
八
年
七
月

（『
全
集
』
四
巻　

四
四
六
頁
）。

（
86
） 

前
掲
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
弁
証
法
神
学
」（『
全
集
』
三
巻　

三
〇
六
頁
）。

（
87
） 

同
（
同　

三
〇
八
頁
）。

（
88
） 

吉
満
「
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
観
の
根
本
理
念
」『
理
想
』
昭
和
八
年
四
月
号
（『
全
集
』
四
巻　

二
九
六
頁
）。

（
89
） 

同
。

（
90
） 

吉
満
「
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
」『
理
想
』
昭
和
六
年
六
月
号　

六
一
頁
。

（
91
） 

同　

五
九
頁
。

（
92
） 

前
掲
拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
人
間
観
――
「
近
代
の
超
克
」
と
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
――
」。

（
93
） 

吉
満
「
マ
リ
テ
ン
と
神
学
的
人
間
学
の
政
治
倫
理
」『
理
想
』「
現
代
の
道
徳
問
題
」
昭
和
九
年
五
月
号　

※
単
行
本
収
録
の
際
「
ジ
ャ
ッ
ク
・

マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
」
と
改
題
（『
全
集
』
一
巻　

三
五
五
頁
）。

（
94
） 

前
掲
「
倫
理
性
の
定
位
」（『
全
集
』
五
巻　

三
九
五
頁
）。

（
95
） 

前
掲
「
聖
ト
ー
マ
ス
世
界
観
の
根
本
概
念
」
六
九
頁
。



411 吉満義彦の思想

（
96
） 

前
掲
「
聖
ト
マ
ス
に
お
け
る
神
観
念
の
形
而
上
的
構
成
に
つ
い
て
」（『
全
集
』
四
巻　

三
九
二
頁
）。

（
97
） 
同
（
同　

三
九
三
頁
）。

（
98
） 
前
掲
拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
人
間
観
――
「
近
代
の
超
克
」
と
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
――
」

（
99
） 

吉
満
「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」『
哲
学
雑
誌
』
昭
和
十
一
年
十
一
月
号
（『
全
集
』
一
巻　

二
一
六
頁
）。

（
100
） 

同
（
同　

二
一
八
頁
）。

（
101
） 

同
。

（
102
） 

吉
満
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
昭
和
十
七
年
九
・
十
月
号
、
十
一
・
十
二
月
号
（『
全
集
』
一
巻　

六
一
頁
）。

（
103
） 

同
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に
つ
い
て
」
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
著
、
吉
満
義
彦
訳
『
宗
教
と
文
化
』
序
文　

甲
鳥
書
林　

昭
和

十
九
年
（『
全
集
』
一
巻　

三
九
八
頁
）。

（
104
） 

前
掲
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」（『
全
集
』
一
巻　

二
二
頁
）。

（
105
） 

同
（
同　

二
六
頁
）。

（
106
） 

前
掲
拙
稿
「
吉
満
義
彦
の
人
間
観
――
「
近
代
の
超
克
」
と
〈
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
――
」。

（
107
） 

前
掲
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」（『
全
集
』
一
巻　

四
〇
―
四
一
頁
）。

（
108
） 

吉
満
の
如
上
の
見
方
に
対
し
て
は
、
な
ぜ
「
キ
リ
ス
ト
教
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
「
問
い
」
が
当
然
に
発
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
点
に
関
す
る
吉
満
の
見
解
と
し
て
は
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
に
お
け
る
次
の
一
節
が
示
唆
に
富
む
。
い
わ
く
「
人
々
が
単
に
理
論
的
に
、

キ
リ
ス
ト
教
的
有
神
論
の
論
理
的
困
難
な
ど
に
躓
く
こ
と
な
く
、
世
界
観
と
人
生
観
の
最
生
命
的
な
生
き
た
現
実
に
対
す
る
無
限
の
存
在
可
能

性
の
前
に
、
人
間
的
生
の
全
実
存
を
あ
げ
て
相
対
面
す
る
と
き
、
さ
ら
に
換
言
す
れ
ば
、
真
に
人
々
が
宗
教
的
人
間
の
立
場
に
お
い
て
、
根
源

的
な
あ
り
方
を
な
す
場
合
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
観
念
は
、
決
し
て
単
な
る
一
つ
の
宗
教
観
の
立
場
と
し
て
特
殊
的
な

意
味
を
も
た
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
る
人
間
精
神
の
真
理
と
し
て
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
普
遍
的
な
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
性
、
す
な
わ
ち
普
遍
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
（
同　

三
五
頁
）。「
反
駁
」
た
り
得
て

い
る
か
否
か
は
措
く
と
し
て
、
吉
満
が
〈
宗
教
〉
へ
の
構
え
と
し
て
「
単
に
理
論
的
」
な
そ
れ
を
退
け
、「
人
間
的
生
の
全
実
存
を
あ
げ
て
相
対

面
す
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
「
問
い
」
自
体
に
投
げ
返
さ
れ
る
べ
き
根
源
的
な
問
題
と
思
わ
れ
る
。

（
109
） 

吉
満
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」『
文
芸
』
昭
和
十
四
年
七
月
号
（『
全
集
』
五
巻　

二
〇
八
頁
）。
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（
110
） 

同
（
同　

二
〇
七
頁
）。

（
111
） 
同
。

（
112
） 
同
。

（
113
） 

同
（
同　

二
〇
六
頁
）。

（
114
） 

同
（
同　

二
〇
九
頁
）。

（
115
） 

同
（
同　

二
〇
六
頁
）。

（
116
） 

吉
満
「
リ
ル
ケ
に
お
け
る
詩
人
の
悲
劇
性
」『
創
造
』
昭
和
十
五
年
五
月
（『
全
集
』
五
巻　

七
八
―
七
九
頁
）。

（
117
） 

前
掲
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」（
同　

二
一
〇
頁
）。

（
118
） 

同
。

（
119
） 

同
。

（
120
） 

同
。

（
121
） 

同
。

（
122
） 

吉
満
「
モ
ラ
リ
ス
ト
の
立
場
」
掲
載
誌
不
詳
※
『
詩
と
愛
と
実
存
』
河
出
書
房　

昭
和
十
五
年　

所
収
（『
全
集
』
五
巻　

一
九
七
頁
）。

（
123
） 

前
掲
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」（
同　

二
一
五
頁
）。

（
124
） 

吉
満
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
然
科
学
」『
科
学
ペ
ン
』
昭
和
十
六
年
四
月
号
（『
全
集
』
四
巻　

一
二
〇
頁
）。

（
125
） 

同
。

（
126
） 

同
（
同　

一
三
四
頁
）。

（
127
） 

同
（
同　

一
三
五
頁
）。

（
128
） 

同
（
同　

一
三
四
―
一
三
五
頁
）。

（
129
） 

同
（
同　

一
三
四
頁
）。

（
130
） 

同
。

（
131
） 

吉
満
「
形
而
上
学
的
感
覚
」『
科
学
知
識
』
昭
和
十
四
年
二
月
（『
全
集
』
五
巻　

二
四
三
頁
）。

（
132
） 

前
掲
「
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
自
然
科
学
」（『
全
集
』
四
巻　

一
二
三
頁
）。
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（
133
） 

前
掲
「
形
而
上
学
的
感
覚
」（『
全
集
』
五
巻　

二
四
四
頁
）。

（
134
） 
前
掲
「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」（『
全
集
』
一
巻　

二
三
四
頁
）。

（
135
） 
同
。

（
136
） 

同
。

（
137
） 

前
掲
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に
つ
い
て
」（
同　

三
九
八
頁
）。

（
138
） 

前
掲
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」（
同　

六
一
頁
）。

（
139
） 

前
掲
「
倫
理
性
へ
の
定
位
」（『
全
集
』
五
巻　

三
九
六
頁
）。

（
140
） 

吉
満
「
教
皇
の
使
徒
性
と
政
治
性
」『
文
学
界
』
昭
和
十
七
年
六
月
号　

九
七
頁
。

（
141
） 

同　

九
八
頁
。

（
142
） 

同
。

（
143
） 

同
。

（
144
） 

前
掲
「
倫
理
性
へ
の
定
位
」（『
全
集
』
五
巻　

三
九
六
頁
）。

（
145
） 

前
掲
「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」（『
全
集
』
一
巻　

二
一
九
頁
）。

（
146
） 

同
（
同　

二
三
二
―
二
三
三
頁
）。

（
147
） 

吉
満
「
跋
、
充
足
的
人
間
観
に
つ
い
て
」
オ
カ
ン
テ
ィ
ー
ク
著
、
三
浦
岱
栄
訳
『
医
学
の
倫
理
――
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
医
学
』
理
想
社
出
版
部

　

昭
和
十
五
年　

一
七
六
頁
。

（
148
） 

い
ず
れ
も
前
掲
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
」、「
文
化
倫
理
に
お
け
る
神
学
的
問
題
」、「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に
つ

い
て
」
な
ど
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

（
149
） 

前
掲
「
文
学
に
お
け
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
」（『
全
集
』
五
巻　

二
〇
九
頁
）。

（
150
） 

同
（
同　

二
一
一
頁
）。
こ
の
眼
は
注（
105
）の
箇
所
と
重
な
る
と
と
も
に
、
吉
満
が
「
所
与
」
と
し
て
の
祖
国
の
歴
史
や
伝
統
を
視
る
眼
で
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
文
で
も
繰
り
返
し
引
い
た
「
文
化
と
宗
教
の
理
念
」
に
つ
き
、「
主
と
し
て
原
理
的
な
問
題
へ
の
関
心
を

持
っ
て
叙
述
し
た
」（『
全
集
』
一
巻　

四
一
頁
）
と
付
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
吉
満
の
文
化
論
は
、
や
や
「
原
理
論
」
に
傾
い
て
お
り
、
日

本
と
そ
の
母
文
化
を
ど
う
捉
え
な
お
し
て
い
く
か
と
い
う
問
い
の
構
え
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
旧
師
・
内
村
鑑
三
と
差
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
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れ
る
。

（
151
） 
吉
満
「
パ
ス
カ
ル
的
思
惟
の
性
格
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
』
昭
和
十
五
年
十
一
・
十
二
月
号
（『
全
集
』
三
巻　

一
三
一
頁
）。

（
152
） 
前
掲
「
ジ
ャ
ッ
ク
・
マ
リ
タ
ン
の
文
化
哲
学
に
つ
い
て
」（『
全
集
』
一
巻　

四
〇
一
頁
）。

（
153
） 

和
辻
哲
郎
に
関
し
て
は
、
前
掲
苅
部
『
光
の
領
国　

和
辻
哲
郎
』、
同
じ
く
前
掲
熊
野
『
和
辻
哲
郎
――
文
人
哲
学
者
の
軌
跡
』、
子
安
宣
邦
『
和

辻
倫
理
学
を
読
む
――
も
う
一
つ
の
「
近
代
の
超
克
」』（
青
土
社　

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
154
） 

波
多
野
精
一
に
関
し
て
は
、
鵜
沼
裕
子
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
『
他
者
』
理
解
を
め
ぐ
っ
て　

 

波
多
野
精
一
の
場
合
」（『
聖
学
院
大

学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
一
号　

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所　

二
〇
〇
七
年
）、
芦
名
定
道
「
思
想
史
研
究
の
諸
問
題
――
近
代
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
思
想
研
究
か
ら
」（『
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
』
一
〇
号　

現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会　

二
〇
一
二
年
）、
同
「
波
多
野
宗
教

哲
学
に
お
け
る
死
の
問
い
」（『
キ
リ
ス
ト
教
学
研
究
室
紀
要
』
一
号　

京
都
大
学
キ
リ
ス
ト
教
学
研
究
室
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
155
） 

南
原
繁
に
関
し
て
は
、
下
畠
知
志
『
南
原
繁
の
共
同
体
論
』（
論
創
社　

二
〇
一
三
年
）、
田
崎
嗣
人
「
南
原
繁
に
お
け
る
『
戦
後
』
――
『
敗
戦
』

と
『
贖
罪
』」（『
政
治
思
想
研
究
』
六
号　

政
治
思
想
学
会　

二
〇
〇
六
年
）、
宮
村
治
雄
「
自
由
へ
の
垂
鉛
――
戦
後
天
皇
制
論
の
遺
産
」（
同

『
戦
後
精
神
の
政
治
学
――
丸
山
眞
男
・
藤
田
省
三
・
萩
原
延
壽
』　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
九
年
﹇
初
出
は
中
村
政
則
他
編
『
戦
後
思
想
と
社
会
意

識
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
﹈）
を
参
照
の
こ
と
。

（
156
） 

三
木
清
に
関
し
て
は
、
津
田
雅
夫
『
人
為
と
自
然
――
三
木
清
の
思
想
史
的
研
究
』（
文
理
閣　

二
〇
〇
七
年
）、
清
眞
人
他
編
『
遺
産
と
し
て

の
三
木
清
』（
同
時
代
社　

二
〇
〇
八
年
）、
伊
藤
徹
編
『
作
る
こ
と
の
日
本
近
代
――
一
九
一
〇
―
四
〇
年
代
の
精
神
史
』（
世
界
思
想
社　

二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
の
こ
と
。


