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ヒ
ュ
ー
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
批
判

（
『
早
稲
田
社
会
科
学
研
究
』
第
四
十
一
二
一
号
）

ヒ
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ヒ
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節
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節
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的
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念
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節
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由
に
つ
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て

　
一
i
一
自
由
意
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論
争

　
（
一
1
1
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両
立
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雇
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ω
昌
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五
十
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一
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m
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と
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由
と
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責
任

第
五
章
　
ヒ
ュ
ー
ム
社
会
科
学
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基
礎

　
第
一
節
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
先
駆
者
達
（
以
上
第
五
十
一
号
）

　
第
二
節
　
ヒ
ュ
i
ム
の
道
徳
論

　
（
i
一
　
合
理
主
義
道
徳
論
批
判

　
一
一
1
1
）
　
利
己
主
義
と
利
他
主
義
（
以
上
第
五
十
二
号
）

　
一
一
m
）
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
感
覚
論

　
（
1
）
　
「
自
然
」
概
念
の
転
換

　
　
　
㈲
　
古
代
・
中
世
の
白
然
概
念

　
　
　
ω
　
近
代
の
白
然
概
念

　
　
　
　
川
　
合
理
主
義
の
自
然
概
念
一
以
上
第
五
十
三
号
）
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○
　
理
神
論
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
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経
験
主
義
の
自
然
概
念

　
　
　
　
　
㈲
　
ロ
ッ
ク
・
バ
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ク
リ
の
白
然
概
念
一
以
上
第
五
十
四
号
一

〔
中
間
考
察
〕
ヴ
ィ
ー
コ
と
ヒ
ュ
ー
ム

　
　
　
　
は
じ
め
に

　
（
i
）
　
ヴ
イ
ー
コ
の
基
本
命
題
一
毒
昌
昌
H
歓
O
巨
昌

　
一
血
）
　
ヴ
イ
ー
コ
の
学
間
体
系

　
（
一
㎜
一
　
ヴ
イ
ー
コ
の
デ
カ
ル
ト
主
義
批
判

　
　
　
　
　
㈲
　
デ
カ
ル
ト
の
幾
何
学
的
方
法
論

　
　
　
　
　
ω
　
ヴ
イ
ー
コ
の
デ
カ
ル
ト
主
義
批
判

　
（
．
w
）
　
『
新
し
い
学
」
に
お
け
る
き
；
昌
H
歓
o
巨
昌
と
尋
o
色
o
昌
註

　
　
　
　
（
以
上
第
五
十
五
号
一

　
　
　
　
　
い
　
ボ
イ
ル
の
機
械
論
哲
学
と
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」

　
　
　
　
ω
　
道
徳
感
覚
学
派
の
白
然
概
念

　
　
　
　
　
i
　
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
と
バ
ト
ラ
ー
一
以
上
第
五
十
六
号
一

　
　
　
　
　
一
1
1
　
F
・
ハ
チ
ソ
ン
の
目
的
論
的
自
然

　
　
　
　
　
一
㎜
　
A
・
ス
ミ
ス
の
「
見
え
ざ
る
手
」
一
以
上
第
五
十
七
号
一

　
　
　
　
ω
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
然
概
念
一
以
上
第
五
十
八
号
一

第
六
章
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論

　
第
一
節
共
感
を
め
ぐ
る
議
論

　
第
二
節
自
我
の
社
会
的
性
質
一
以
上
第
五
十
九
号
）

　
第
三
節
　
情
念
と
共
感
（
第
六
十
号
一

　
第
四
節
　
共
感
の
拡
大

　
（
i
）
　
ロ
ッ
ク
と
カ
ン
ト
の
道
徳
論

　
（
一
1
1
一
共
感
の
種
類
一
以
上
『
早
稲
田
社
会
科
学
総
合
研
究
」
創
刊
号
一

　
盃
一
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
し
て
の
共
感
論
（
前
・
本
号
、
以
下
続
く
）

　
第
五
節
　
共
感
と
道
徳
的
判
断

　
第
六
節
　
A
・
ス
ミ
ス
の
共
感
論

第
七
章
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
正
義
論

第
八
章

第
九
章

法
理
論
と
統
治
論

近
代
の
経
済
社
会

第
四
節
　
共
感
の
拡
大

　
＾
一
…
）
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
と
し
て
の
共
感
論
（
承
前
）

　
次
に
社
会
的
共
感
（
ω
8
邑
｛
昌
o
津
耳
）
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

前
に
以
下
の
こ
と
を
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
も
屡
々
指
摘
し
て
き
た
よ
う

に
、
本
研
究
の
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
中
世
の
学
問
体
系
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
神

学
か
ら
近
代
の
人
問
学
へ
の
移
行
に
お
い
て
、
何
か
学
問
的
に
重
大
な
問
題
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
こ
と
の
関
連
で
い
え

ば
、
全
体
（
旨
①
幸
ぎ
ε
と
部
分
（
君
ユ
ω
）
と
の
関
係
と
い
っ
て
よ
い
よ
う

な
問
題
で
あ
る
。
中
世
の
神
学
に
お
け
る
神
は
全
知
全
能
と
さ
れ
て
い
た
た

め
、
神
に
と
っ
て
全
体
は
完
全
に
把
握
・
理
解
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。

従
っ
て
、
神
は
瞬
時
に
人
類
全
体
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
、
近
代
の
人
間
を
中
心
と
す
る
人
間
学
で
は
そ
れ
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う

か
。
も
し
近
代
の
合
理
主
義
の
よ
う
に
、
人
間
の
理
性
が
神
の
ご
と
き
も
の
と

さ
れ
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
と
も
か
く
外
形
は
神
学
に
類
似
し
た
も
の
に
な
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
人
類
愛
（
－
o
く
①
o
｛
巨
昌
彗
身
）
は
、
人
間
の

本
性
に
内
在
す
る
も
の
と
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楡
一

し
た
合
理
主
義
的
な
あ
る
い
は
抽
象
的
な
人
類
愛
の
存
在
は
認
め
な
い
。
人
間

理
性
の
能
力
に
懐
疑
的
で
あ
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
は
、
人
間
が
神
の
よ
う
に
人
類

全
体
を
一
挙
に
把
握
・
理
解
し
得
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
次
の
詩

は
A
・
ポ
ウ
プ
の
『
人
間
論
』
∫
ミ
家
ミ
§
き
き
ミ
艶
－
ト
）
の
一
節
だ
が
、



D．ヒュームの経験論的人間学の研究（二十三）ψ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
一

ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
方
も
、
大
体
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
神
は
ま
づ
全
体
を
愛
し
て
、
部
分
に
及
ぶ
が
、
人
間
の
心
（
ω
o
ε
は

　
　
ま
づ
個
（
巨
邑
ま
旨
皇
を
愛
し
て
、
全
体
に
高
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
自
愛
（
o
o
①
匡
o
＜
①
）
は
有
徳
の
心
を
覚
醒
す
る
に
役
立
つ
の
だ
。

　
　
警
へ
る
な
ら
ば
小
さ
な
石
が
静
か
な
池
に
落
ち
て
、

　
　
ま
づ
中
心
（
↓
訂
o
g
箒
『
）
が
動
き
、
一
つ
の
狭
い
輪
が
そ
れ
に
つ
づ

　
　
き
、

　
　
幾
つ
も
の
輸
が
次
第
に
ひ
ろ
が
る
の
に
似
て
ゐ
る
。

　
　
友
人
（
軍
げ
邑
）
、
両
親
（
寝
屋
星
、
隣
人
（
亮
耐
亭
o
…
）
、
を
ま
づ
抱

　
　
擁
し
、

　
　
つ
い
で
祖
国
（
雲
ω
8
自
掌
員
）
を
、
つ
づ
い
て
全
人
類
（
邑
ブ
■
昌
嘗

　
　
§
8
）
を
。
」

　
こ
の
よ
う
に
ポ
ウ
プ
に
お
い
て
は
、
人
間
の
心
は
部
分
か
ら
出
発
し
、
次
第

に
そ
の
輪
を
大
き
く
し
て
、
全
体
へ
と
拡
げ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
共
感
論
も
そ
れ
と
似
て
い
て
、
部
分
か
ら
全
体
へ
と
向
う
の
で
あ
る
。
勿
論

中
世
の
神
学
で
は
、
人
間
は
神
と
は
違
っ
て
、
全
体
の
す
べ
て
を
把
握
・
理
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
人
間
の
心
は
部
分
か
ら
全
体
へ
と
向
か
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
神
の
媒
介
に
よ
っ
て
、
部
分
か
ら
全
体
へ
の

拡
大
・
移
行
は
、
少
な
く
と
も
教
義
上
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
と
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
が
中
世
を
支
配
し
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
普
遍
主
義
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
近
代
の
人
問
を
中
心
と
す
る
人
間
学
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
神
を
前

提
と
し
て
は
い
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
議
論
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
近
代
初

期
の
多
く
の
思
想
家
た
ち
は
、
神
を
陰
に
陽
に
自
ら
の
思
想
に
持
ち
込
ん
で
い

て
、
神
学
か
ら
人
問
学
へ
の
移
行
に
お
け
る
苦
悩
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ま

で
も
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
白
ら
の
思
想
体
系
を
、
神

に
訴
え
る
こ
と
な
く
築
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
近
代

の
社
会
科
学
を
築
く
上
で
参
照
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
時
代
の
哲
学
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
楡
一

思
想
で
あ
っ
て
、
A
・
ポ
ッ
ト
ケ
イ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
キ

ケ
ロ
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
キ
ケ
ロ
の
例

え
ば
、
『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
（
旨
嚢
s
き
§
き
§
§
§
ミ
§
ざ
§
§
）

に
は
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。
「
生
き
物
は
す
べ
て
自
己
に
愛
着
を

も
ち
、
生
ま
れ
る
や
い
な
や
、
自
己
を
保
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
生
全
体

を
守
る
た
め
白
然
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
最
初
の
欲
求
が
、
生
き
物
に
自
己
を

保
た
せ
…
…
る
か
ら
で
あ
る
。
…
－
し
か
し
、
少
し
成
長
し
て
、
個
々
の
事
物

が
ど
れ
ほ
ど
自
分
に
作
用
し
関
係
す
る
か
を
認
識
し
始
め
る
と
、
徐
々
に
進
歩

し
、
白
己
を
意
識
－
…
す
る
よ
う
に
な
」
る
。
「
高
潔
の
全
般
に
お
い
て
、
人

間
相
互
の
連
帯
と
い
わ
ば
あ
る
種
の
提
携
、
そ
し
て
利
益
の
共
有
と
人
類
へ
の

愛
情
ほ
ど
に
輝
か
し
く
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
広
範
な
も
の
は
な
い
。
こ
れ
は
私

た
ち
が
誕
生
す
る
と
す
ぐ
に
生
じ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
生
ま
れ
た
者
た
ち
が
両

親
に
よ
っ
て
愛
さ
れ
、
家
全
体
が
結
婚
と
子
孫
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
が
、
次
に
は
徐
々
に
外
へ
と
広
が
っ
て
い
く
。
そ
の
仕
方
は
、
ま
ず
は
血

縁
関
係
に
よ
っ
て
、
次
に
は
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
友
情
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
は
隣
人
と
の
よ
し
み
に
よ
っ
て
広
ま
り
、
次
に
は
同
胞
市
民
や
、

国
の
同
盟
者
や
友
人
で
あ
る
人
々
へ
と
、
そ
し
て
全
人
類
に
及
ぶ
と
い
う
具
合

で
あ
る
。
」



爬

　
要
す
る
に
キ
ケ
ロ
の
議
論
は
、
部
分
か
ら
全
体
へ
、
身
近
な
も
の
か
ら
遠
い

も
の
へ
と
進
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
と
似
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
キ
ケ
ロ
の
場
合
に
は
、
部
分
か
ら
全
体
へ
の
間
に
、

身
近
な
も
の
か
ら
遠
い
も
の
へ
の
間
に
、
「
神
々
」
と
い
っ
た
も
の
が
介
在
す

る
の
だ
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
場
合
に
は
、
多
神
教
的
な
「
神
々
」
も
、
一
神
教

的
、
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
神
」
も
介
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ユ

ー
ム
の
議
論
は
勢
い
困
難
且
つ
複
雑
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

ヒ
ュ
ー
ム
は
と
も
か
く
そ
の
共
感
論
に
お
い
て
そ
れ
を
や
っ
て
の
け
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
中
世
に
お
い
て
は
、
人
と
人
、
集
団
と
集
団
、
社
会
と
社
会
と
の
間
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
神
を
媒
介
に
し
て
、
即
ち
o
o
昌
昌
冒
一
冒
あ
る
い
は

軍
o
く
巨
昌
8
を
通
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
は

そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
部
分
と
全
体
、
特

殊
と
普
遍
と
が
瞬
時
に
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
こ
に

は
、
現
実
の
中
世
社
会
が
、
小
さ
な
社
会
、
閉
じ
ら
れ
た
社
会
が
多
数
共
存

し
、
し
か
も
各
社
会
が
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
す
る
社
会
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
そ
う
し
た
考
え
を
是
認
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
中
世
か
ら
近
代
へ
と
移
行
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
社
会
は
、
小
さ

な
・
閉
じ
ら
れ
た
社
会
か
ら
、
大
き
な
社
会
、
開
か
れ
た
社
会
へ
と
変
り
、
宗

教
の
世
界
に
お
い
て
も
新
教
が
興
っ
て
旧
教
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
り
、
文
芸

界
に
も
様
々
な
考
え
が
出
て
き
た
し
、
政
治
の
世
界
で
も
多
く
の
思
想
が
現
わ

れ
相
争
う
時
代
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
近
代

の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
部
分
と
全
体
、
特
殊
と
普
遍
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
も
の
と
は
違
っ
た
考
え
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
ご
と
き
合
理
主
義
者
は
、
人
と
人
、
組
織
と
組

織
、
社
会
と
社
会
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
「
合
理
的
知
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
傭
一

（
轟
ま
墨
－
ぎ
o
色
①
膏
①
）
に
よ
っ
て
最
も
効
果
的
に
な
さ
れ
る
と
説
い
た
が
、

経
験
主
義
者
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
そ
う
し
た
合
理
主
義
者
の
考
え
に
も
反
対

で
あ
っ
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
古
代
ロ
ー
マ
の
思
想
家
キ
ケ
ロ
な
ど
に
依
り
な
が
ら

も
、
上
述
の
よ
う
な
近
代
社
会
に
対
応
し
得
る
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

理
論
を
打
ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
共
感
論
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
土
台
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
体
系
的
な
道
徳
哲
学
H
社
会
科
学
を
築
い
た
の

で
あ
っ
た
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
は
、
『
人
性
論
』
に
お
い
て
一
応
完
成
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
他
の
著
作
、
諸
論
文
等
の
中
で
も
、

共
感
論
を
土
台
に
種
々
様
々
な
テ
ー
マ
に
応
用
さ
れ
て
い
て
、
共
感
論
は
ヒ
ュ

ー
ム
の
道
徳
哲
学
体
系
に
お
い
て
は
、
丁
度
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る

零
o
ま
創
8
8
の
ご
と
き
位
置
と
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
道
徳
原
理
研
究
』
で
は
、
『
人
性
論
』
に
お
け
る
ご

と
く
、
共
感
は
多
用
さ
れ
て
は
い
な
く
、
代
り
に
「
人
間
性
」
（
巨
昌
彗
身
一

と
い
う
用
語
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
J
・
A
・
ハ
ー
ト
な
ど
も

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
道
徳
原
理
研
究
』
で
も
、
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て

議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
感
論
の
第
一
段
階
で
大
き
な
役
割

が
与
え
ら
れ
て
い
た
「
観
念
の
連
合
理
論
」
は
、
『
道
徳
原
理
研
究
』
で
は
殆

ど
姿
を
消
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
ハ
ー
ト
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。
『
人
性
論
』
の
中
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
行
っ
て
い
る
共
感
に
関
す
る
連
合
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論
的
説
明
は
、
共
感
の
作
用
に
お
い
て
は
、
他
人
の
感
情
の
観
念
は
、
白
分
白

身
の
自
我
一
ω
①
5
の
生
き
生
き
と
し
た
印
象
に
よ
っ
て
生
気
が
与
え
ら
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
し
た
説
明
は
、
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
一

感
が
結
局
は
自
愛
（
ω
①
三
〇
く
①
）
ま
で
遡
及
さ
れ
る
も
の
に
思
わ
れ
た
。
そ
こ

で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
自
分
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。
「
我
々
の
敬
意
と
是
認
と
を
促
す
も
の
は
、
白
愛
で

は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
想
像
力
の
い
か
な
る
努
力
を
も
っ
て
し
て
も
、
我
々

を
他
の
人
物
に
変
え
、
も
し
我
々
が
そ
の
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
に
属
す
る

そ
れ
ら
の
価
値
あ
る
諸
性
質
か
ら
我
々
が
利
得
を
収
め
る
の
で
あ
る
、
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
厩
一

せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー

ム
の
主
張
は
、
道
徳
的
是
認
に
お
け
る
共
感
の
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
自
分
の
考
え
を
ホ
ッ
ブ
ズ
的
見
解
、
即
ち
、
共
感
現
象
は
他
人
に
起
っ
た

こ
と
が
実
際
に
わ
れ
わ
れ
に
起
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
す

る
ホ
ッ
ブ
ズ
的
見
解
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
『
人
性
論
』
の
内
部
で
も
共
感
に
つ
い
て
の
議
論
は
か
な
り
変

化
し
て
い
る
。
第
二
篇
で
は
、
連
合
理
論
の
説
明
に
大
き
な
役
割
を
与
え
て
い

た
け
れ
ど
も
、
第
三
篇
で
は
そ
う
し
た
説
明
は
後
景
に
退
い
て
い
て
、
共
感
は

最
早
や
本
能
的
・
機
械
的
な
原
理
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
他
の
人
々

の
状
況
と
い
っ
た
こ
と
が
、
共
感
論
の
中
に
、
積
極
的
か
つ
意
図
的
に
持
ち
込

ま
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
感
論
は
、
「
複
雑
な
人
間
的
現
象
が
、
同
様

の
僅
か
な
原
理
の
異
な
っ
た
配
列
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
か
に
説
明

し
得
る
か
を
示
す
単
に
い
ま
一
つ
の
例
で
は
最
早
や
な
く
、
摂
理

（
肩
O
ま
宗
昌
①
）
や
「
目
的
因
」
（
室
邑
9
豪
霧
）
に
訴
え
る
こ
と
を
道
徳
論
に

と
っ
て
無
意
味
な
も
の
に
す
る
上
で
、
よ
り
大
き
な
直
接
な
役
割
を
担
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
漏
一

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
を
ハ
チ
ソ
ン
の

そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
チ

ソ
ン
の
道
徳
理
論
は
要
す
る
に
、
主
意
主
義
者
（
き
－
冒
ミ
｛
ω
亘
や
エ
ピ
ク
ロ

ス
主
義
者
達
（
向
豆
昌
亮
昌
ω
）
の
道
徳
理
論
を
批
判
す
る
た
め
、
「
神
の
摂
理
」

（
Ω
3
、
ω
軍
◎
く
巨
雪
8
）
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
i
ム
は
そ
う
し
た
ハ
チ

ソ
ン
の
道
徳
理
論
か
ら
神
学
的
議
論
を
す
っ
か
り
取
り
除
き
、
更
に
発
展
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
共
感
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
哲
学
に
お
い
て

は
、
神
の
摂
理
の
ご
と
き
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
は
以
上

の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
極
め
て
鋭
い
説
明
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
『
道
徳
原
理
研
究
』
の
他
に
も
、
共
感
論
と
密
接
な
関
わ
り
を
持
つ
、
あ
る

い
は
共
感
論
が
応
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
重
要
な
の
は
、
「
趣
味
の
基
準

に
つ
い
て
」
（
、
、
O
二
臣
2
菖
註
a
o
申
↓
婁
8
、
、
）
、
「
国
民
性
に
つ
い
て
（
、
．
9

Z
き
o
量
－
O
臣
S
9
①
冨
、
、
）
、
「
悲
劇
に
つ
い
て
」
（
．
、
9
⇒
繕
①
身
，
，
）
、
『
道
徳
原

理
研
究
』
に
付
さ
れ
て
い
る
「
対
話
」
（
．
、
＞
U
邑
O
管
①
，
，
）
な
ど
の
論
稿
で
あ
る

し
、
ま
た
何
よ
り
も
、
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
（
§
“
奏
ざ
ミ
曳
向
亀
§
、
）
の

随
所
で
共
感
論
の
素
材
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
何
れ
に
お
い
て
も
、

『
人
性
論
』
や
『
遣
徳
原
理
研
究
」
と
比
べ
る
と
は
る
か
に
少
な
い
が
、
や
は

り
共
感
と
い
う
語
が
出
て
い
て
、
抽
象
的
に
言
え
ば
、
部
分
と
全
体
、
特
殊
と

普
遍
と
い
っ
た
問
題
、
つ
ま
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
国
民
性
に
つ
い
て
」
に
は
、
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が

世
界
を
駆
け
め
ぐ
り
、
歴
史
の
記
録
を
絡
読
す
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
、
共

感
（
｛
目
寝
一
耳
）
あ
る
い
は
風
習
の
伝
染
（
o
昌
冨
牲
昌
亀
昌
昌
完
豆
の
徴



　
　
　
　
　
　
　
　
　
楡
一

候
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
」
、
と
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
共
感
論
は
、
『
人
性
論
』

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
諸
著
作
や
諸
論
稿
の
中
で
も
展
開
さ
れ
て
い
て
、
ま

さ
し
く
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
哲
学
体
系
の
土
台
あ
る
い
は
骨
格
を
作
っ
て
い
る
と
い

つ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
以
下
に
お
い
て
も
、
『
人
性
論
』
だ
け
で
な
く
、

上
述
し
た
よ
う
な
諸
著
作
、
諸
論
稿
に
も
随
時
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヒ

ュ
ー
ム
の
共
感
論
の
全
貌
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
の
あ
た
り
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
社
会
的
共
感
に
行
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
そ
の
前
に
い
ま
一
つ
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
次
の

よ
う
な
ハ
ー
ト
の
指
摘
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
の
一
部
で
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
そ
の
「
共
感
が
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
白
然
法
論
の
中
心
に
あ
る
人
間

の
社
会
（
交
）
性
（
ω
o
o
邑
身
）
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
真
に
科
学
的
な
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蔽
一

明
を
与
え
よ
う
と
し
た
試
み
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」
、
と
ハ
ー
ト
は
指
摘
し

て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
些
か
触
れ
て
お
き
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
は
、
国
際
法
の
父
と
言
わ
れ
る
が
、
ま
た
、
近
代
白
然
法
の
父
と
も

　
　
　
爾
一

呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
然
法
が
、
そ
れ
ま
で
の
キ
リ
ス
ト

教
神
学
的
自
然
法
と
は
切
り
離
さ
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
近

代
自
然
法
の
発
展
の
礎
石
を
与
え
た
法
学
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
白
然
法
が
近
代
的
な
の
は
、
神
か
ら
で
は
な
く
し
て
、

人
間
か
ら
人
間
の
本
性
か
ら
出
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で

も
な
く
、
中
世
か
ら
近
代
へ
の
学
問
体
系
が
、
神
を
頂
点
と
し
た
神
学
か
ら
人

間
を
中
心
と
し
た
人
間
学
へ
と
移
行
し
た
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
人
問
の
本

性
と
い
っ
て
も
動
物
的
な
も
の
と
人
間
的
な
も
の
と
が
あ
る
。
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス

は
こ
の
う
ち
の
後
者
に
自
然
法
の
基
礎
を
認
め
た
。
そ
し
て
そ
の
人
間
的
本
性

を
、
共
通
の
理
性
に
基
づ
く
社
交
的
本
能
（
岩
肩
撃
；
ω
8
庁
冨
ま
）
、
つ
ま
り

理
性
的
な
社
会
性
に
求
め
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の

自
然
法
は
、
人
間
の
理
性
的
な
社
交
性
を
源
泉
に
築
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
然
法
を
継
承
し
、
よ
り
精
綴
化
・
体
系
化
し
た
の
が
プ

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
で
あ
っ
た
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
も
人
間
の
本
性
の
探
究
か

ら
出
発
し
、
人
間
は
生
ま
れ
つ
き
自
己
愛
と
悪
意
と
攻
撃
性
を
有
し
て
い
て
、

他
人
の
助
カ
な
く
し
て
は
存
在
で
き
な
い
ほ
ど
無
力
（
ぎ
げ
g
姜
冨
ω
）
と
い

う
。
こ
の
点
で
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
様
の
考
え
を
し
て

い
た
。
し
か
し
他
方
で
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
人
問
の
幸
福
と
相
互
の
利
益

を
確
保
す
る
た
め
に
、
互
い
の
社
会
生
活
を
尊
重
し
社
交
（
会
）
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
社
交
性
は
、
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
の
よ
う
に
人
間
の
本
性
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
人
間
本
性
た
る
無
力
さ
と

助
力
の
不
可
欠
さ
か
ら
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う

し
た
考
え
に
基
づ
い
て
築
か
れ
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
が
、
そ
の
後

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
G
・
カ
ー
マ
イ
ケ
ル
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら

れ
、
そ
れ
が
ハ
チ
ソ
ン
に
、
更
に
ス
ミ
ス
ヘ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
も

そ
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
か
よ
う
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
、
人
間
は
社
会
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
人
問
を
何
よ
り
も
社
会
的
存
在
と
し
て
把
捉

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
そ
の
確
認
と
い
う
こ
と
で
、
「
政
治
的
支
配
の
起
源
に
つ
い
て
」
（
．
．
O
｛

夢
①
o
ユ
牲
目
g
Ω
o
お
昌
昌
①
昌
．
，
）
の
冒
頭
の
一
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
人
問
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は
、
生
を
家
族
の
一
員
と
し
て
享
け
（
ぎ
∋
旨
印
註
昌
身
）
、
必
要
と
、
生
得

の
傾
向
と
、
そ
し
て
、
習
慣
（
ぎ
げ
5
と
か
ら
、
社
会
的
結
合
を
引
き
続
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
一

維
持
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
」
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
人
間
の
捉
え
方
と
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ

ェ
ン
ド
ル
フ
な
ど
の
そ
れ
と
は
、
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か

し
、
両
者
の
問
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
キ
リ
ス
ト

教
神
学
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
人
間
や
法
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
の
に
対

し
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
な
ど
は
、
そ
の
白
然
法
の
窮
極
に

神
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ぺ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ

　
　
＾
㎜
一

て
い
る
。
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
最
早
や
永
久
法
（
ミ
§
ミ
§
）
に
言
及
は
し

な
か
っ
た
が
、
人
間
本
性
や
白
然
的
秩
序
に
関
す
る
彼
の
概
念
は
、
ま
だ
ス
コ

ラ
哲
学
の
教
義
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
か
く
て
グ
ロ
テ
イ
ウ

ス
は
、
規
範
法
（
ミ
ミ
s
o
喜
§
s
）
を
思
念
す
る
時
は
、
ま
だ
直
接
、
立
法

者
と
し
て
の
神
に
言
及
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
ま
た
、
指
示
法
（
、
§

ぎ
き
§
ミ
s
）
－
理
性
と
感
覚
に
よ
っ
て
人
間
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
法
－

に
つ
い
て
の
彼
の
議
論
は
、
ま
だ
伝
統
的
な
ス
コ
ラ
的
考
え
、
即
ち
、
神
は
そ

の
創
造
時
に
、
人
間
の
中
に
多
く
の
基
本
的
な
法
原
理
を
植
え
付
け
て
い
た
、

と
い
う
考
え
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
ま
た
、
「
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

は
、
自
然
的
秩
序
に
は
神
の
理
性
（
o
o
｛
．
ω
『
き
o
）
が
浸
透
し
て
い
る
と
い
ま

だ
仮
定
し
て
い
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
、
白
然
法
、
白
然
的
秩
序
を
、

人
間
が
生
き
て
い
る
世
界
を
人
間
が
合
理
化
し
た
も
の
と
考
え
た
。
し
か
し
も

し
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
ス
コ
ラ
的
伝
統
の
影
響
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
彼
が
次
の
よ
う
な
こ
と
を
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
神
は
人
問

に
理
性
な
る
能
力
、
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
社
会
的
秩
序
が
人
問
と
し
て
そ
の

需
要
に
最
も
適
し
て
い
る
か
の
発
見
を
人
間
に
可
能
と
す
る
よ
う
な
能
力
、
を

賦
与
し
て
い
た
、
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
」
確
か
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
の
自
然
法
は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
そ
れ
を
ず
っ
と
世
俗
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
白
然
法
の
窮
極
的
な
と
こ
ろ
に
は
神
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
の
間
に

は
、
い
ま
一
つ
大
き
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
ど
こ
ま

で
も
経
験
主
義
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
合
理
主
義
者
だ
っ

た
し
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
に
し
ろ
、

や
は
り
基
本
的
に
は
合
理
主
義
者
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
白
然
法
が
、
人
間
の
理
性
の
命

令
だ
っ
た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
白

　
　
　
　
　
　
ラ
チ
オ
　
　
デ
イ
ク
タ
ッ
ム

然
法
は
正
し
き
理
性
の
命
令
で
あ
る
。
白
然
法
は
、
あ
る
行
為
が
、
そ
れ
が

理
性
的
且
つ
社
会
的
な
る
人
間
の
本
性
に
一
致
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
道
徳

的
低
劣
さ
を
も
つ
か
、
或
は
道
徳
的
必
然
性
を
も
つ
か
、
…
…
を
示
す
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
イ
ク
ク
ツ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
ツ
ス

の
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
命
令
が
存
在
す
る
対
象
た
る
と
こ
ろ
の
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
〕

は
、
そ
れ
自
体
、
義
務
的
で
あ
る
か
、
ま
た
は
許
容
さ
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
」
、

と
。
次
に
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
だ
が
、
そ
の
自
然
法
の
導
出
に
は
、
近
代
自
然

科
学
的
な
方
法
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
大
学
時
代
、
デ
カ
ル
ト
主
義
者
で
数

学
者
の
E
・
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
に
学
ん
だ
こ
と
、
ま
た
上
述
し
た
よ
う
に
ホ
ッ
ブ
ズ

の
影
響
を
受
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
う
し
た
方
法
を
採
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
自
然
法
を
人
間
理
性
の
命
令
あ
る
い
は



規
則
と
し
た
。
こ
の
場
合
、
理
性
は
人
間
本
性
か
ら
論
理
的
に
白
然
法
を
導
出

す
る
能
力
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
は
そ
の
理
性
を
正
し
く
使
用
す
れ
ば
白
然

法
の
認
識
に
到
達
で
き
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
上
述
の
ご
と
く
、
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
い
う
理
性
も
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
場
合
と
同
じ
く
、
神
に
よ
っ

て
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
や
は
り
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
白
然
法
の
窮
極

に
は
神
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
合
理
主
義
は
－
も

つ
と
も
合
理
主
義
だ
け
で
な
く
経
験
主
義
も
だ
が
－
次
第
に
神
と
の
関
係
を

失
な
い
、
結
局
は
神
と
の
関
わ
り
を
断
っ
て
そ
の
社
会
科
学
を
構
築
し
て
い
く

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
人
間
の
理
性
は
あ
た
か
も
か
つ
て
の
神
の
理

性
の
ご
と
き
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、

人
間
を
社
会
的
存
在
と
す
る
考
え
は
、
い
か
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論

を
導
く
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
も
上
に
示
唆
し
た
ご
と
き
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ

れ
に
似
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
に
い
ま
一
つ
、
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う

に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
主
義
は
、
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
と
展
開
し
て
き
た
経
験

主
義
を
一
層
徹
底
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
間
に

は
多
く
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
、
両
者
の
思
想
に
占

め
る
「
歴
史
」
の
重
み
で
あ
る
。
ヒ
ュ
i
ム
は
大
著
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
』
を

は
じ
め
多
く
の
論
稿
の
中
で
、
歴
史
を
扱
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
「
歴
史
」
と

い
う
も
の
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
体
系
、
と
り
わ
け
そ
の
社
会
科
学
に
お
い
て
非
常

な
重
み
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ッ
ク
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
の
出
来
事
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
過
去
に
つ
い
て
該
博
な
知
識
を
有
し
て
い
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繭
一

の
の
歴
史
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
も
の
は
一
篇
も
書
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、

ロ
ッ
ク
の
体
系
に
は
歴
史
の
占
め
る
位
置
が
よ
く
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
D
・
W
・
リ
ヴ
イ
ン
グ
ス
ト
ン
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ロ
ッ
ク
と
を
比
較
し
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ヒ
ュ
ー
ム
は
法
の
支
配
と
し
て
の
自
由

（
亭
①
尋
も
ω
旨
①
…
ぼ
o
＝
婁
）
と
白
由
な
政
府
（
ぎ
①
①
目
o
き
∋
昌
①
昌
と
を
、

歴
史
的
・
因
果
的
な
接
合
剤
（
印
巨
ω
8
ま
阜
o
彗
窒
；
昌
o
）
で
繋
い
で
い
て
、

ロ
ッ
ク
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
論
理
的
な
も
の
（
二
〇
性
8
一
昌
①
）
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
蔽
一

て
繋
い
で
は
い
な
い
」
、
と
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ク
の
社
会
科
学
に
、
歴
史
あ
る

い
は
歴
史
的
方
法
と
い
っ
た
も
の
が
全
く
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
必
ず
し
も

そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
J
・
ダ
ン
は
ロ
ッ
ク
研
究
史
上
の
名
著
『
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
－
「
統
治
二
論
」
に
お
け
る
議
論
の
歴
史
的
考
察
』

（
§
“
き
ミ
“
§
－
§
o
轟
ミ
県
旨
ぎ
ミ
ト
s
o
ぎ
㌧
ト
ミ
雪
急
ミ
ざ
ミ
㌧
s
§
s
｝
県
§
“

㌧
夷
ミ
§
§
、
県
き
“
§
s
ぎ
ミ
“
婁
県
Ω
§
～
§
§
§
、
」
㊤
＄
）
の
中
で
、
フ
ィ

ル
マ
ー
と
ロ
ッ
ク
の
社
会
観
を
比
較
し
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
フ
ィ

ル
マ
ー
の
人
間
の
状
況
の
描
写
は
、
全
く
非
歴
史
的
（
串
巨
ω
8
ユ
s
－
）
で
あ
る
。

…
：
・
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、
社
会
と
い
う
世
界
は
全
く
歴
史
的
な

も
の
で
、
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
歴
史
を
判
定
す
べ
き
抽
象
的
な
基
準
を
原
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些

に
は
与
え
得
な
い
の
で
あ
る
」
、
と
。
し
か
し
こ
こ
に
い
う
歴
史
は
、
永
岡
薫

が
い
う
「
内
的
歴
史
」
、
「
内
的
省
察
の
歴
史
」
で
あ
る
。
永
岡
に
よ
れ
ば
、
ロ

ッ
ク
が
そ
の
社
会
科
学
で
試
み
た
こ
と
は
、
「
個
々
人
に
か
か
わ
り
な
く
展
開

　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

し
流
れ
ゆ
く
外
的
な
歴
史
を
、
い
ち
ど
切
断
し
て
、
み
ず
か
ら
の
経
験
の
う
ち

に
と
り
い
れ
、
「
歴
史
を
内
に
省
み
る
と
い
う
主
体
の
側
で
の
行
為
』
、
す
な
わ

　
　
1
」
ワ
レ
ケ
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

ち
、
『
内
省
』
と
い
う
能
動
的
思
考
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
新
し

　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廊
一

い
歴
史
を
内
在
化
し
構
築
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
ロ
ッ
ク
の
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⑥
一

巨
ω
ε
弐
s
ポ
亘
四
巨
昌
①
穿
o
o
で
あ
る
、
と
永
岡
は
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
ロ
ッ

ク
を
し
て
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
は
、
や
は
り

ロ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
深
い
信
仰
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ロ
ッ
ク

思
想
を
神
学
的
色
彩
の
濃
い
も
の
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ

故
に
、
ロ
ッ
ク
以
後
の
歴
史
が
示
し
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ク
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
を
、
ロ
ッ
ク
思
想
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
取
り
除
い
た
場
合
ど
う
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
合
理
主
義
的
な
個
人
主
義
－
ハ
イ
エ
ク
は
そ
れ
を
誤
れ
る
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
一

主
義
（
壁
ω
巴
邑
茎
旨
竺
ω
昌
）
と
呼
ぶ
が
－
と
い
っ
た
も
の
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
や
ロ
ッ
ク
な
ど
の
社
会
科
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
近
代
初

期
の
社
会
科
学
は
宗
教
的
・
神
学
的
色
彩
が
極
め
て
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ

が
そ
の
後
、
近
代
の
社
会
科
学
は
当
初
の
宗
教
的
・
神
学
的
色
彩
を
次
第
に
薄

く
し
、
つ
い
に
は
、
宗
教
や
神
学
、
二
一
一
一
目
で
い
え
ば
、
神
と
い
う
も
の
を
前
提

と
し
な
い
社
会
科
学
と
な
っ
て
い
っ
た
。
何
故
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

か
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
色
々
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
そ
れ
ま
で

支
配
し
て
き
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
対
抗
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
が
登
場

し
、
キ
リ
ス
ト
教
内
部
が
分
裂
し
た
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
に

対
し
懐
疑
的
・
批
判
的
な
人
々
が
出
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
宗
教

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
と
も
か
く
、
知
的
体
系
と
し
て
の
キ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰯
一

ト
教
神
学
に
対
し
て
は
厳
し
く
批
判
し
た
。
第
二
に
、
近
代
は
空
間
的
に
拡
大

し
た
社
会
、
即
ち
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
範
囲
が
キ
リ
ス
ト
教
圏
を
超
え
世

界
全
体
に
及
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
社
会
で
あ
っ
て
、
当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の

宗
教
・
道
徳
が
支
配
し
て
い
る
国
家
、
社
会
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
前
提
と
し
た
社
会
科
学
の
確
立
が
極
め
て
困

難
に
な
っ
た
と
い
う
理
由
が
あ
る
。
そ
の
他
に
も
色
々
の
理
由
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
が
、
何
れ
に
せ
よ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
杜
会
科
学
も
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景

に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
議
論
を
元
に
戻
す
こ
と
に
す
る
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
は
、
こ
れ
ま

で
連
合
理
論
を
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
専
ら
心
理
学
的
説

明
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ヒ
ュ
i
ム
は
、
単
に
心
理
学
的
説

明
だ
け
で
共
感
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
因
果
論
に
お

け
る
一
般
的
規
則
（
①
q
昌
①
邑
；
－
①
ω
）
が
論
理
的
・
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
一

こ
と
は
、
既
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

か
ろ
う
。

　
さ
て
、
『
人
性
論
』
第
二
篇
第
一
部
第
十
一
節
「
名
誉
愛
に
つ
い
て
」
に
お

い
て
専
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
白
然
的
共
感
は
、
同
第
二
部
第
七
節
「
憐
慰
に
つ

い
て
」
（
、
、
O
｛
8
昌
召
置
昌
、
、
）
に
な
る
と
些
か
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即

ち
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
共
感
へ
の
一
般
的
規
則
（
鷺
罵
冨
；
巨
①
）
の
影
響

を
認
め
て
い
る
、
つ
ま
り
、
一
般
的
規
則
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
緒
果
的

に
新
し
い
種
類
の
共
感
を
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
節
は
短
い
が
、
そ
の

後
か
ら
第
二
段
落
で
、
憐
欄
の
情
念
に
関
し
て
、
一
つ
の
注
目
す
べ
き
現
象
に

留
意
す
べ
し
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
共
感
の
伝
達
す
る
情
念

（
艘
①
8
目
旨
昌
げ
斗
＆
肩
邑
昌
o
フ
く
昌
肩
一
耳
）
は
、
時
に
は
そ
の
根
原
と
な

る
情
念
が
弱
い
た
め
〔
却
っ
て
〕
強
さ
を
増
す
こ
と
が
あ
り
、
全
く
存
在
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
一

い
愛
情
か
ら
の
推
移
に
よ
っ
て
起
る
こ
と
さ
え
あ
る
」
、
と
。
そ
の
例
と
し
て

ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
挙
げ
る
。
も
し
あ
る
人
が
名
誉
あ
る
官
職
に



柏

つ
い
た
り
、
あ
る
い
は
大
財
産
を
相
続
し
た
と
す
る
。
そ
の
時
、
そ
の
人
が
そ

う
し
た
こ
と
を
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
と
見
え
れ
ば
見
え
る
ほ

ど
、
言
い
換
え
れ
ば
、
官
職
や
財
産
を
得
た
こ
と
に
平
静
さ
、
関
心
の
無
さ
を

示
せ
ば
示
す
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
人
の
多
幸
を
喜
ぶ
。
同
じ
よ
う
に
、
逆

境
に
落
胆
し
な
い
人
は
、
耐
え
抜
く
が
故
に
、
そ
れ
だ
け
痛
ま
し
く
思
わ
れ
、

わ
れ
わ
れ
の
憐
感
の
情
は
一
層
増
す
の
で
あ
る
。
何
故
こ
う
し
た
こ
と
が
起
る

の
か
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
立
派
な
人
物

が
大
逆
境
と
世
俗
的
に
見
倣
さ
れ
る
境
遇
に
落
込
む
と
、
我
々
は
彼
の
状
態

（
8
己
匡
g
）
を
思
念
す
る
。
そ
し
て
原
因
か
ら
そ
の
日
ご
ろ
の
緒
果
へ
心
想

を
送
致
し
て
、
ま
ず
該
人
物
の
悲
嘆
の
生
気
あ
る
観
念
を
想
い
、
次
に
悲
歎
の

印
象
を
感
じ
る
。
そ
の
さ
い
、
こ
の
立
派
な
人
物
の
心
の
偉
大
さ
は
、
す
な
わ

ち
、
彼
を
し
て
か
よ
う
な
悲
嘆
の
情
動
以
上
に
高
め
さ
せ
る
彼
の
心
の
偉
大
さ

は
、
こ
れ
を
全
く
看
過
す
る
か
、
或
は
た
だ
彼
に
対
す
る
讃
嘆
・
愛
・
優
愛
を

増
す
程
度
に
し
か
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど

の
逆
境
に
は
こ
の
程
度
の
情
念
が
日
ご
ろ
は
緒
合
し
て
い
る
と
見
出
す
。
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

て
、
今
の
場
合
は
例
外
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
想
像
は
一
般
的
規
則
に
よ

っ
て
動
か
さ
れ
て
、
恰
も
逆
境
に
落
ち
た
人
物
が
真
実
に
〔
悲
嘆
〕
情
念
に
よ

っ
て
心
を
湧
き
立
た
せ
ら
れ
た
と
し
た
と
き
と
同
様
に
、
我
々
に
情
念
の
生
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聖

あ
る
観
念
を
想
わ
せ
る
。
い
や
寧
ろ
情
念
白
身
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
」

　
か
よ
う
に
、
一
般
的
規
則
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
A
・
ハ
ー
ト
が
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
一

よ
う
に
、
新
し
い
種
類
の
共
感
を
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、

情
念
の
観
念
は
、
他
人
が
そ
れ
を
現
わ
す
外
的
徴
標
に
よ
っ
て
送
付
さ
れ
る
と

い
う
よ
り
も
、
観
察
者
の
心
の
あ
る
構
成
（
饅
8
畠
↓
；
g
旨
o
＝
τ

○
げ
零
ミ
雲
、
ω
邑
邑
）
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
な
原
理
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

は
、
目
の
前
で
愚
か
な
こ
と
を
す
る
者
の
行
為
に
赤
面
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ

　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
一

は
、
偏
し
た
種
類
の
共
感
（
｝
菖
ミ
ミ
8
斗
亀
睾
昌
寝
亭
く
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
、
「
対
象
の
一
面
だ
け
を
視
て
、
反
対
の
結
果
を
持
つ
他
面
を
考
え
な
い
。

そ
し
て
も
し
他
面
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
最
初
に
現
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
起
る
情

　
　
　
　
　
一
聖

動
を
全
く
滅
す
」
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
共
感
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
う

し
た
人
の
愚
か
さ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
に
も
共
感

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
赤
面
す
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
い
よ
い
よ
拡
大
的
共
感
へ
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
拡
大
的
共
感
が
最

初
に
出
て
く
る
の
は
、
『
人
性
論
』
第
二
篇
第
二
部
第
九
節
「
仁
愛
や
盆
怒
や

憐
慰
や
邪
意
と
の
混
合
に
つ
い
て
」
（
．
、
9
穿
①
昌
艮
巨
8
0
亭
雪
望
O
－
昌
O
①
竃
O

昌
鷺
『
皇
夢
8
目
寝
ω
9
昌
彗
｛
昌
昌
8
．
．
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は

同
節
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
そ
の
共
感
論
と
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
な
議
論
を

先
ず
持
ち
出
し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
矛
盾
の
和
解
を
行
っ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は

言
う
。
「
我
々
の
心
想
が
、
〔
逆
境
に
あ
る
〕
他
人
の
心
持
ち
を
端
的
に
〔
我
々

自
身
と
無
関
係
に
〕
考
え
て
、
他
人
の
心
持
ち
の
う
ち
に
深
く
入
る
と
き
、
心

想
は
そ
の
賭
る
す
べ
て
の
情
念
を
我
々
に
感
じ
さ
せ
る
。
が
、
別
し
て
悲
哀
な

い
し
悲
嘆
の
情
念
を
感
じ
さ
せ
る
。
〔
こ
れ
が
憐
欄
で
あ
る
。
〕
こ
れ
に
反
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

て
、
他
人
の
心
持
ち
を
我
々
自
身
の
心
持
ち
と
比
較
す
る
と
き
、
我
々
は
原
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

感
覚
的
気
持
ち
と
端
的
に
対
立
す
る
感
覚
的
気
持
ち
を
感
じ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
編
一

他
人
の
悲
哀
か
ら
喜
悦
を
、
他
人
の
喜
悦
か
ら
悲
哀
を
、
感
じ
る
」
、
と
。
こ

こ
は
、
「
比
較
の
原
理
」
（
旨
①
O
ユ
9
亘
①
9
8
昌
寝
ま
O
目
）
と
も
関
わ
っ
て
い



D．ヒュームの経験論的人間学の研究（二十三）ワ

る
が
、
同
原
理
に
つ
い
て
は
後
に
ま
と
め
て
述
べ
る
と
し
て
、
直
ち
に
ヒ
ュ
ー

ム
の
和
解
を
見
る
け
れ
ど
も
、
拡
大
的
共
感
は
そ
の
過
程
で
展
開
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
情
念
の
推
移
に
は
、
印
象
間
と
観
念
間

の
二
重
関
係
が
要
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
重
関
係
の
力
を
十
全
に
理
解

す
る
に
は
、
以
下
の
点
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
あ
る
情
念
の
性

格
を
決
定
す
る
も
の
は
、
現
在
の
感
覚
的
気
持
ち
、
つ
ま
り
瞬
問
的
な
快
・
苦

だ
け
で
は
な
い
、
「
情
念
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
の
全
傾
癖
な
い
し
傾
向
な
の

　
　
痂
一

で
あ
る
。
」
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
れ
を
「
同
類
方
向
の
原
理
」
（
穿
①
豆
昌
亘
①
o
こ

寝
邑
匡
昌
篶
g
昌
）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
し
て
こ
う
し
た
こ
と
は
、
自
負

や
自
卑
に
関
し
て
は
起
ら
ず
、
一
定
の
嗜
欲
や
欲
望
を
伴
う
情
念
、
つ
ま
り
愛

情
や
憎
悪
に
関
し
て
生
じ
る
。
そ
れ
ら
の
情
念
は
行
動
へ
の
方
向
な
い
し
傾
向

を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
情
念
の
推
移
が
起
る
原
因
と
し

て
は
、
一
つ
は
、
観
念
間
と
印
象
間
と
の
二
重
関
係
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、

同
類
方
向
の
原
理
で
あ
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
他
人
の
不
快
に
対

す
る
共
感
が
弱
い
時
、
共
感
は
観
念
間
と
印
象
間
と
の
二
重
関
係
に
よ
っ
て
憎

悪
や
侮
蔑
を
生
む
が
、
強
い
時
に
は
、
同
類
方
向
の
原
理
に
よ
っ
て
愛
や
優
愛

を
生
む
。
こ
こ
に
共
感
の
拡
大
と
い
う
こ
と
が
起
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
言
う
。
「
共
感
は
常
に
必
ず
し
も
現
在
の
瞬
間
に
制
限
さ
れ
る

と
は
限
ら
な
い
。
他
人
の
・
現
に
な
く
て
想
像
の
力
だ
け
で
先
想
さ
れ
る
・
快

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
一

苦
も
、
我
々
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
感
じ
る
も
の
で
あ
る
」
、

と
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
よ
う
な
例
で
説
明
さ
れ
よ
う
。
私
の
知
ら
な
い
人
物

が
野
原
で
眠
っ
て
い
る
時
、
馬
蹄
に
踏
み
つ
け
ら
れ
そ
う
な
危
険
に
あ
っ
て
い

る
の
を
目
に
す
れ
ば
、
直
ち
に
そ
の
人
物
を
助
け
に
走
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

こ
の
場
合
、
私
は
、
見
知
ら
ぬ
者
の
現
在
の
悲
し
み
を
憂
慮
す
る
同
じ
共
感
の

原
理
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
共
感

の
こ
の
働
き
の
説
明
と
し
て
は
十
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
共
感
は
印
象
に

転
換
さ
れ
た
生
気
あ
る
観
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
或
る
人
物
の

未
来
の
可
能
的
な
或
は
蓋
然
的
な
状
態
を
考
え
る
さ
い
、
我
々
は
こ
の
状
態
に

深
く
立
入
っ
て
、
こ
れ
を
我
々
自
身
の
憂
慮
と
さ
せ
る
ほ
ど
活
気
に
満
ち
て
想

う
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
我
々
自
身
に
属
さ
な
い
・
又
は
現
在
の
刹
那

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
一

に
少
し
も
実
在
し
な
い
・
快
苦
を
〔
我
々
自
身
が
〕
感
受
す
る
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
が
共
感
の
拡
大
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
あ
る
人
物
に
共
感
す
る
と
い
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
未
来
を
侍
む
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
も
、
共
感
の
拡
大
は
、
同
人
物
の
現
在
の
状
態
に
つ
い
て
の

わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
大
い
に
依
存
し
て
い
る
。
も
と
も
と
、
他
人
の
現
在
の
心

持
ち
に
関
し
て
さ
え
、
そ
れ
と
同
じ
生
気
に
満
ち
た
観
念
を
作
る
に
は
、
「
想

像
の
大
き
な
努
力
（
與
零
①
g
亀
o
ヰ
o
＝
昌
鍔
ぎ
斗
－
旨
）
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
共
感
を
未
来
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
生
き
生
き
と
わ
れ
わ
れ
の

心
を
打
つ
現
在
の
あ
る
状
況
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
な
い
な
ら
ば
不
可
能
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
共
感
の
拡
大
は
未
来
だ
け
で
な
く
過
去
に
も
及
ぶ
。
し
か
も
、
対

象
に
つ
い
て
の
確
実
性
如
何
に
拘
ら
ず
、
共
感
の
拡
大
は
起
る
。
即
ち
、
他
人

の
現
在
の
不
幸
が
私
に
強
い
影
響
を
与
え
る
時
、
そ
の
想
念
の
活
気
は
単
に
直

接
的
対
象
に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
活
気
の
影
響
は
、
あ
ら
ゆ
る
関

連
す
る
観
念
の
上
に
広
が
り
、
当
該
人
物
の
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
つ
い
て
、
「
過

去
（
君
豊
と
現
在
（
肩
鶉
雪
一
）
と
未
来
（
巨
巨
3
）
と
を
問
わ
ず
、
可
能
的
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（
君
霧
…
①
）
と
蓋
然
的
（
肩
o
ぎ
巨
①
）
と
絶
対
確
実
（
8
『
邑
目
）
と
を
問
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
一

ず
、
生
気
あ
る
観
念
を
私
に
与
え
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
生
き
生
き
と

し
た
思
念
に
よ
っ
て
、
私
は
そ
れ
ら
の
事
情
に
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
に
参
加

し
、
私
が
当
該
人
物
の
う
ち
に
想
像
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
適
合
し
た
「
共
感

的
な
動
き
」
（
閏
毫
昌
寝
艘
①
戌
O
昌
暮
冒
）
を
私
の
胸
裡
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
も
し
私
が
最
初
の
想
念
の
活
気
を
減
ず
る
な
ら
ば
、
関
係
あ
る
観
念
の

活
気
を
も
減
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
減
少
に
よ
っ
て
、
他
人
の
運
命

に
関
し
て
完
全
な
関
心
を
私
に
抱
か
せ
る
に
必
要
な
未
来
の
展
望
（
艘
①

葦
…
①
肩
o
ω
肩
g
を
無
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
私
は
現
在
の
印
象
を

感
じ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
し
か
し
共
感
を
そ
れ
以
上
伝
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
故
、
最
初
の
想
念
の
力
を
そ
れ
と
関
係
の
あ
る
事
物
へ
移
し
入
れ
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
他
人
の
不
幸
が
心
に
微

か
に
顕
れ
る
〔
だ
け
の
〕
と
き
は
、
私
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
こ

れ
を
感
得
し
て
、
そ
れ
と
関
係
あ
る
一
切
の
惰
念
を
以
て
心
を
動
か
さ
れ
る

が
、
し
か
し
私
は
、
他
人
の
善
悪
い
ず
れ
の
運
命
も
み
ず
か
ら
憂
慮
す
る
ほ
ど

　
　
　
　
　
　
　
痂
一

深
く
関
心
を
唆
ら
れ
」
る
こ
と
は
な
い
、
だ
か
ら
、
拡
大
的
共
感
、
そ
れ
と
関

係
の
あ
る
情
念
を
も
感
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
上
述
の
よ
う
に
、
共
感
の
拡
大
と
想
像
と
は
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
述
べ
て
お
こ
う
。
先
ず
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
想
像
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
的
考
え
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
体

系
、
特
に
認
識
論
に
お
い
て
、
想
像
が
非
常
に
大
き
な
役
割
・
機
能
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
人
性
論
」
第
一
篇
に
お
い
て
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疵
一

想
像
は
、
「
習
憤
と
推
理
と
を
知
覚
以
上
に
及
ぼ
す
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
『
人
間
知
性
研
究
』
に
お
い
て
も
、
想
像
は
、
「
観
念
の
す
べ
て
を
支
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偏
一

し
、
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
仕
方
で
観
念
を
結
び
付
け
、
混
合
し
、
変
化
さ
せ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
一

も
の
で
あ
っ
て
、
心
の
活
動
的
・
創
造
的
・
規
制
的
力
と
し
て
機
能
す
る
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
か
か
る
想
像
と
共
感
と
を
結
合
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
共
感
と
は
、
…
…
観
念
が
想
像
の
力
に
よ
っ
て
印
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
疵
一

に
転
換
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
、
と
。
共
感
と
想
像
と
が
結
合
す
る
も
の

と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
が
挙
げ
て
い
る
例
を
一
つ
示
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
住
宅

の
美
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
と
は
利
害
関
係

の
な
い
他
人
の
住
宅
に
美
、
そ
れ
も
利
害
の
美
を
感
じ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を

歓
ぶ
。
そ
れ
は
そ
う
し
た
美
が
感
情
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
喚
起
さ
せ
る

か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
そ
の
よ
う
な
美
が
わ
れ
わ
れ

を
歓
ば
せ
る
の
は
、
「
住
宅
の
所
有
者
に
対
す
る
我
々
の
共
感
に
よ
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〔
こ
の
場
合
、
〕
我
々
は
想
像
の
力
に
よ
っ
て
住
宅
の
利
害

の
う
ち
へ
入
り
込
む
。
そ
し
て
〔
住
宅
と
い
う
〕
事
物
が
所
有
者
の
う
ち
に
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
一

然
に
惹
起
す
る
満
足
と
同
じ
満
足
を
感
じ
る
の
で
あ
る
」
、
と
。
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
想
像
が
一
般
的
規
則
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
見
た
例
、
即

ち
、
「
立
派
な
人
物
が
大
逆
境
と
世
俗
的
に
見
傲
さ
れ
る
境
遇
に
落
込
」
ん
だ

場
合
の
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
、

共
感
と
想
像
と
一
般
的
規
則
と
が
相
互
に
緊
密
に
関
連
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
的
判
断
論
も
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
後
に
詳
し
く
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
さ
て
上
述
の
よ
う
に
、
共
感
に
は
現
在
だ
け
で
な
く
、
過
去
や
未
来
へ
向
か

う
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
に
、
こ
れ
ら
異
る
共
感
に
関
係
す
る
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惰
念
は
何
か
を
考
察
す
る
。
先
ず
仁
愛
で
あ
る
。
仁
愛
は
、
愛
す
る
人
物
の

快
・
苦
か
ら
起
る
原
生
的
な
快
・
苦
で
あ
る
。
こ
う
し
た
印
象
の
対
応
か
ら
、

そ
の
後
続
い
て
、
愛
す
る
人
物
の
快
の
欲
望
と
苦
の
嫌
悪
と
が
起
る
。
と
こ
ろ

で
、
あ
る
情
念
を
仁
愛
と
類
似
し
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考

察
す
る
人
物
が
抱
く
快
苦
の
二
重
印
象
に
対
応
す
る
二
重
印
象
を
わ
れ
わ
れ
自

身
感
じ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
二
重
印
象
の
ど
れ
か
一
つ
の
み

で
は
そ
の
目
的
に
は
十
分
で
は
な
い
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
の
印
象
に
共
感

．
す
る
だ
け
で
、
し
か
も
こ
の
印
象
が
苦
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
共
感
は
現
在
に
止

ま
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
不
快
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
故
憎
悪
や
盆
怒
に
関
係
す
る

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
感
が
制
限
的
で
あ
る
か
拡
大
的
で
あ
る
か
、
即

ち
、
共
感
が
現
在
に
止
ま
る
か
、
過
去
や
未
来
へ
向
か
う
か
ど
う
か
は
、
最
初

の
共
感
の
力
に
依
存
す
る
。
従
っ
て
、
愛
や
憎
悪
と
い
っ
た
情
念
も
同
じ
原
理

に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
共
感
に
よ
っ
て
強
い
印
象
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
時
は
、
情
念
の
二
重
傾
向
を
賦
与
し
、
そ
れ
故
、
最
初
の
印

象
が
い
か
に
苦
で
あ
っ
て
も
、
方
向
の
相
似
に
よ
っ
て
仁
愛
や
愛
に
関
係
す
る

の
で
あ
る
。
だ
が
弱
い
印
象
は
、
現
在
の
感
覚
的
気
持
ち
の
類
似
に
よ
っ
て
憎

悪
や
盆
怒
に
関
係
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
仁
愛
は
大
き
な
不
幸
か
ら
起

る
か
、
ま
た
は
不
幸
へ
の
強
い
共
感
か
ら
起
る
。
そ
し
て
憎
悪
な
ど
は
、
僅
か

な
不
幸
か
ら
起
る
か
、
ま
た
は
不
幸
へ
の
弱
い
共
感
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
ヒ

ュ
ー
ム
は
、
同
じ
事
物
が
そ
の
程
度
に
対
応
し
て
反
対
の
情
念
を
惹
起
せ
し
め

る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
る
。
例
え
ば
乞
食
で
あ
る

が
、
も
し
そ
の
乞
食
の
不
幸
が
小
さ
け
れ
ば
侮
蔑
を
生
む
け
れ
ど
も
、
し
か
し

そ
の
不
幸
が
非
常
に
大
き
け
れ
ば
、
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
大
い
に
生
き
生

き
と
描
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
乞
食
の
苦
悩
に
共
感
し
て
、
憐
欄
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
肺
一

仁
愛
の
明
白
な
色
彩
を
心
に
感
じ
る
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
印
象
の
強
い
力
は
通
常
憐
欄
と
仁
愛
を
生
む
。
し
か
し
、
そ

の
印
象
の
力
が
極
端
な
ま
で
に
行
く
と
、
効
果
は
逆
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
。
例

え
ば
、
不
快
も
そ
れ
自
身
小
さ
い
と
か
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
遠
く
隔
っ
て
い
れ

ば
、
不
快
は
想
像
を
喚
起
し
な
い
。
そ
れ
故
、
現
在
の
禍
悪
に
対
す
る
の
と
等

し
い
関
心
を
、
未
来
の
偶
発
的
な
善
に
対
し
て
払
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ

が
、
不
快
が
更
に
力
を
獲
得
す
る
時
、
当
該
人
物
の
憂
慮
に
深
く
関
心
を
有
す

る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
人
の
運
命
を
善
悪
と
も
感
受
し
、
こ
の
完
全
な
共
感

（
8
昌
亘
①
8
毫
昌
寝
一
耳
）
、
即
ち
拡
大
的
共
感
か
ら
憐
欄
と
仁
愛
は
起
る
。
も

っ
と
も
、
現
在
の
禍
悪
が
通
常
の
力
よ
り
更
に
わ
れ
わ
れ
の
心
を
打
て
ば
、
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帰
一

っ
て
二
重
の
共
感
（
o
ε
巨
①
睾
昌
寒
旨
く
）
、
つ
ま
り
拡
大
的
共
感
を
妨
げ
る
。

例
え
ば
、
誰
も
が
断
頭
台
に
引
か
れ
る
罪
人
に
好
意
を
寄
せ
勝
ち
に
な
る
の
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
共
感
の
対
象
が
変
る
こ
と
で
、
二
重
共
感
に
よ
っ
て
生
起
す
る
程
度
の

情
念
か
ら
さ
え
そ
れ
を
分
か
つ
場
合
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
場

合
、
憐
欄
は
日
頃
の
よ
う
に
愛
と
優
愛
と
を
生
む
代
り
に
、
常
に
反
対
の
情
念

を
生
起
す
る
。
例
え
ば
、
逆
境
に
あ
る
人
を
見
る
時
、
わ
れ
わ
れ
は
、
心
を
動

か
さ
れ
憐
欄
と
愛
を
感
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
人
に
逆
境
を
も
た
ら
し
た
者

は
、
非
常
に
強
い
憎
悪
の
対
象
に
な
り
、
同
情
の
程
度
に
比
例
し
て
い
よ
い
よ

嫌
悪
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
憐
欄
の
情
念
が
、
一
方
で
は
逆
境
で
苦
し

む
人
へ
の
愛
を
生
む
が
、
他
方
で
は
、
逆
境
を
ま
ね
い
た
人
へ
の
憎
悪
を
生

む
。
そ
の
理
由
は
、
後
者
の
場
合
が
、
逆
境
を
作
っ
た
者
が
逆
境
の
み
に
関
係
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を
持
つ
だ
け
な
の
に
対
し
、
前
者
の
場
合
に
は
、
逆
境
に
悩
む
人
の
全
体
を
注

視
し
、
同
人
物
の
苦
悩
を
感
受
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
幸
運
を
も
望
む
か
ら

で
あ
る
。

　
ま
た
、
上
の
よ
う
な
共
感
は
、
縁
戚
知
己
に
対
し
て
は
、
自
然
に
愛
情
を
伴

わ
せ
る
。
何
故
な
ら
、
「
〔
知
己
関
係
を
産
む
〕
習
慣
と
〔
縁
戚
に
見
ら
れ
る
密

接
な
〕
関
係
と
は
、
我
々
を
し
て
他
人
〔
す
な
わ
ち
知
己
縁
戚
〕
の
感
情
に
深

く
立
入
ら
せ
る
、
そ
し
て
、
彼
ら
に
い
か
な
る
運
命
が
伴
う
と
想
定
す
る
に
せ

よ
、
そ
の
運
命
は
、
想
像
に
よ
っ
て
我
々
の
心
に
顕
さ
れ
、
恰
も
初
め
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飛
一

我
々
白
身
の
運
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
〔
我
々
の
心
に
〕
作
用
す
る
」
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
と
の
関
係
が
極
め
て
密
接
で
あ
る
が
故
に
、
こ
う

し
た
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
あ
た
り
で
、
比
較
の
原
理
（
肩
巨
o
亘
①
o
申
8
昌
寝
ま
昌
）
、
そ
れ

と
共
感
の
原
理
と
の
関
係
、
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
こ
の
原
理
は
、

「
我
々
が
諸
事
物
を
比
較
す
る
さ
い
諸
事
物
の
示
す
割
合
に
応
じ
て
事
物
に
関

す
る
判
断
が
変
動
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
し
て
こ
の
種
の
比
較
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
一

「
作
用
が
共
感
と
端
的
に
反
対
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
比
較
の
原
理
が
最

初
に
出
て
く
る
の
は
、
『
人
性
論
』
第
二
篇
第
二
部
第
八
節
「
邪
意
と
嫉
妬
に

つ
い
て
」
（
、
、
9
昌
昌
8
閏
己
9
ξ
．
．
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
邪
意

（
昌
彗
8
）
と
い
う
情
念
を
説
明
す
る
三
つ
の
原
理
の
一
つ
と
し
て
、
比
較
の

原
理
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
原
理
は
、
「
感
官
に

顕
れ
る
い
か
な
る
事
物
も
、
ま
た
心
想
に
於
て
造
ら
れ
る
い
か
な
る
心
象
も
、

自
己
に
比
例
し
た
惰
動
（
①
昌
o
饒
o
昌
）
を
、
換
言
す
れ
ば
心
気
の
運
動

（
昌
o
き
昌
雪
；
申
邑
ユ
亘
を
、
且
つ
又
、
い
か
ほ
ど
習
憤
が
こ
の
感
情
を
気
づ

か
な
く
さ
せ
、
こ
れ
と
事
物
な
い
し
観
念
と
を
混
清
さ
せ
る
よ
う
に
す
れ
ば
と

て
、
入
念
正
確
な
実
〔
地
経
〕
験
は
容
易
に
そ
れ
ら
を
分
離
し
区
別
す
る
で
あ

　
痂
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

ろ
う
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
原
理
は
、
「
我
々
が
一
般
的
規
則
を
固
執

す
る
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
原
理
が
比
較
の
原
理
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
は
比
較
の
原
理
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　
一
般
的
に
い
え
る
こ
と
だ
が
、
人
間
の
感
情
や
意
見
は
理
性
に
よ
っ
て
は
殆

ど
支
配
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
人
問
は
事
物
を
判
断
す
る
時
、
常
に
「
比
較
」

に
よ
っ
て
行
い
、
事
物
固
有
の
価
値
に
よ
っ
て
は
行
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
白
分

自
身
を
評
価
す
る
場
合
も
、
他
人
に
観
察
さ
れ
る
幸
・
不
幸
の
大
小
に
応
じ
て

行
な
い
、
そ
の
結
果
の
快
・
苦
も
感
じ
る
。
整
言
す
れ
ば
、
他
人
の
不
幸
は
わ

れ
わ
れ
の
幸
福
に
よ
り
生
気
あ
る
観
念
を
与
え
て
、
歓
喜
を
生
み
、
他
人
の
幸

福
は
わ
れ
わ
れ
の
不
幸
に
よ
り
生
気
あ
る
観
念
を
与
え
て
不
安
を
生
む
。
そ
こ

で
こ
こ
に
一
種
の
逆
憐
欄
（
円
ま
邑
o
～
身
8
く
①
尋
）
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
観

察
者
の
心
に
他
人
の
感
じ
る
感
情
と
反
対
の
感
情
が
起
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

事
物
を
相
互
に
比
較
す
る
時
観
察
さ
れ
る
の
は
、
事
物
を
直
接
見
る
時
に
そ
れ

白
体
が
起
す
感
情
と
は
反
対
の
感
情
を
わ
れ
わ
れ
に
知
覚
せ
し
め
る
こ
と
で
あ

る
。
比
較
に
お
い
て
は
、
小
さ
な
事
物
は
大
き
な
事
物
を
い
よ
い
よ
大
き
く
見

せ
、
反
対
に
、
大
き
な
事
物
は
小
さ
な
事
物
を
ま
す
ま
す
ハ
さ
く
見
せ
る
。
奇

形
自
体
は
不
安
を
生
む
が
、
美
し
い
事
物
と
対
比
さ
れ
て
は
後
者
の
美
し
さ
を

増
し
、
わ
れ
わ
れ
に
新
し
い
快
を
知
覚
せ
し
め
る
。
同
様
に
他
方
、
そ
れ
白
体

で
快
を
生
む
美
は
、
醜
い
も
の
と
対
比
さ
れ
て
は
、
後
者
の
醜
さ
を
増
し
、
わ

れ
わ
れ
に
新
し
い
苦
を
知
覚
せ
し
め
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
幸
福
と
不
幸
の

場
合
も
同
じ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
他
人
の
快
は
こ
れ
を
直
接
見
る
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時
は
わ
れ
わ
れ
に
快
を
白
然
に
与
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
故
に
却
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
自
身
の
苦
と
比
較
さ
れ
る
時
苦
を
生
む
。
反
対
に
、
他
人
の
苦
は
、
そ
れ

白
体
で
は
わ
れ
わ
れ
に
苦
を
与
え
る
が
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
幸

福
の
観
念
を
大
き
く
し
、
快
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ま
た
、
他
人
の

幸
・
不
幸
か
ら
逆
の
感
情
を
感
じ
得
る
こ
と
は
、
次
の
点
を
見
出
す
時
不
思
議

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
こ
の
同
じ
比
較
は
我
々
に
白
己
自
身
に
対
す

る
一
種
の
邪
意
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
自
己
の
苦
を
欣
ば
せ
、
快
を
悲
し

ま
せ
る
の
で
あ
る
。
…
…
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
人
間
は
、
自
己
に

対
す
る
こ
の
邪
意
を
己
が
現
在
の
運
命
に
さ
え
及
ぼ
し
て
、
計
画
的
に
苦
悩
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
一

求
め
、
苦
痛
と
悲
嘆
と
を
増
す
ほ
ど
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
」

　
嫉
妬
（
彗
ξ
）
に
つ
い
て
も
邪
意
と
同
様
の
議
論
が
で
き
る
。

　
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
『
人
性
論
』
第
三
篇
第
三
部
第
二
節
「
心
の
偉
大
さ
に

つ
い
て
」
（
．
．
9
宵
9
旨
霧
ω
O
｛
巨
巨
、
、
）
に
お
い
て
も
比
較
の
原
理
を
展
開
し

て
い
る
。
同
節
で
は
最
初
に
自
負
と
白
卑
の
情
念
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
過

度
な
時
ま
た
は
正
し
い
割
合
の
時
の
徳
・
悪
徳
に
つ
い
て
考
察
が
を
さ
れ
て
い

る
。
過
度
な
自
負
は
常
に
悪
徳
と
見
傲
さ
れ
普
く
憎
悪
さ
れ
、
謙
譲
は
有
徳
と

見
傲
さ
れ
す
べ
て
の
人
の
善
意
を
惹
起
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
こ
と
を
証
明

す
る
た
め
二
つ
の
原
理
を
持
ち
出
す
。
一
つ
が
共
感
の
原
理
で
、
い
ま
一
つ
が

比
較
の
原
理
で
あ
る
。
比
較
の
原
理
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
先
ず
、
上
述
し
た
よ

う
な
『
人
性
論
』
第
二
篇
第
二
部
第
八
節
で
の
議
論
を
簡
潔
に
再
説
し
た
後
、

共
感
の
原
理
と
比
較
の
原
理
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
「
い
ず
れ
の
原
理
が
う
ち

勝
つ
か
に
関
し
て
当
事
者
の
個
々
の
気
性
の
他
に
い
か
な
る
一
般
的
規
則
を
造

　
　
　
　
　
　
　
癒
一

る
こ
と
が
で
き
る
か
」
を
考
察
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
先
ず
以
下
の
よ
う
な
例
を

挙
げ
る
。
私
は
い
ま
安
全
な
状
態
で
陸
上
に
い
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
快
感
を
得

よ
う
と
し
て
い
る
、
と
し
よ
う
。
私
は
海
上
で
嵐
の
中
に
い
る
者
の
不
幸
な
状

態
を
考
え
、
ま
た
、
自
分
の
幸
福
を
よ
り
強
く
感
じ
る
た
め
、
こ
の
他
人
の
不

幸
な
状
態
の
観
念
を
で
き
る
だ
け
生
気
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
努
め
る
に
相
違

な
い
。
と
は
い
え
、
い
か
に
努
力
し
た
と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
観
念
上
の
比
較

は
、
私
が
浜
辺
に
実
際
に
い
て
、
遠
く
の
船
が
暴
風
雨
に
翻
弄
さ
れ
、
今
に
も

難
破
す
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
の
と
同
じ
力
を
持
つ
こ
と
は
決
し

て
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
観
念
が
一
層
生
気
あ
る
も
の
に
な
る
と
し
よ
う
。

即
ち
、
こ
の
船
が
私
の
す
ぐ
近
く
に
漂
流
し
て
き
て
、
船
員
や
乗
客
の
顔
に
表

わ
れ
た
恐
怖
を
目
の
当
り
に
見
、
最
も
親
し
い
友
人
達
が
最
後
の
別
れ
を
告
げ

た
り
死
の
覚
悟
を
決
め
て
抱
き
合
う
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
。
し

か
し
、
い
か
な
る
人
も
、
こ
う
し
た
光
景
か
ら
快
感
を
得
、
極
め
て
優
し
い
憐

感
と
同
情
の
心
の
動
き
に
抵
抗
す
る
ほ
ど
の
残
酷
な
心
を
持
っ
て
は
い
な
い
。

そ
れ
故
こ
の
場
合
、
比
較
が
働
く
に
適
当
な
中
間
帯
（
閏
昌
＆
巨
昌
）
が
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
「
観
念
が
あ
ま
り
に
淡
け
れ
ば
、
観
念
は
比

較
に
よ
る
影
響
を
も
た
な
い
。
が
他
方
、
強
き
に
失
す
れ
ば
、
観
念
は
全
く
共

感
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
比
較
と
反
対
な
共
感
に
よ
っ
て
、
我
々
の
心
に
作
用

す
る
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
共
感
と
は
観
念
を
印
象
に
転
換
す
る
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
比
較
に
必
須
な
程
度
よ
り
大
き
な
勢
な
い
し
活
気
が
観
念
に
あ

　
　
　
　
　
　
痂
一

る
こ
と
を
要
す
る
。
」

　
以
上
の
議
論
は
こ
の
節
の
主
題
に
適
用
で
き
る
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
偉
い
人
や
自
分
よ
り
優
れ
た
天
稟
の
人
の
前

に
出
る
と
、
自
分
が
非
道
く
小
さ
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
こ
の
自



血

卑
は
、
わ
れ
わ
れ
が
優
れ
た
人
に
払
う
尊
敬
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
比

較
か
ら
は
時
と
し
て
嫉
妬
さ
え
起
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
大
部
分
の
人
に

あ
っ
て
は
尊
厳
に
留
ま
る
。
し
か
し
、
も
し
、
過
度
に
自
負
す
る
者
が
わ
れ
わ

れ
の
前
に
現
わ
れ
る
と
ど
う
な
る
か
。
共
感
は
人
間
の
心
に
極
め
て
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
す
の
で
、
白
負
の
効
果
を
あ
る
程
度
ま
で
真
実
の
価
値
と
同
じ
に
さ

せ
る
。
婁
言
す
れ
ば
、
共
感
は
、
白
負
す
る
人
が
抱
く
高
揚
し
た
心
に
わ
れ
わ

れ
を
入
ら
せ
、
甚
だ
意
気
消
沈
さ
せ
る
不
快
な
比
較
を
わ
れ
わ
れ
に
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
判
断
は
、
そ
の
自
負
す
る
人
の
白
慢
に
全
く
引
き
づ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
は
言
え
、
か
な
り
の
動
揺
を
蒙
り
、
白
慢
が
示
す
観
念

を
受
け
容
れ
想
像
の
漫
然
た
る
考
え
以
上
の
影
響
力
を
そ
れ
に
与
え
る
。
こ
の

際
大
切
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
他
人
の
自
負
を
思
う
観
念
の
強
さ
で
あ
る
。
例

え
ば
怠
惰
な
人
が
自
分
よ
り
は
る
か
に
優
れ
た
価
値
を
持
つ
人
を
思
っ
た
と
し

て
も
、
こ
の
虚
想
（
饒
g
g
）
に
よ
っ
て
意
気
沮
喪
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
価
値
の
低
い
と
信
じ
て
い
る
者
が
わ
れ
わ
れ
の

前
に
現
れ
、
し
か
も
そ
の
人
に
異
常
な
白
負
を
見
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
自

分
の
価
値
に
つ
い
て
抱
く
確
信
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
捕
え
て
、
恰
も
そ
の
人

が
勝
手
に
自
分
に
帰
し
た
す
べ
て
の
善
い
性
質
を
真
実
に
持
っ
て
い
る
と
し
た

時
と
同
じ
く
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
自
己
の
価
値
を
減
じ
て
見
せ
る
の
で
あ

る
。
「
こ
う
し
た
と
き
、
我
々
の
観
念
は
精
確
に
、
比
較
に
よ
っ
て
我
々
の
心

に
作
用
す
る
に
必
須
な
中
間
帯
に
あ
る
。
も
し
我
々
の
観
念
が
信
念
に
伴
わ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
該
人
物
が
み
ず
か
ら
有
す
る
と
す
る
価
値
に

等
し
い
価
値
を
有
す
る
と
〔
我
々
に
〕
見
え
れ
ば
、
結
果
は
反
対
で
、
観
念
は

共
感
に
よ
っ
て
我
々
の
心
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
共
感
の

原
理
の
影
響
力
は
比
較
の
原
理
に
優
る
。
す
な
わ
ち
、
人
物
の
価
値
が
当
人
の

借
称
す
る
と
こ
ろ
よ
り
以
下
に
見
え
る
場
合
に
起
る
こ
と
と
反
対
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
原
理
の
必
然
的
帰
結
と
し
て
、
〔
過
度
の
〕
白
負
す
な
わ
ち
自
己
自

身
に
就
い
て
の
傲
っ
た
自
慢
は
悪
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
か

よ
う
な
白
負
は
す
べ
て
の
人
の
心
に
不
快
を
惹
起
し
、
一
瞬
問
ご
と
に
不
快
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
痂
一

な
比
較
を
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
以
上
で
、
共
感
の
原
理
と
比
較
と
の
関
係

は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
比
較
の
原
理
も
ま
た
、
遣
徳
的
判
断

と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、
道
徳
的
判
断
の
問
題
を
取
り
挙
げ
る
時
、
共
感
の
原

理
と
合
わ
せ
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
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述
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♪
◎
．
O
O
∋
①
自
⊂
邑
く
．
零
窃
ω
し
8
0
ら
．
旨
9
上
田
勤
訳
『
人
間
論
』
一
岩
波
文

庫
一
、
一
〇
七
頁
。

　
§
ミ
一
暑
」
8
－
H
o
．
永
田
・
兼
利
・
岩
崎
訳
『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
一
『
キ

ケ
ロ
ー
選
集
』
！
0
、
岩
波
書
店
）
、
二
八
二
頁
、
三
二
　
　
二
頁
。

　
団
顯
豪
胃
一
睾
川
彗
昌
’
畠
ぎ
o
§
§
、
き
ミ
ぎ
二
『
彗
ω
．
げ
｝
「
1
ω
昌
ミ
o
昌
一
＜
宰
弩
一

5
目
o
o
自
・
z
o
考
く
睾
珂
H
竈
o
o
も
－
塞
1

　
｝
彗
ま
こ
彗
目
詩
『
＞
‘
完
s
耐
｝
§
s
s
軋
き
き
§
ぎ
串
s
§
》
き
§
－
§
§
｝
s
ミ
一

〇
彗
ま
ま
鷺
c
邑
く
・
雫
鶉
9
－
8
『
ら
・
司
ハ
ー
ト
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
人
性

論
」
第
一
篇
を
要
約
し
た
『
人
性
論
摘
要
』
（
㌧
ミ
』
迂
§
s
に
お
い
て
は
、
連
合

理
論
の
原
理
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
実
際
に
、
宇
宙
の
緒
合
剤
（
宇
o
8
目
彗
一

〇
｛
ま
o
…
享
胃
竃
）
で
あ
つ
て
、
心
（
苧
o
ま
ま
）
の
す
べ
て
の
作
用
が
大
部
分
依
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
U
．
＝
自
昌
9
㌧
ぎ
ミ
ぎ
ミ
き
§
§
≧
目
§
§
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些
一
讐

七
．
㊦
竃
。
）
、
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
『
道
徳
原
理
研
究
』
で
運
合
理
論
の

記
述
が
な
く
な
っ
た
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
、
あ
る
い
は
意
図
に
か
な
り
の
変
化

が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
＝
⊆
冒
o
も
．
』
ミ
ミ
ミ
夢
右
．
轟
｛
．
前
掲
邦
訳
、
八
六
頁
。

　
丈
彗
芦
言
昌
箒
『
＞
一
§
－
o
ぎ
o
．
ω
o
o
’

　
＝
自
昌
9
U
J
、
、
o
｛
z
困
饒
o
目
邑
o
＝
胃
彗
冨
易
．
．
二
自
b
§
ミ
き
§
s
§
雨
§
§
餉
§
ま
｝
§
－

§
喜
“
＆
一
耳
■
甲
o
冨
昌
彗
o
■
甲
o
8
ω
9
き
－
－
ω
ら
－
違
㊤
－

　
＝
彗
芹
ト
＞
一
s
』
戸
暑
．
ト
ω
よ
ー

　
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
に
つ
い
て
は
以
下
参
照
。
甲
＞
・

肉
o
昌
昌
彗
一
§
軸
き
§
§
｝
－
o
§
ト
ω
§
曇
ぎ
ト
鏑
邑
§
～
ω
§
ざ
－
ミ
｝
｝
ξ
ミ
§
軋

妻
き
晩
s
ミ
一
斥
昌
ω
．
耳
■
声
＝
彗
－
｝
一
＝
事
号
向
昌
o
L
竈
o
o
．
蚕
巨
＝
窒
ぎ
豪
窒
貝

≧
ミ
ミ
ミ
ト
s
ミ
s
s
』
ミ
ミ
ミ
、
宇
｝
－
婁
ミ
ξ
h
、
ミ
§
o
ミ
ミ
§
｝
s
§
雨
吻
s
ミ
隻

肉
S
－
膏
ま
ざ
ミ
§
雨
ミ
“
O
凹
目
亭
ユ
O
胴
9
－
㊤
㊤
㊦
．
』
印
自
、
o
－
一
』
』
亀
§
ω
§
｝
き
亀
s
氏
向
o
o
ミ
o
§
｝
o

撃
｝
§
§
㌧
き
§
s
き
－
豪
“
§
－
完
雨
ぎ
ざ
さ
ミ
き
§
一
塁
峯
胃
』
雪
胴
彗
～
彗
碗
巨
長
二
冒
j

お
竈
・
和
田
小
次
郎
『
近
代
白
然
法
学
の
発
展
」
（
有
斐
閣
、
昭
和
二
十
六
年
一
、
加

藤
新
平
『
法
哲
学
概
論
」
一
『
法
律
学
全
集
』
1
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
十
一
年
一
、
阿

南
成
一
編
『
法
思
想
史
構
成
」
（
青
林
書
院
新
社
、
昭
和
四
十
五
年
）
、
佐
伯
宣
親

『
近
代
自
然
法
論
の
研
究
』
一
成
文
堂
、
昭
和
六
十
三
年
）
。

　
＝
巨
昌
9
U
－
一
、
、
o
↓
艘
o
o
ユ
阻
自
g
Ω
o
毒
；
昌
彗
一
、
．
一
巨
b
§
ミ
串
ミ
§
ミ
ド
ぎ

§
§
吻
§
ミ
§
－
§
喜
p
き
－
・
ω
ら
」
H
ω
、
邦
訳
『
市
民
の
国
に
つ
い
て
』
（
小
松
茂
夫

訳
、
岩
波
文
庫
）
（
下
）
、
一
五
七
頁
。

　
雫
自
」
彗
．
㌧
き
§
吻
§
§
s
ミ
軋
向
s
§
§
㌻
撃
｝
§
長
君
－
蜆
†
蜆
．

　
グ
ロ
ー
チ
ウ
ス
『
戦
争
と
平
和
の
法
』
（
一
又
正
雄
訳
、
第
一
巻
、
巌
松
堂
）
、
五

二
頁
。

　
大
槻
春
彦
『
ロ
ッ
ク
』
（
牧
書
店
、
昭
和
三
十
九
年
）
、
一
七
四
頁
。

　
ご
色
長
ω
8
員
o
o
墨
員
奉
二
妻
｝
豪
s
ミ
§
｝
き
ざ
ミ
ぎ
膏
§
、
b
§
ざ
s
§
き
§
き

き
き
良
§
県
婁
§
｝
§
ミ
一
旨
o
d
邑
く
鶉
ω
写
o
｛
O
巨
畠
零
串
鶉
9
－
竈
o
o
ら
ー
H
㊤
べ
－

　
U
昌
目
」
争
目
二
§
民
き
§
§
｝
§
O
曇
、
§
ぎ
ご
象
砧
』
S
き
§
ミ
S
；
O
O
O
§
、
ミ

§
雨
㌧
夷
ミ
§
砧
s
、
へ
§
“
§
s
ぎ
S
弐
竃
吻
曳
Ω
o
e
砧
、
畠
§
雨
S
、
、
一
〇
凹
目
旨
ユ
O
的
o
⊂
邑
く
．
勺
『
o
ω
9

岩
窒
も
ー
－
邊
．

　
永
岡
薫
「
ロ
ッ
ク
『
悟
性
論
』
に
お
け
る
『
歴
史
的
方
法
」
－
『
道
徳
学
」
確
立

の
プ
ロ
セ
ス
」
（
田
中
真
晴
他
編
『
社
会
科
学
の
方
法
と
歴
史
』
所
収
、
ミ
ネ
ル
ヴ

198197一
讐

ア
書
房
、
昭
和
五
十
三
年
）
、
一
五
四
頁
。
ま
た
永
岡
は
次
の
よ
う
に
も
一
言
っ
て
い

る
。
「
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
啓
蒙
哲
学
が
、
ロ
ッ
ク
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
、

近
代
市
民
社
会
の
成
立
と
そ
れ
を
支
え
る
モ
ラ
ル
に
、
…
…
き
わ
め
て
人
間
的
・
人

格
的
な
色
あ
い
を
帯
び
た
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
し
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
た
と

え
、
き
わ
め
て
内
的
で
も
の
静
か
な
、
目
に
み
え
な
い
出
来
事
（
巨
ま
眈
重
o
2
彗
ご

で
あ
つ
た
と
し
て
も
、
世
界
史
に
お
け
る
画
期
的
な
こ
と
柄
で
あ
り
、
歴
史
の
な
か

の
歴
史
で
あ
つ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
道
徳
学
な
い
し
道
徳
哲
学
と
よ
ば

る
べ
き
も
の
の
確
立
の
道
程
に
あ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
が
見
つ
め
、
か
つ
、
そ
れ
に
依
拠

し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
、
ま
さ
し
く
、
か
よ
う
な
意
味
あ
い
で
の
『
歴
史
』
な

の
で
あ
っ
た
。
」
一
永
岡
同
論
文
、
一
五
五
頁
。
）

　
同
右
、
一
五
〇
頁
以
下
参
照
。

　
＝
ξ
①
〆
『
戸
．
．
巨
a
く
己
冨
豪
…
一
「
『
篶
芭
自
旦
霊
－
竃
、
、
二
目
§
§
e
迂
§
豪
§
§
、

専
§
o
ミ
o
o
ミ
§
寄
皇
①
爵
o
俸
穴
晶
昌
勺
彗
一
．
し
㊤
お
一
9
岩
。
－
。
ハ
イ
エ
ク
は
個
人

主
義
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
。
一
つ
は
「
誤
っ
た
個
人
主
義
」
一
H
巴
駕

巨
2
く
巳
畠
旨
ω
旦
で
、
い
ま
一
つ
が
「
真
の
個
人
主
義
」
（
ぎ
巴
己
至
庄
毒
旨
蜆
目
）
で

あ
る
。
前
者
は
デ
カ
ル
ト
に
由
来
す
る
も
の
で
、
個
人
を
社
会
や
歴
史
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
存
在
と
す
る
考
え
で
、
後
者
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
ト
ク
ヴ
ィ
ル
な
ど
に
よ
つ
て

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
個
人
を
社
会
や
歴
史
な
ど
か
ら
切
り
離
し
得
な
い
存

在
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
批
判
は
多
く
の
ヒ
ュ
ー
ム
研
究
家
が
取
り
挙
げ
、

私
も
上
で
簡
単
で
は
あ
る
が
扱
っ
た
が
（
拙
著
『
ヒ
ュ
ー
ム
体
系
の
哲
学
的
基
礎
』

第
一
章
）
、
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
批
判
を
最
も
鋭
く
、
的
確
に

論
じ
て
い
る
の
は
、
D
・
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
の
ま
§
｝
§
ミ
§
－
き
ざ
ミ
ぎ
膏
s
s
，

b
雨
ミ
ぎ
§
ミ
ミ
§
》
き
§
ミ
§
ミ
ま
ξ
竃
も
ミ
、
特
に
そ
の
第
五
章
．
．
、
…
8
ε
身

彗
o
O
～
奉
彗
ま
目
、
、
で
あ
る
。
私
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
を
執
筆
す
る

際
、
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
の
同
著
は
ま
だ
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
用
い
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
だ
っ
た
が
、
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
の
議
論
の
方
が
は
る

か
に
説
得
的
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
の
議
論
と
私
の
議
論
の
聞

に
は
そ
れ
ほ
ど
の
距
り
が
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
；
一
口
し
て
お
こ
う
。
リ
ヴ
イ
ン
グ
ス

ト
ン
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
宗
教
的
迷
信
、
宗
教
的
熱
狂
は

批
判
し
た
が
、
宗
教
そ
の
も
の
は
批
判
し
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
古
代
の
多
神
数

の
寛
容
性
（
邑
彗
彗
8
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
し
、
神
聖
な
伝
統
に
権
威
を
認
め
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る
宗
教
に
は
共
鳴
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
日
常
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
儀
礼
の
持
つ

重
要
性
は
十
分
理
解
し
て
い
た
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
厳
し
く
批
判
し
た
の
は
、
宗
教
の
中

に
哲
学
、
し
か
も
「
誤
れ
る
哲
学
」
一
雪
窒
O
；
婁
ε
耳
H
日
常
生
活
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
恩
弁
哲
学
）
を
組
み
入
れ
た
哲
学
的
宗
教
、
即
ち
神
学
で
あ
っ
た
。
リ
ヴ
ィ

ン
グ
ス
ト
ン
は
そ
れ
を
「
哲
学
と
宗
教
と
の
結
合
」
（
亭
①
昌
一
昌
O
｛
昌
旨
ω
暑
耳

彗
o
王
宮
昌
一
と
呼
ぷ
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
具
体
的
に
取
り
挙
げ
批
判
し
た
の
は
キ
リ
ス

ト
教
神
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
と

を
結
合
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
と
哲
学
は
本
来
、
起
源
、
従
っ
て
次
元
を
異
に

す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
の
結
合
は
容
易
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
窮
極
的
な
も
の
完
全
な
も
の
を
前
提
に
組
み

立
て
ら
れ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
も
神
と
い
う
完
全
な
も
の
の
存
在
が
前
提
と
さ

れ
て
い
て
（
H
一
神
教
H
有
神
論
一
、
両
者
は
構
造
的
に
似
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
脅
威
が
哲
学
者
自
身
あ
る
い
は
哲
学
者
の
所
属
す

る
学
派
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
登
場
は
、
脅
威
を

社
会
全
体
に
拡
大
さ
せ
た
。
「
哲
学
と
宗
教
と
の
こ
の
結
合
は
、
そ
れ
以
来
、
『
社
会

の
毒
』
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
を
混
乱
さ
せ
て
き
た
宗
教
戦
争
の
主
要
な
源
泉

と
な
っ
た
。
」
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
で
あ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
れ
、
ヒ
ュ

ー
ム
か
ら
す
れ
ば
、
何
れ
も
哲
学
的
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
宗
教

批
判
は
、
宗
教
的
形
態
を
取
る
誤
れ
る
哲
学
に
対
す
る
批
判
だ
と
理
解
す
る
の
が
最

も
よ
い
。
（
U
．
幸
．
＝
皇
長
ω
ε
p
妻
ξ
り
§
ミ
§
｝
き
ぎ
§
ぎ
宮
§
、
b
ミ
｝
、
ぎ
§
暑
．

－
崖
よ
’
）

　
拙
著
『
ヒ
ュ
ー
ム
体
系
の
哲
学
的
基
礎
」
、
第
三
章
参
照
。

　
＝
自
昌
9
巨
！
ぎ
ミ
ぎ
県
き
§
§
き
§
ミ
ら
。
讐
o
。
前
掲
邦
訳
ヨ
、
一
四
四
頁
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
簡
単
に
上
で
述
べ
て
い
る
。
本
論
文
（
一
一
十
一
）
、
一
七
頁
。

§
｝
暑
彗
o
－
－
．
同
右
、
一
四
四
　
五
頁
。

　
庄
胃
芦
』
．
＞
一
s
一
ミ
ー
一
畠
1

　
§
ミ
．

　
＝
冒
冒
o
』
．
㌧
ぎ
ミ
ぎ
県
き
§
§
き
叶
ミ
ミ
ら
。
ω
曽
．
前
掲
邦
訳
ヨ
、
一
四
五
頁
。

§
き
o
．
ω
o
。
－
、
前
掲
邦
訳
⊃
、
一
五
八
－
九
頁
。

§
き
前
掲
邦
訳
日
、
一
五
九
頁
。

さ
ミ
も
、
ω
o
。
｝
、
前
掲
邦
訳
日
、
一
六
五
頁
。

き
ミ
同
右
。
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ξ
ミ
一
や
ω
o
．
9
前
掲
邦
訳
日
、
一
六
六
頁
。

　
き
ミ
同
右
。

　
き
ミ
も
．
岩
o
。
・
前
掲
邦
訳
コ
、
二
九
頁
。

　
葭
目
目
9
－
〕
．
』
ミ
ミ
ぎ
藁
甲
お
。
前
掲
邦
訳
、
七
二
頁
。

　
黒
膏
」
二
§
o
き
七
－
8
①
．

　
＝
自
昌
9
p
！
ぎ
§
竃
県
き
§
§
き
§
ミ
も
§
ド
前
掲
邦
訳
日
、
二
二
〇
　
一

頁
。

　
さ
ミ
も
㏄
震
．
前
掲
邦
訳
⊃
、
二
一
一
四
頁
。

　
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
以
下
の
よ
う
な
例
も
挙
げ
て
い
る
。
「
不
毛
な
或
は
荒
涼
た

る
国
土
は
常
に
醜
怪
・
不
快
適
に
見
え
て
、
普
通
に
は
住
民
に
対
す
る
侮
蔑
の
情
を

我
々
の
心
に
吹
込
む
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
醜
悪
〔
感
〕
の
大
部
分
は
、
既
に
述
べ
た

と
お
り
住
民
へ
の
共
感
か
ら
生
じ
る
。
但
し
、
そ
れ
は
弱
い
共
感
に
止
ま
っ
て
、
直

接
の
不
快
適
な
感
覚
的
気
持
以
上
に
は
達
し
な
い
。
〔
従
っ
て
、
侮
蔑
し
か
起
ら
な

い
右
〕
然
る
に
、
灰
魔
に
帰
し
た
都
市
を
視
れ
ば
、
仁
愛
の
心
持
が
伝
わ
る
。
け
だ

し
、
そ
の
と
き
我
々
は
哀
れ
な
住
民
の
利
害
に
深
く
立
入
つ
て
、
彼
ら
の
悲
運
を
感

じ
る
と
共
に
そ
の
繁
栄
を
願
望
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
U
。
＝
目
昌
P
』
ミ
§
募
“
ミ

き
§
§
き
叶
ミ
雨
も
、
ω
o
。
印
前
掲
邦
訳
日
、
一
六
八
頁
。
）

　
§
ミ
も
ー
窒
o
o
．

　
§
｝
p
ω
o
。
㊤
．
前
掲
邦
訳
⊃
、
一
七
〇
頁
。

　
§
ミ
ら
．
8
ω
．
前
掲
邦
訳
剛
、
二
一
一
頁
。

　
§
＞
竃
零
ω
－
卜
前
掲
邦
訳
日
、
一
四
八
　
九
頁
。

　
§
｝
o
、
彗
①
。
前
掲
邦
訳
ヨ
、
一
五
二
頁
。

　
§
ミ
も
、
㎝
違
、
前
掲
邦
訳
㎜
、
二
一
二
頁
。

　
§
＞
君
．
蜆
虐
i
蜆
。
前
掲
邦
訳
㎜
、
二
一
二
　
三
頁
。

　
§
き
君
．
望
㌣
9
前
掲
邦
訳
則
、
二
一
四
頁
。


