
つ

い

人

間

に

と

っ

て

理

性

と

感

性

が
調
引
す
る
状
態
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
テ

i
ぜ
か
ら
、
健
美
と
尊
識
と
い

う
二
つ
の
在
的
ツ
会
を
提
示
し
、
さ
ら
に
の
護
美
と
離
離
を
同
一
人
格
内
で

達
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
道
範
的

な
お
、

シ
ラ

i

ラ
ー
は

Jコ
し、

カ
ン

の

、，ノ汗ν

台
し
ろ
現
実
的
に
は
尊
断

て
一
行
為
す
べ
き
で
あ
る
と
も
主
附
加
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
完
成
さ
れ
た
人
間
性
の
印
で
あ
り
、
人
が
紘
一
人
し
い
鴇
と
則
一
解
す
る

も
の
〕
を
〉
N
Cゅ

ω台
)

L

L

晃
な
す
表
現
な
ど
か
ら
、
シ
ラ

i
は
尊
議
よ
り
も

殻
菜
を
重
援
し
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
当
時
・
の

読
者
れ
い
に
、
ま
た
設
詮
の
カ
ン
ト
研
究
者
た
九
に
、
尊
厳
島
る
道
徳
論
を
説

く
カ
ン
ト
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
、
今
誌
に
五
る
ま
で
カ
ン

ト
批
判
と
し
て
シ
ラ
i
の
道
語
論
は
引
究
さ
れ
て
き
た
位
。

さ
て
本
稿
で
丘
、
」
れ
ま
で
の
研
究
に
は
な
か
っ
た
J

挽
点
を
取
り
入
れ
る
。

を
も

け
る
道
徳
的
動
機
づ
け
に

る
一
身
察

か
ち
と
し

林

ロリ〔

里

そ

れ

は

シ

ラ

!

と

カ

ン

ト

の

和

達

点

を

け

」

に

関

す

る

も

の
に
回
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
論
C
る
に
め
た
り
、
シ
ラ
!
の
思

想
は
ど
の
点
で
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
ま
で
カ
ン
ト
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
、

い
、
ど
の
点
か
ら
カ
ン
ト
と
は
異
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
な

い
。
の
た
め
の
鍵
と
な
る
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
と
予

関
す
る
。

で

、

に

一

致

し

い
る
と
思
う

Q

し

か

し

私

は

、

の

分

野

で

道

能

的

立

法

の

際
に
完
全
に
没
け
ら
れ
て
い
る
感
性
の
諾
権
利
を
‘
現
象
の
分
野
で

川
県
捺
に
道
徳
的
義
務
在
履
行
す
る
際
、
な
お
主
張
し
よ
う
と
試
み
る

に

よ

っ

ば

な

ら

な

い

こ

と

N

∞ω)
向い

」
で
本
稿
で
は

二

〉

l
山
積
甘
い
リ
へ
お

L
」
う
る

ぴ
一
行
3
1
3
F
A

叶

M

1

1

5

P

と
い

こ
こ
ま

r
J
 

Q
リ



の
は
ど
こ
ま
で
な
の
か
を
分
析
し
、
シ
ラ
ー
が
カ
ン
ト
の
主
張
と

い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
。
つ
ぎ
に
、
シ
ラ
ー
が
「
こ
こ
」
か
ら
一
歩
を
踏

み
出
す
た
め
に
、
新
た
な
主
張
を
試
み
る
動
因
と
な
る
カ
ン
ト
倫
理
学
へ
の

引
っ
か
か
り
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
最
後
に
、
カ
ン
ト
に
は
欠
け
て
い
る
感

性
の
諸
権
利
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
点
が

カ
ン
ト
と
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
る
の
か
を
、
つ
ま
り
シ
ラ
i
が
カ
ン
ト
と

異
な
る
始
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
究
す
る
。

致
し
て

さ
て
、
「
こ
こ
ま
で
」
は
一
致
し
て
い
る
と
述
べ
る
直
前
ま
で
に
、
シ
ラ

i
は
、
ひ
と
は
日
常
的
に
た
の
し
み
(
母
国
〈
o
aコ
Emo--)

の
た
め
に
理
性
的

に
行
為
す
る
が
、
こ
れ
を
道
徳
と
し
て
詰
る
こ
と
を
カ
ン
ト
と
同
様
に
否
定

す
る

μ
と
い
う
こ
と
、
ま
た
こ
の
た
の
し
み
は
道
徳
的
規
定
へ
の
危
険
な
付

加
物

(
2
5
Z
(一g
E
E
O
N
-
m与
O
N
2
2
0
3一広与
g

F住
吉

2
5
m
g
)
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

た
の
し
み
を
道
徳
の
根
拠
と
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
シ
ラ
i
は
人
間
を

人
格
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
人
絡
と
は
自
分
自
身
の

原
因
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
間
は
唯
一
自
ら
の
自
由
に
よ
っ
て
自
然

の
法
則
に
従
わ
ず
に
理
性
の
法
則
に
従
う
こ
と
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
特
権
を
も
っ
存
在
で
あ
る

(
Q
J
Z〉
M
O
u

以
M
)

。
よ
っ
て
人
間
は
、
自

然
の
法
則
に
従
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
他
の
感
性
的
存
在
者
か
ら
一
線
を

一
画
す
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
人
間
の
意
志
に
つ
い
て
、
シ
ラ
ー
は
理
性
の
法

則
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
(
町
内

Z
〉
M
P
也
一
〔
)
、
こ
の
こ
と
に
こ
そ
、

道
徳
的
価
値
が
存
す
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
意
志
は
、
理
性
の
法
則
す

な
わ
ち
道
徳
法
則
に
だ
け
従
う
べ
き
で
あ
る
の
で
、
幸
福
街
動
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
傾
向
性
な
ど
の
感
性
的
な
も
の
は
、
意
志
規
定
に
関
与
し
て
は
な

ら
な
い
お
〔

Z
〉
M
O
由民
U
)

。
な
ぜ
な
ら
、
「
道
徳
的
行
為
の
場
合
、
行
為
の

適
法
性
で
は
な
く
、
唯
一
心
術
の
義
務
適
合
性
だ
け
が
重
要
」
で
あ
り
句
、

そ
し
て
「
傾
向
性
は
義
務
に
適
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
疑
わ
し
い
も
の

に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
義
務
に
基
づ
い
て
行
為
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
」

(
Z
〉邑ゆ
ω
∞
い
)
か
ら
、
つ
ま
り
道
徳
法
則
以

外
が
道
徳
性
の
根
拠
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
価
値
が
、
感
性
的
衝
動
な
ど
に
基
づ
く
行
為
に
は
な

く
、
理
性
の
法
則
に
基
づ
く
行
為
に
の
み
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
カ
ン
ト
の

道
徳
論
の
要
請
と
完
全
に
一
致
す
る
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形

而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
(
以
下
『
基
礎
づ
け
』
)
で
、
「
道
徳
的
価
値
は
、
そ

の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
う
る
諸
目
的
を
顧
慮
せ
ず
に
、
意

志
の
原
理
の
う
ち
に
の
み
存
し
う
る
。
:
:
:
も
し
行
為
が
義
務
に
基
づ
い
て

生
じ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
意
志
か
ら
す
べ
て
の
実
質
的
原
理
は
取
り
去
ら

れ
て
い
る
の
で
、
意
欲
一
般
の
形
式
的
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
」

(
2
h
5
0
)
と
述
べ
、
ま
た
『
実
践
理
性
批
判
』
で
、
「
行

為
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
価
値
の
本
質
的
な
こ
と
は
、
道
徳
法
問
ハ
が
直
接
的
に

意
士
山
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
(
〈
三
)
と
述
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
シ
ラ

l
が
随
所
で
自
ら
の
道
徳
論
は
カ
ン
ト
に
基
づ
い
て
い

る
と
主
張
す
る
よ
う
に
、
ま
た
カ
ン
ト
が
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』

(
以
下
『
宗
教
諭
』
)
の
増
補
で
示
す
よ
う
に
、
シ
ラ
i
は
カ
ン
ト
の
道
徳

論
の
「
最
も
重
要
な
諸
原
理
に
一
致
し
て
い
る
」
(
戸
出
)
と
た
し
か
に
言

う
こ
と
が
で
き
る

次
に
、
現
象
の
分
野
で
実
際
に
道
徳
的
義
務
を
履
行
す
る
際
の
「
感
性
の

諸
権
利
」
を
、
シ
ラ
ー
が
主
一
按
し
よ
う
と
す
る
動
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
試
み
る
。

と
こ
ろ
で
シ
ラ
!
は
あ
の
鍵
と
な
る
引
用
文
の
あ
と
で
、
「
美
し
い
魂
」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
シ
ラ
!
の
主
眼
は
、
道
徳
的
行
為
に
対

す
る
感
性
一
般
の
関
与
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
に
駒
治
さ
れ
た

優
れ
た
感
性
で
あ
る
「
義
務
へ
の
傾
向
性
」
に
基
づ
い
た
行
為
が
道
徳
牲
を

損
な
わ
な
い
こ
と
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
が
カ

ン
ト
の
道
徳
論
と
の
争
点
に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
一
つ
シ
ラ

i
が
次
の
よ
う
な
誤
解
を
し
て
い
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
ο

傾
向
性
が
規
定
に
参
与
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
完
全
に
確
実
で
あ
る

た
め
に
は
、
人
は
傾
向
性
を
理
性
的
法
問
と
の
一
致
に
見
る
よ
り
も
、

む
し
ろ
対
立
に
見
る
方
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
傾
向
性
の
と
り
な
し

だ
け
が
、
理
性
的
法
則
に
、
意
志
に
対
す
る
そ
の
〔
法
則
の
〕
権
力

を
手
に
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
全
く
容
易
〔
に
考
え
ら
れ
る
〕

で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

(
Z〉
N
P
M
∞M
)

こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
快
楽
の
た
め
で
あ
る
と
か
、
幸
せ
の
た
め
で
あ
る
と
か
、

そ
の
よ
う
な
主
観
的
な
理
由
に
よ
っ
て
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
、
義
務
は
理
性
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
徹
直
し
た

こ
と
が
原
因
で
、
義
務
を
履
行
す
る
際
に
も
、
徹
底
し
て
傾
向
性
を
排
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
誤
解
を
招
い
た
、
と
シ
ラ
!
が
説
明
す
る
箇
所
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
道
徳
的
行
為
に
傾
向
性
が
伴
お

う
と
伴
わ
な
か
ろ
う
と
問
題
は
な
い
。
重
要
な
の
は
傾
向
性
に
基
づ
か
ず
、

た
だ
義
務
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト

は
必
ず
し
も
、
シ
ラ
i
が
解
釈
す
る
よ
う
に
、
義
務
と
傾
向
性
を
対
立
さ
せ

る
わ
け
で
は
な
い

ω。

こ
う
し
た
誤
解
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
は
い
え
、
シ
ラ

i
の
主
張
は
カ
ン

ト
の
道
徳
論
の
盲
点
を
つ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち

i
lそ
れ
は
カ
ン
ト
の
意

図
か
ら
は
当
然
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が

l
iカ
ン
ト
の
道
徳
論
は

行
為
の
「
実
行
」
に
、
す
な
わ
ち
現
象
面
へ
の
配
患
が
全
く
な
い
と
い
う
指

摘
で
あ
る
ロ
し
た
が
っ
て
シ
ラ
!
は
、
義
務
を
採
用
す
る
こ
と
に
傾
向
性

が
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
義
務
を
遵
守
す
る
こ
と
に
傾
向

性
が
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
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さ
ら
に
、
カ
ン
ト
が
道
徳
的
行
為
に
関
し
て
傾
向
性
を
考
慮
し
な
い
一
而

に
対
し
て
、
シ
ラ

i
は
主
と
し
て
二
つ
の
不
満
を
あ
げ
る
(
円
内
Z〉
M

∞小)。

一
つ
は
、
カ
ン
ト
が
人
間
を
み
な
一
様
に
道
徳
法
則
に
反
し
う
る
存
在
と
し

て
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
は
美
し
い
ー
却
を
も
っ
有
徳
な
人

i
i家
の

子
ど
も
た
ち
、
道
徳
的
自
由
の
最
も
力
強
い
発
露
、
人
倫
的
な
人
間
i
iーと、

徳
以
前
の
人

i
i使
用
人
た
ら
、
道
徳
的
に
軟
弱
な
入
、
感
覚
の
奴
識

i

j
を
区
別
す
る
。
た
し
か
に
シ
ラ
ー
も
カ
ン
ト
と
同
機
に
あ
ら
ゆ
る
人
聞

は
道
徳
法
則
に
反
し
う
る
感
性
的
存
在
者
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
美
し
い

魂
は
時
と
し
て
崇
高
な
魂
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
ま
し
て
陶
冶
さ
れ
た
感
性
を
も
っ
人
は
、
道
徳
法
則

に
一
反
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、
自
発
的
に
道
徳
法
則
に
適
う
こ
と
が
で
き
る
と
主

張
す
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
カ
ン
ト
が
常
に
道
徳
法
則
を
命
法
的
形

式
と
し
て
見
な
す
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
シ
ラ
ー
も
カ
ン
ト
と
同
様
に
、

道
徳
法
則
が
人
間
に
と
っ
て
命
法
的
で
あ
る
の
は
、
人
間
が
道
徳
的
存
在
と

し
て
自
由
で
あ
る
た
め
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
象
以
前
の
話
で
あ
る
。

現
象
に
お
い
て
自
由
と
は
、
自
ら
の
状
態
を
自
ら
規
定
す
る
自
律
、
す
な
わ

ち
あ
ら
ゆ
る
規
定
か
ら
解
放
さ
れ
、
あ
た
か
も
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
こ
と
で
あ
る
と
シ
ラ
i
は
考
え
る
ん
明
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
に
お
け
る
人

聞
は
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
感
性
的
存
在
者
で
も
あ
る
の
で
、

道
徳
法
則
で
す
ら
外
的
で
実
定
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ラ
ー
は
道
徳
に
つ
い
て
、
現
象
界
を
重
視
し
、
感
性

と
の
関
わ
り
を
積
駆
的
に
求
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
象
界
へ
の
適
用

や
義
務
の
履
行
の
場
面
の
想
定
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
に
欠
け
て
い
る
視
点

で
あ
る
。

88 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
シ
ラ
ー
は
、
義
務
の
概
念
に
傾
向
性
が
参
与
し
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
義
務
の
実
行
に
際
し
て
傾
向
性
が
参
与
し
な
く
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
否
、
義
務
を
現
実
的
に
考
え

る
場
合
、
感
性
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
批

判
を
原
動
力
に
し
て
、
シ
ラ
ー
は
ど
の
点
か
ら
カ
ン
ト
と
は
別
の
道
を
開
拓

す
る
の
か
に
つ
い
て
、
次
節
で
詳
細
に
論
じ
る
。

四
い
か
に
し
て
シ
ラ

i
は
寛
容
主
義
者
に
な
ら
ず
に
道
徳
的
義
務
の
履
行

に
感
性
の
諸
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が

『
基
礎
づ
け
』
で
用
い
た
親
切
の
義
務
を
お
こ
な
う
人
た
ち
の
例
(
門
「
ぐ

出
∞
ご
で
考
え
て
み
た
い
。

そ
こ
に
は
三
種
の
慈
善
家
が
表
れ
て
い
る
。
第
一
の
慈
善
家
は
、
別
に
見

栄
や
損
得
勘
定
が
ら
み
の
動
機
、
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
周
り
の
人
々
を

一
人
で
も
多
く
喜
ば
せ
る
こ
と
を
内
心
か
ら
た
の
し
み
、
自
分
が
お
こ
な
っ

た
こ
と
で
他
人
が
満
足
す
る
な
ら
ば
、
愉
快
で
い
ら
れ
る
幸
福
な
慈
善
家
で

あ
る
。
彼
の
行
為
は
、
称
賛
や
奨
励
を
受
け
る
が
、
尊
重
は
さ
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
傾
向
性
に
基
づ
い
て
お
こ
な
う
の
で
は
な
く
、
義
務
に
基
づ
い
て

お
こ
な
う
と
い
う
道
徳
的
内
実
が
彼
の
行
動
原
理
(
三
男
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て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
行
為
が
ど
れ
ほ
ど
義

務
に
適
い
親
切
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
真
の
道
能
的
儒
躍
を
も
た
な
い

と
い
う
。
第
二
の
慈
善
家
は
、
第
一
の
芸
善
{
誌
の
心
靖
が
吉
分
自
身
の
悲
艇

の
た
め
に
曇
ら
さ
れ
、
そ
の
心
痛
の
あ
ま
り
他
人
の
運
命
に
対
す
る
向
精
心

を
す
っ
か
り
な
く
し
て
し
ま
っ
た
悲
慣
な
惑
笹
山
家
で
あ
る
。
一
授
は
器
窮
し
て

い
る
抱
人
に
袈
拐
を
施
す
能
力
者
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
自
分
出
身

の
苦
し
み
で
精
一
杯
で
あ
る
た
め
に
、
能
人
の
苦
し
み
心
、
む
を
動
か
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
が
た
だ
義
務
に
基
づ
い
て
親
切

を
す
る
な
ら
ば
、
被
の
持
為
は
正
真
正
銘
の
道
徳
的
説
植
を
も
っ
と
い
わ
れ

る
。
第
三
の
慈
善
家
は
、
生
ま
れ
つ
き
陀
情
心
に
乏
し
く
、
気
…
慌
が
冷
淡
で
、

他
人
の
昔
し
み
に
対
し
て
無
額
者
な
冷
械
な
慈
善
家
で
あ
る
ご
い
の
冷
淡
な

気
震
を
も
っ
設
は
、
織
和
な
克
一
貨
を
も
っ
人
が
も
ち
う
る
鮪
髄
よ
り
も
は
る

か
に
高
い
娼
髄
を
自
分
§
身
に
与
え
る
源
泉
を
、
自
分
の
う
ち
に
見
い
だ
す

つ
ま
り
、
ノ
殺
切
を
な
せ
と
い
う
拘
束
力
を
も
っ
義
務
の
芦
に
対
し
て
、
度
抗

す
る
自
分
の
心
の
様
、
き
そ
自
覚
す
る
こ
と
で
、
必
熱
的
に
道
徳
法
制
へ
の
尊

敬
の
感
情
が
引
き
記
こ
さ
れ
、
そ
し
て
こ
の
尊
敬
の
感
情
に
後
押
し
さ
れ
、

告
ら
の
傾
向
散
に
反
し
て
で
も
懇
切
を
す
る
と
い
う
行
動
諜
翠
を
自
ら
に

立
法
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
の
カ
ン
ト
は
そ
の
源
泉
に
こ
そ
、
傾
向

憶
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
義
務
に
基
づ
い
て
行
為
を
す
る
と
い
う
道
諒
的

格
の
始
ま
〆
り
を
見
る
と
い
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
基
一
書
家
は
傾
山
性
に
基
づ
い
て
行
為
し
て
い

い
が
、
第
二
と
第
一
一
一
の
態
詩
家
は
義
務
に
蕊
づ
い

て
い
る
の
で
道
徳
的
価
誌
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
い
か

に
し
て
彼
ら
は
こ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
道
徳
的

動
機
づ
け
の
遣
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ち
れ
る
の
カ
ン
ト
に
お
け
る

道
徳
的
動
機
づ
け
の
間
関
は
、
近
年
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
議
訟

の
種
は
主
と
し
て
、
『
実
践
理
性
批
判
』
で
の
多
く
の
不
確
定
な
一
一
一
一
口
説
や
表

現
の
た
め
に
さ
ま
ぎ
ま
な
解
釈
の
余
地
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
し
か

し
こ
こ
で
は
、
こ
の
務
溜
に
対
し
深
く
追
究
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

シ
ラ

i
と
の
違
い
を
論
証
す
る
の
に
十
分
な
程
度
の
言
及
~

た
カ
ン
ト
に
お
け
る
道
徳
的
動
機
づ
け
の
問
題
の
整
理
は
、

研
究
成
果
に
大
き
く
拠
っ
て
い
る

し、
o 

::t 
仇

っ
て
お
く
。

げ
の
間
胞
で
よ
く
出
引
用
さ
れ
る
の
コ
寸
O

年
伐

っ

て

い

た

に

お

け

る

、

「

判

定

の

も

し

原

色
白
「

n
X
2
c
t
o
コ
え
2
・
戸
内
向
洋
己
主
ご
の
反
別
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
た
と
え
人
関
は
善
い
お
こ
な
い
公
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
実
際
に
そ
の
帯
い
お
こ
な
い
を
実
行
す
る
と
は
阿
波
ら
な
い
と
い
う
日

常
的
な
経
験
に
郎
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
批
判
期
に
お
い
て
も
カ

ン
ト
が
こ
の
区
別
を
紋
持
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る

ω。

し
か
し
本
稿
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
批
判
期
に
お
い
て
も
ぷ
判
定
」
原
理

と
「
執
行
」
原
理
を
区
別
し
て
い
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
毘
加
は
、

決
し
て
道
徳
法
制
間
以
外
の
原
理
の
存
在
を
要
詰
す
る
も
の
で
誌
な
い
。
こ
の

根
拠
を
櫓
患
は
、
京
理
と
し
て
の
「
道
徳
法
則
的
ハ
」

89 



的
昨
用
」
か
ら
、
つ
ま
り
う
ぬ
ぼ
れ
の
打
鵠
に
よ
る
苦
痛
な
い
し
不
決
議
な

感
清
か
ら
導
く
。
こ
の
作
用
か
も
発
展
し
て
実
践
的
に
見
い
だ
さ
れ
る
道
寵

法
制
問
へ
の
部
散
は
、
「
行
為
の
判
定
に
は
役
に
立
た
ず
、
:
:
:
単
に
こ
の
法

制
限
を
自
ら
格
淑
?
と
す
る
た
め
の
動
機
に
は
役
に
立
つ
」
(
ぐ
ぷ
〉
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
「
執
…
吉
原
型
は
道
徳
法
則
に
端
会
}
発
す
る
が
、
「
判
定
」
原
理

の
概
念
に
は
含
ま
れ
な
い
道
徳
法
則
を
持
率
に
誌
剤
、
ず
る
は
た
ら
き
を
も

つ
の
で
、
持
者
は
区
別

8
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
道
能
的
行
為
の
動

機
と
な
る
「
執
行
」
原
理
に
は
道
徳
法
制
を
揺
mm
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
括

っ
て
道
徳
法
制
を
遵
守
す
る
二
つ
の
設
措
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

し
千
葉
は
、
道
徳
的
行
為
の
動
機
を
、
格
敬
の
、
感
構
が
道
律
法
如
を
格
率
の

う
ち
に
採
用
す
る
の
に
役
立
つ
動
機
土
法
則
採
需
の
動
機
」
)
〈

Q
A〈
ぷ
)

と
、
同
じ
感
情
が
、
探
出
し
た
格
率
に
括
っ
て
選
誌
法
部
を
遵
守
す
る
の
に

役
立
つ
動
機
(
「
法
則
選
守
の
動
機
」
)
(
丹
時
一
〈
手
〉
に
区
別
で
き
る
と
主
張

す
る
つ
た
だ
し
こ
れ
は
、
「
あ
く
ま
で
も
「
道
部
法
則
の
尊
敬
」
が
採
用
と

遵
守
の
開
方
の
「
お
こ
な
い
」
に
お
い
て
動
機
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
が
唯
…
の
道
部
的
動
機
で
あ
る
い
と
い
う
言
明

と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
勺
寸
法
。
す
な
わ
ち
、
動
機
は
唯
…
道
徳

法
則
を
対
象
と
し
、
「
法
制
採
用
」
と
「
法
知
選
守
」
の
二
つ
の
は
た
ら
き

が
あ
る
と
千
葉
は
主
強
寸
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
カ
ン
ト
に
お

け
る
道
認
的
行
為
は
、
こ
の
よ
う
に
理
議
的
に
ぽ
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

実
践
的
に
は
同
時
・
瞬
間
的
な
の
事
態
と
し
て
態
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ち
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

90 
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あ

カ
ン
ト
は
見
な
し
た
と
い

こ
の
カ
ン
ト
の
滋
徳
的
行
為
の
理
論
的
仕

「
純
斡
理
性
の
分
野
」
と
「
現
象
の
分
野
」
を

琵
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ー
い
と
伺
傑
に
「
判
定
」
と
「
執
行
」
を

区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
川
ひ
ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
シ
ラ
ー

は
意
志
を
規
定
す
る
際
、
た
の
し
み
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、

カ
ン
ト
の
一
一
包
装
を
鳴
い
る
な
ら
ば
、
格
率
に
お
愛
を
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
、

う
ぬ
正
れ
て
は
な
ら
な
い
と
控
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
義
務
を
緩

行
す
る
場
面
で
も
カ
ン
ト
と
院
様
「
法
制
一
採
用
の
刷
機
」
は
道
箆
法
問
だ
け

で
み
る
考
え
る
。
し
か
し
、
「
法
期
選
守
の
動
機
」
、
つ
ま
り
「
活
動
の
主
観

的
根
拠
」
〈
〈
吋
主
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
の
指
令
と
感
性

の
要
求
が
一
致
し
た
状
態
で
あ
る
美
し
い
魂
が
「
人
間
向
性
に
と
っ
て
最
も
苦

痛
な
義
務
を
果
た
す
い
を
〉
M
O
J
M
∞
吋
)
と
き
、
ま
さ
に
美
し
い
刑
判
は
議
集
法

制
一
を
選
守
す
る
の
に
つ
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
c

そ
う
で
応
る

シ
ラ

i
は

「

遵

守

」

を

段

別

し

、

か

つ

「

法

問

遵

守

る

ト

た

だ

し

こ

の

シ一フ
1
1

こ

と

は

、

決

し

て

シ

ラ

!

が

道

徳

法

則

以

外

る

と

い

う

こ
と
で
は
な
い
し
山
、
道
龍
法
則
へ
の
尊
敬
が
道
誌
的
動
機
で
な
い
と
主
張

す
る
こ
と
で
も
な
い
c

そ
こ
で
シ
ラ
;
に
よ
れ
ば
、
上
一
記
の
慈
善
的
行
為
を
お
こ
な
う
者
た
ム

い
か
な
る
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。



答
え
は
カ
ン
ー
?
と
興
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

…
し
て
カ
ン
ト
に
需
章
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

は
自
ら
の
道
棒
読
の
核
で
あ
る
美
し
い
現
を
、
銭
々
の
行
為

を
道
能
的
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
性
格
全
体
を
道
徳
的
に
す
る

も
の
と
見
な
す
の
で
、
シ
ラ
ー
が
こ
れ
な
強
調
す
る
と
き
、
純
特
な
道
徳
性

を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
道
徳
的
完
全
性
、
す
な
わ
ち
業
部
に

関
心
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
、
シ
ラ
!
の
主
張
に
即
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
で
は
な
く
行
為
者
言
体
に
つ
い
て
評
価
を
与
え
る
な
ら

丘
、
第
十
ど
第
二
の
慈
善
家
は
開
…
人
物
で
あ
る
の
で
、
評
錨
す
べ
き
対
象

は
、
第
で
ど
第
二
の
偶
語
を
合
わ
せ
も
つ
彼
自
身
で
あ
る

G

そ
こ
で
第
一
の

場
合
と
第
二
の
場
合
を
分
け
て
い
る
の
は
「
悲
嘆
の
た
め
に
曇
ら
さ
れ
た
心

稿
」
、
つ
ま
り
設
の
「
苦
悩
」
で
あ
り
悲
劇
的
な
「
状
況
」
で
あ
る
山
。
し

た
が
っ
て
第
一
の
場
合
、
親
切
の
義
務
を
果
た
す
際
に
い
か
な
る
抵
技
も
な

い
の
で
、
設
は
榎
美
を
も
っ
て
義
務
を
果
た
し
て
よ
い
。
対
し
て
第
二
の
場

合
、
鰻
人
的
な
限
界
に
誼
部
し
て
い
る
の
で
、
般
は
術
情
般
を
も
っ
て
義
務
を

果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
の
心
請
に
お
い
て
、
議
築
と
尊
厳
は

一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
彼
は
部
を
も
っ
人
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ

し
第
一
の
場
合
江
蒸
し
い
魂
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
自
ら
の
択
の
た

め
に
親
拐
を
す
る
と
も
受
け
取
れ
る
カ
ン
ト
の
諮
写
か
ら
は
娃
わ
し
く
、
れ
い

し
ろ
気
立
て
の
よ
い
心
か
ら
行
為
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と

き
で
あ
る
。
な
し
お
第
一
二
の
慈
善
家
に
つ
い
て
、
較
の
感
性
は

強
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
く
誌
あ
る
人
で
あ
る
と

て
、

か
し
、

明
ら
か

一
窓
口
え
な
い
。
出
あ
る
人
の
場
合
、

工、一、
1
ノ

才

fv卜
v
d

よ
っ
て
、
第
の
諮
普
家
に
対
す
る
評
織
に
、
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト

の
明
出
な
違
い
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
ο

カ
ン
ト
は
第
一
一
一
の
慈
善
家
に
、

辻
類
な
い
最
高
の
道
徳
的
性
絡
を
、
す
な
わ
ち
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
「
抱
」

を
認
め
る
が
、
シ
一
フ
ー
は
第
一
の
悲
詩
家
に
、
た
だ
し
第
二
の
慈
善
的
行
為

を
踏
ま
え
た
よ
で
設
に
美
し
い
現
が
備
わ
る
と
復
定
す
る
な
も
ば
、
人
間
性

が
最
も
成
熟
し
た
道
能
的
性
格
を
、
す
な
わ
ち
「
美
し
い
魂
」
の
存
在
、
「
能
」

を
認
め
る
の
で
あ
る
。
…
一
一
日
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
第
一
の
慈
善
家
一
は
と

に
か
く
傾
向
性
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
の
で
、
彼
に
企
く
道
徳
拡
を
認
め
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ラ

i
は
、
コ
義
務
へ
の
傾
向
性
」
を
も
っ
第
一
の
慾

詩
家
に
道
徳
性
を
認
め
る
。
ま
た
第
三
の
慈
善
(
一
本
に
も
、
カ
ン
ト
と
同
様
に

道
徳
性
奇
認
め
る
が
、
設
は
領
向
性
に
一
切
魁

H

悲
し
な
い
の
で
、
被
に
シ
ラ

ー
が
主
張
す
る
「
簿
」
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ラ
;
が
な
ぜ
、
合
閥
的
な
道
諒
判
断
を
踏
ま
え
た
う
え
で
も
、
そ
の
実

行
に
は
感
性
の
力
も
、
あ
く
ま
で
権
科
と
し
て
で
あ
る
が
、
あ
っ
た
方
が
よ

い
と
設
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
と
開
わ
れ
る
と
、
テ
ク
ス
ト
上
に
明
白
な
震

設
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
ど
が
、
お
そ
ら
く
シ
ラ
i
の
患
想
彰
成
に
大
き

く
か
か
わ
っ
た
人
鰐
学
的
見
地
山
か
ら
、
前
節
で
指
撰
し
た
ガ
ン
ト
へ
の
硝

梯
的
か
っ
穣
極
的
な
批
判
を
形
成
し
、
期
柱
、
だ
け
に
よ
っ
て
行
為
が
連
成
さ

れ
る
と
い
う
感
性
の
は
た
ら
き
を
疫
外
損
し
た
理
論
に
対
し
て
、
シ

違
和
惑
を
詑
い
て
い
十
分
に
そ
の
出
向
を
説
明
す
る
の

会ミ

。1



い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
ケ
1

ル
、
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
シ
ラ

l
に
お
い

て
「
他
の
テ
!
?
行
為
に
関
す
る
道
徳
的
判
断
で
は
な
く
「
徳
」
の
、
つ

ま
り
「
人
間
の
道
徳
的
完
全
性
」
の
表
象
が
、
問
題
で
あ
る
」
川
と
一
一
一
一
口
わ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
と
感
性
が
同
じ
行
為
を
意
志

す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
い
っ
そ
う
義
務
を
果
た
し
ゃ
す
く
な
り
、
人
間
と
し

て
よ
り
道
徳
的
に
完
全
な
姿
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。

五
以
上
、
本
稿
に
お
い
て
、
シ
ラ

l
の
思
想
基
盤
で
あ
る
カ
ン
ト
倫
浬
学
に

対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
ど
の
程
度
こ
れ
を
踏
襲
し
、
ど
の
点
に
違
和
感
を
抱
き
、

自
ら
の
道
徳
論
を
形
成
す
る
上
で
何
を
否
定
し
た
か
っ
た
の
か
を
論
じ
た
。

す
な
わ
ち
、
シ
ラ

i
は
道
徳
的
行
為
に
関
す
る
意
志
規
定
に
つ
い
て
カ
ン
ト

に
同
意
す
る
た
め
、
問
者
は
道
徳
的
原
理
に
関
し
て
一
致
し
て
い
る
。
し
か

し
、
道
徳
的
行
為
の
実
行
に
関
し
て
、
道
徳
的
に
陶
治
さ
れ
た
感
性
の
役
割

を
積
極
的
に
認
め
な
い
カ
ン
ト
に
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
不
満
を
抱
く
。
と
い

う
の
も
、
シ
ラ
!
の
道
徳
論
で
は
、
単
に
道
徳
的
に
行
為
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
行
為
者
が
道
徳
的
に
な
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

シ
ラ
!
と
カ
ン
ト
は
、
道
徳
的
行
為
者
の
性
怖
に
閲
し
て
意
見
を
異
に
す
る

門

/

O

シ
ラ

i
と
カ
ン
ト
の
相
違
を
道
徳
的
動
機
づ
け
に
見
い
だ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
点
の
課
題
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
一
つ
は
、
こ
の
気
づ
き
は
、
行

為
で
は
な
く
行
為
者
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
関
し
て
、
現
代
徳
倫
理
学
の

手
法
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
両
者
に
相
違
は
あ
る
の
か
、
あ
る
な

ら
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
点
に
お
い
て
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
さ
し
あ
た

り
、
シ
ラ
!
の
道
徳
論
は
カ
ン
ト
の
道
徳
論
を
基
盤
と
す
る
の
で
、
道
徳
性

に
関
し
て
現
代
徳
倫
理
学
と
意
見
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
川
。
他
方

で
、
シ
ラ
ー
が
徳
を
説
く
と
き
、
そ
れ
は
道
徳
的
価
値
を
も
合
意
し
、
十
U

代

ギ
リ
シ
ア
の
思
想
「
カ
ロ
カ
ガ
テ
イ
ア

(
E
Z
E官同一
5)
」
が
想
起
さ
れ

る
川
。
こ
の
よ
う
な
「
義
務
論
的
徳
倫
理
」
と
で
も
い
う
べ
き
「
シ
ラ
l
の

道
徳
論
」
に
、
ま
さ
に
ア
ン
ス
コ
ム
が
目
論
ん
だ
徳
倫
理
学
の
復
興
の
兆
し

が
あ
る
仰
と
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
シ
ラ
|
道
徳
論
に
お

け
る
徳
倫
盟
学
と
カ
ン
ト
義
務
論
の
両
立
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余

地
が
大
い
に
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
こ
の
動
機
づ
け
の
差
異
が
、
教
育
心
理

学
に
お
け
る
「
内
発
的
動
機
づ
け
」
と
「
外
発
的
動
機
づ
け
」
の
区
別
と
関

連
し
う
る
な
ら
ば
、
シ
ラ
ー
の
道
徳
論
の
現
代
の
道
徳
教
育
に
対
す
る
意
義

は
何
で
あ
る
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
『
優
美
と

尊
厳
に
つ
い
て
』
だ
け
で
な
く
、
シ
ラ
ー
の
主
著
『
人
間
の
美
的
教
育
に
関

す
る
書
簡
』
に
お
け
る
「
遊
戯
」
概
念
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、

応
答
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
。
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注シ
ラ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
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て
、
∞
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一
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四
円
，

Z
∞認可
CEm門
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O
コ

」・

3
5
3
2
Z口
2

0

5
一
吉
山
宮
吉
ぞ
き
ロ
回
目
J
Z
-
∞O
Y
E
z
m
Z
士
。
む
再

(
Z
〉
と
略
記
)



に
拠
る
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
記
す
。
略
語
に
続
く
二
つ
の
ア
ラ

ビ
ア
数
字
は
順
に
、
巻
数
、
頁
数
を
示
す
。

ω
『
ベ
ル
リ
ン
月
刊
誌
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
ピ
!
ス
タ

i
(」
0
2
2
コ
同
コ
与

百
四
回
目
乏
か
ら
送
ら
れ
た
コ
忘
年
同
月

5
日
付
カ
ン
ト
宛
書
簡
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
は
シ
ラ
!
と
カ
ン
ト
が
直
接
や
り
と
り
を
す
る
き
っ
か
け
を
与
え

た。
ω
シ
ラ

i
と
カ
ン
ト
の
論
争
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
パ
イ
ザ

i
が
う

ま
く
ま
と
め
て
い
る
。
円
〔
回
2
2
ψ
明
，
「

a
g兵
伊
ま
ミ
ミ
・
虫
、
主
2
0
、
t
T
e
h

元町
1

閃)ぺむさミミ
5
3
・0
メ

F
円円一円一缶四コ門ゲコ℃『何回目
M
C
C戸
日

)

日

)

{

A

山市V
-
E
-

叫一

ω
道
徳
の
厳
格
主
義
者
に
つ
い
て
『
宗
教
諭
』
で
「
行
為
に
お
い
て
も
人
間
の

性
格
に
お
い
て
も
、
道
徳
的
中
間
を
で
き
る
限
り
認
め
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
は
、
道
徳
論
…
般
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

:
-
a

こ
の
よ
う
に

戯
し
い
考
え
方
を
愛
好
し
て
い
る
人
々
は
、
ふ
つ
う
厳
格
主
義
者
と
呼
ば
れ

る
」
(
〈
-
M
M
)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
直
後
の
文
中
に
あ
る
「
厳

格
な
決
定
法
」
に
脚
注
を
付
け
、
シ
ラ
!
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ

ン
ト
は
シ
ラ
ー
が
「
敢
格
主
義
者
」
と
呼
ぶ
人
た
ち
の
中
に
自
分
を
認
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
シ
ラ
!
も
当
該
箇
所
の
前
後
で
カ
ン
ト
に
言
及
し
て

い
る
の
で
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
カ
ン
ト
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る

G

ま
た
カ
ン
ト
は
同
じ
個
所
で
寛
容
主
義
者
に
つ
い
て

「
こ
れ
と
は
反
対
の
考
え
方
の
人
々
は
寛
容
主
義
者
と
呼
べ
る
」
(
〈
一
M
M
)

と

述

べ

て

い

る

こ

と

も

参

照

し

た

い

。

Q
J
Z

六

ozv
穴
ロ
コ
ロ

C
5
4
5
5
q
dま
汗
∞
QA--
】・

4

き
た
の
門
丘
町
凸

E
三
口
こ
S
C
ψ

℃'ヨ

ω
た
だ
し
注
意
す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。
こ
こ
で
シ
ラ

i
は
、
カ
ン
ト
の
思
想

が
単
に
「
た
の
し
み
の
た
め
に
理
性
的
に
行
為
す
る
こ
と
」
を
否
定
し
た
こ

と
を
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
カ
ン
ト
が
「
理
性
的
に
行
為
す
る

な
ら
ば
た
の
し
い
」
と
考
え
て
い
た
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

理
性
に
対
す
る
服
従
を
傾
向
性
の
客
体
と
す
る
た
め
に
、
た
の
し
み
を
引
き

合
い
に
出
す
手
法
は
シ
ラ
i
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
カ
ン
ト
の
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
c

カ
ン
ト
は
む
し
ろ
、
理
性
的
に
行
為
す
る
な
ら
ば
た
の

し
く
な
い
と
い
う
だ
ろ
う
。
道
徳
法
則
以
外
の
動
機
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
つ
ま
り
傾
向
性
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
快
な
感

情
は
、
紛
れ
も
な
く
た
の
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
感
情
は
道
徳

法
則
の
消
極
的
作
用
と
し
て
、
ひ
と
を
道
徳
的
に
動
機
づ
け
る
の
で
あ
る
。

ω
こ
こ
で
シ
ラ
ー
が
使
う
適
法
性
(
号
P
E
R
2
5
鴨
立
)
と
義
務
適
合
性

(
巳
お
℃
E
n
y
g
u
p
】
専
門
ユ
)
と
い
う
語
は
、
カ
ン
ト
が
『
基
礎
づ
け
』
や
『
実

践
理
性
批
判
』
で
用
い
て
い
る
「
義
務
に
適
っ
た
(
刀
E
C
2
5
5
∞
)
」
と
「
義

務
に
基
づ
い
た

2
5
勺
口
ζ
Z
)
」
に
対
応
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ラ
イ

ナ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
。
内
「

Z
'
m
m
S
E
J
3
F
v宣
言
え
〉
「
同
九
百
へ
品
-
ロ
ミ

口コミミ~ミ内向、目見町、.~uミ九円〉』門町之町可。、「同ミミミミ芯nh凡
な
陀

rSミ
ミ
~
ミ
ミ
~
u
n
h
。
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ

~
w
R
円
売
ロ
ミ

hpミ
F

ミミ~pdph~~町、.豆町一日目コ一】門戸『己・ぞ日出門吉一E32・一回目山
6
3
2リ

七
万

M
M
g
u
u
・

ω
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
。
へ
イ
ト
ン
は
、
「
カ
ン
ト
に
と
っ
て
行
為
は
、
そ
れ

に
快
が
伴
お
う
と
も
、
あ
る
い
は
快
の
欲
求
す
ら
伴
お
う
と
も
、
道
徳
的
価
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値
を
失
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
が
道
徳
的
価
値
を
失
う
の
は
、
そ

れ
が
快
に
基
づ
い
て
の
み
、
あ
る
い
は
傾
向
の
満
足
の
た
め
に
の
み
な
さ
れ

た
場
合
な
の
で
あ
る
」
(
七
一
三
と
述
べ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
は
「
私

は
、
私
の
格
率
が
普
通
的
法
則
と
な
る
べ
き
こ
と
を
私
は
ま
た
意
欲
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
仕
方
で
の
み
ふ
る
ま
う
べ
き
で
あ
る
」
(
[
〈
h
E
M
)

と
い
う
こ
と
を
道
徳
に
関
す
る
ご
く
普
通
の
理
性
認
識
か
ら
導
き
、
そ
し
て

「
あ
な
た
の
意
志
の
格
率
が
、
つ
ね
に
同
時
に
普
通
的
立
法
の
原
理
と
し
て

妥
当
し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
(
〈
岩
)
と
定
式
化
し
、
わ
た
し
た
ち
が

こ
の
基
準
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
べ
き
行
為
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
道

徳
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
「
カ
ン
ト
の
説
は
、
も
し
我
々
の
行
為

が
善
で
あ
る
べ
き
な
ら
、
義
務
の
動
機
が
傾
向
性
と
同
時
に
存
し
て
お
り
、

〔
行
為
の
〕
規
定
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
勺

h

右
)

の
で
あ
り
、
決
し
て
傾
向
性
は
道
徳
法
則
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か

つ
相
容
れ
な
い
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
ラ
イ
ナ
ー
も
、
「
義
務
か
ら
の
行
為

と
い
う
の
は
伺
時
に
い
か
な
る
場
合
に
も
傾
向
の
な
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
ど

こ
ろ
か
傾
向
に
反
す
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
が
、
必
然
的
に
そ
れ
の
本
質
を

な
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
誤
解
」
(
七
-
M
凶
)
が
あ
る
と
指
摘
し
、
義
務
に
基

づ
い
た
行
為
が
傾
向
性
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

だ
が
「
や
は
り
依
然
と
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
義
務
か
ら
の
行
為
が
同

時
に
積
極
的
な
傾
向
を
伴
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
倫
理
的
に
ま

っ
た
く
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」
(
若
山
C
a
ピ
)
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く

べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
御
子
柴
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
義
務
自
身
が
持

つ
力
と
傾
向
性
が
持
つ
力
と
の
開
の
緊
張
関
係
に
生
じ
る
格
率
の
「
強
さ
」
、

そ
れ
が
カ
ン
ト
の
言
う
徳
な
の
だ
が
、
こ
の
「
強
さ
」
を
測
定
す
る
ま
さ
に

。ぉ
gmm三
与
門
(
は
か
り
の
分
銅
)
と
し
て
傾
向
性
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
」

(
七
一
一
)
と
表
っ
え
る
の
が
よ
い
。
〔
リ
『
，

Z
・
」
{
》
戸
件
。
コ
リ
叫
j
r
n
(
リミ町内円三
E
~

94 

む
立
、
ミ
・
む
ご
て
角
川
、
込
一
匂
N
R
争
、
ミ
穴
む
ミ
v
-
~
ミ
へ
と
・
ミ
、
E
E』.。、去、

Z
E
n一
戸
コ
印
O
門戸ぱ

巴
門
戸
三
日

3
5、
「

E
E
q白
「
O
D己
o
p
-
h
v
h
↑Jvu

℃
℃
Eh
↑∞

z
u
c
u
m
2
コ

R
-
E込
」
勺
h
v
・
5
1品。一

御
子
柴
善
之
「
カ
ン
ト
の
「
傾
向
性
」
論
」
、
早
稲
田
大
学
哲
皐
命
日
編
『
フ

ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
第
幻
号
、
一
句
。
凶
年
、
苦
勺
0
1

吋一

的
カ
ン
ト
は
「
道
徳
(
玄
O

「
戸
一
)
」
と
い
う
語
を
使
う
と
き
、
傾
向
性
や
快
・
不

快
の
感
情
を
扱
う
「
実
践
的
人
間
学
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
経
験
的
部
門
を

切
り
離
し
、
合
理
的
部
門
の
み
を
扱
う
。
こ
の
と
き
、
人
間
を
感
性
か
ら
切

り
離
し
う
る
理
性
的
存
在
者
と
見
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
人
間
観
に
対
し
、

理
性
は
感
性
か
ら
切
り
離
し
え
な
い
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る

者
か
ら
の
批
判
は
、
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
参
照
有
福
孝
岳
・

坂
部
恵
他
編
『
縮
刷
版
カ
ン
ト
事
典
』
、
弘
文
堂
、
M
C
E
年
、
「
道
徳
哲
学

(
豆
。
s
f
E
一
O
M
O

勺一己
O
)

」
、
七
可
。
・

ω
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
シ
ラ
i
は
カ
ン
ト
と
異
な
る
「
自
律
(
全
白

〉
三
0
2
0
円
呂
町
ご
お
よ
び
「
自
由
主
5
3
・
2
F
2
)
」
の
考
え
を
も
っ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
簡
潔
に
い
う
と
、
「
出
律
」
に
関
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
理
性
的

存
在
者
と
し
て
自
ら
に
命
令
す
る
も
の
は
、
自
ら
立
法
し
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
外
的
な
も
の
で
も
実
定
的
な
も
の
で
も
な
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、
シ

一
フ
ー
は
、
人
間
に
つ
い
て
、
叡
知
界
に
お
け
る
理
性
的
存
在
者
の
側
面
だ
け



で
は
な
く
、
感
性
界
に
お
い
て
も
つ
べ
き
感
世
的
存
夜
者
の
慨
茜
も
あ
る
と
、

寸
な
わ
ち
理
性
と
感
性
と
い
う
ニ
つ
の
本
性
を
合
わ
せ
も
っ
と
想
定
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
自
ら
の
理
性
的
部
分
が
立
法
し
た
も
の
で
み
る
と
し
て

も
、
感
性
的
部
分
の
き
三
に
と
っ
て
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
、
自
ら
と
は
関

係
の
な
い
と
こ
ろ
で
務
手
に
法
め
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
。
し

た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
律
吋
、
シ
ラ
;
に
お
い
て
地
伸
と
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
偶
者
の
「
自
由
」
の
考
え
も
異
な
る
c

す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
告
白
」
と
は
、
議
徳
法
制
…
へ
自
ら
の
行
為

の
格
率
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
告
然
£
然
性
か
ら
解
故
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

し
か
し
、
シ
ラ
i
に
と
っ
て
「
器
市
」
と
は
、
あ
ら
や
る
強
制
制
か
ら
の
解
放
、

つ
ま
り
カ
ン
ト
が
示
し
た
告
白
だ
け
で
な
く
、
道
寵
法
制
問
へ
強
制
す
る
こ
と

か
ら
も
解
放
さ
れ
、
語
、
つ
の
意
芯
に
謀
っ
て
患
ち
の
状
態
を
規
定
す
る
こ
と

を
い
う
c

こ
の
詳
綿
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
今
後
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。

ω
会
出
蔦
箕
之
「
カ
ン
ト
実
践
宝
『
ナ
に
お
け
る
尊
敬
の
感
電
i
t
道
誌
に
お
け

る
融
機
、
も
し
く
は
執
行
の
諜
理
つ
へ
司
本
哲
般
常
…
制
第
ハ
引
号
、

学
に
お
い
内
総
敬
の
感
清
が
導
入
さ
れ
、
制
判
定
の
原
理
と
執
行
の
原
理
の

区
別
が
姿
を
消
し
た
」
(
℃
凶
一
∞
)
と
、
す
な
わ
ら
「
法
則
へ
の
時
敬
は
道
徳

性
へ
の
動
機
で
は
な
く
、
尊
敬
司
主
観
的
に
動
機
し
い
し
て
見
な
さ
れ
る
議
諮

性
そ
む
も
の
で
あ
る
」
〈
ぐ
ま
)
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
法
制
の
意
識

が
実
践
的
に
尊
敬
の
感
靖
密
告
さ
起
こ
す
過
程
か
ら
、
判
定
が
執
行
を
合
仕

事
態
が
生
じ
る
と
主
張
す
る
c

こ
れ
に
対
し
槍
詔
一
は
、
カ
ン
ト
実
践
哲
学
の

根
本
思
想
の
…
つ
で
あ
る
「
理
性
の
事
実
」
を
あ
げ
、
「
議
一
細
川
的
に
な
す
べ

き
こ
と
」
が
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
玄
い
難
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
も
、

「
道
語
法
制
」
は
ん
や
混
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
…
…
添
え
る
と
す
れ
ば
、
「
仰
が

な
さ
れ
る
べ
き
か
」
の
「
判
定
」
と
そ
れ
の
「
安
刊
」
と
が
別
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
(
カ
・

5N)
な
ど
の
さ
ま
さ
ま
な
根
拠
舎
が
し
「
批
判
期
に
お
い

て
も
、
力
ン
ト
が
当
初
「
「
執
行
」
と
の
車
引
と
し
て
提
起
し
た

論

点

は

決

し

て

放

奈

さ

れ

極

め

て

重

袈

な

役

割

を

担

い

読

江
主
と
主
張
す
る
。

つ
い
て
、
「
後
は
法
制
…
を
作
る
こ
と

け
て
い

リ
パ
イ
ザ
i
も
}

J
6
4

、
一
知
名
)
と
法
則
を
執
行
す
る

(REEFF3似
に
お
宮
乏
を
草
加
し
、
訟
川
仰

を
作
る
タ
ス
ク
を
専
ら
理
牲
に
、
専
ら
そ
れ
を
実
行
す
る
タ
ス
ク
を
穏
に
制
的

と
言
及
し
て
い

3
-
M
Sふ
さ
J

カ
ン
ト
実
践
哲
学
に
お
け
る
「
判
定
」

相
行
」
原
理
の
区
別
の
ゆ
く
え

l
m…
い
慌
の
事
実
と
尊
敬
の
臨
時

i
」、

『
日
本
カ
ン
ト
研
究
』
第
口
号
、

M
O

ニ
卸
小
、
毛
細

-3t
ミ
小
一
千
葉
鴻
「
カ
ン

ト
絵
理
学
に
お
け
る
道
格
的
動
機
づ
け
の
問
題
へ
吋
哲
学
・
思
想
論
議
加
第

持
号
、
三
平
年
、
…
6
3
iま

ミ
も
E

，，山
カ
ン
ト
は
コ
∞
0

年
代
以
降
の
論
理
学
に
関
す
る
主
た
る
著
作
の
中
で
こ
の

/'z
、、

て

い

な

い

山

蒸

丘

、

「

批

判

拐

の

カ

ン

ト

倫

明

M
O

日。
原
理
と

(
一
円
∞
刊
一
双
山

F
-
立
av円
以

M
W

∞

山
内
円
六
援
会
ヂ
ミ
ミ

¥
h
y
d
 

日
シ
ラ

i
問
謀
長
と
尊
厳
い
ず
れ
を
援
用
す
る
か
に
つ
い
て
「
人
間
は
き
ち

J'st

、

の
人
間
向
性
の
範
閣
内
で
達
成
で
き
る
…
拐
を
、
様
葉
を
も
っ
て
為
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
制
と
、
そ
れ
(
人
間
性
)
な
達
成
す
る
た
め
に
人
間

95 



は
自
ら
の
人
間
性
を
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
切
を
、
柑
時
厳
を
も
っ
て

為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
則
」
を
定
め
る

(
Q
Z〉
M
C
u

巴∞)。

そ
し
て
、
尊
厳
を
要
す
る
限
界
に
関
し
て
、
シ
ラ
!
は
「
主
観
の
特
別
な
限

界
」
あ
る
い
は
「
人
間
性
の
普
遍
的
制
限
」
が
あ
る
と
指
摘
す
る

(
Q
Z〉
M
C
U

巴
∞
)
。
そ
の
限
界
に
は
必
ず
、
人
的
的
な
も
の
と
感
性
的
な
も
の
と
の
抗
争

が
、
す
な
わ
ち
「
苦
悩
(
戸
2
骨
三
一
あ
る
い
は
「
悲
麟
的
な
状
況
」
が
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
優
美
と
噂
般
の
場
合
分
け
は
、
機
会
、
文
脈
、

状
況
に
存
す
る
。

(
U

『一∞
2
0
F
F
一〔f
℃
一
己

、、、，/
日
比

(
U

『一
Z
〉
M
C
a
M
ゆ
∞

〆
jat

、
、、、，/日

シ

ラ
i
は
学
生
時
代
、
人
間
学
を
研
究
す
る
哲
学
的
医
師
ア
ベ
ル
教
授
の
誹

義
を
最
も
好
ん
で
聞
い
て
い
た
。
当
時
流
行
し
て
い
た
人
間
学
と
は
、
デ
カ

ル
ト
に
由
来
す
る
心
身
二
元
論
に
対
し
て
人
聞
を
精
神
と
身
体
が
相
互
に

関
連
し
合
う
「
総
体
的
人
間
(
己

2
h
g
E
玄
口
コ
山
口
ケ
)
」
と
し
て
捉
え
よ
う
と

す
る
新
し
い
学
問
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
先
駆
者
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
プ

一ブ
i
ト
ナ
j

は
『
医
師
と
哲
学
者
の
た
め
の
人
間
学
』
(
一
コ
M
)

で
、
医
師

は
身
体
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
間
保
に
哲
学
者
は
精
神
だ
け
に
限

定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
参
照
一
津
田
保
夫

「
シ
ラ
!
の
文
学
的
人
間
学
」
、
大
販
大
学
一
一
一
一
口
語
文
学
部
編
『
一
一
一
一
口
諾
文
化
研

究
』
第
引
号
、

3

3

年
、
苦
-
一
3
1
N
C
M目

、1
冒
』
J
'

山

山

内

内

穴

α
z
u
F
H
F
Z∞

、、、，/口
た
し
か
に
、
『
宗
教
諭
』
の
シ
ラ
i
に
対
す
る
脚
注
に
お
い
て
、
「
自
ら
の
義

r
i
a

、、
務
の
遵
守
に
お
け
る
快
活
な
心
」
を
徳
の
顕
れ
と
し
て
み
る
と
き
、
カ
ン
ト

は
シ
ラ
!
の
「
美
し
い
魂
」
論
に
近
づ
く
可
能
性
を
見
い
だ
し
、
両
者
の
思

想
の
相
違
を
「
表
象
の
仕
方
」
で
し
か
な
い
と
認
め
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト

は
シ
ラ
ー
と
根
本
的
に
人
間
観
が
異
な
る
の
で
、
「
徳
」
そ
の
も
の
の
見
解

は
一
致
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
シ
ラ
i
は
、
人
間
の
感
性
的
本
性
と
理
性

的
本
性
は
本
来
一
つ
で
あ
っ
た
も
の
を
分
割
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
岡
本

性
の
一
致
は
本
一
倒
的
に
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
カ
ン

ト
は
、
感
性
的
本
性
を
理
性
的
本
性
か
ら
絶
対
的
に
区
別
す
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
シ
ラ
;
に
お
け
る
「
徳
」
と
は
、
人
間
の
感
性
的
本
性
が
理
性
と

調
和
す
る
よ
う
に
陶
冶
さ
れ
た
状
態
、
す
な
わ
ち
「
美
し
い

J

魂
」
を
も
つ
こ

と
で
あ
る
。
対
照
的
に
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
徳
」
と
は
、
主
観
的
に
善
い

と
思
う
こ
と
に
つ
い
て
客
観
的
に
も
善
い
も
の
だ
と
判
断
す
る
性
癖
を
、
つ

ま
り
道
徳
的
実
践
的
原
理
と
す
る
う
ぬ
ぼ
れ
(
間
前
日

E
E
Z一
)
を
恨
絶
さ
せ

る
「
意
志
の
道
徳
的
強
さ
」
の
こ
と
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
は
個
々

の
行
為
を
道
徳
的
に
お
こ
な
う
た
め
に
、
常
に
義
務
を
意
識
し
、
正
し
い
行

為
を
す
る
心
情
え
の
こ
と
を
徳
と
見
な
す
。
対
し
て
シ
ラ
i
は
カ
ン
ト
と
異

な
り
、
行
為
者
を
道
徳
的
存
在
に
す
る
た
め
に
、
義
務
を
意
識
せ
ず
に
、
正

し
い
行
為
が
で
き
る
よ
う
な
人
間
そ
れ
自
体
を
徳
と
見
な
す
。
口
一
回
日
一
口
下
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炉、「一万〉白山[一
E
-
n
M
C
町一三
C
円
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々
・
印
R
2
5
2
J
Q
E
h一己目。「穴
g
t
h
5
-
N
2
2
0
コ巳一-山口】¥

~υ
と
に

chc、
守
門
む
さ
、
た
ど
'
M
C
}
C
W

℃℃
}
C
∞h
F
1
}
c
c
u

日
パ
イ
ザ
i
も
、
徳
倫
理
学
は
原
理
よ
り
も
徳
に
第
一
義
的
重
要
性
を
与
え
る

が
、
シ
ラ
ー
は
そ
の
逆
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
内
〔
∞

2
口七

E
F
毛
∞
ア
沼

、1
冒
』
J
'ω

日
∞
白
一
山
口
F
E
E
J
3
5
t
∞
汗
平
山
敬
一
一
「
シ
ラ
!
の
美
学
思
想
ー
そ
の
古
典



主
義
の
特
質
|
」
、
聖
徳
大
学
編
『
研
究
紀
要
』
第
{
∞
号
、
一
。
∞
凶
年
、
℃
N
M
U

永
野
羊
之
輔
「
シ
ラ
l

「
美
し
い
魂
論
」
の
古
典
主
義
i
モ
c
E
E
E
と

r
z
s
r
n一
丘
、
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
お
巻
第

i
号
、
一
由
主
年
、

七七一
ωcs
ご
ま
た
パ
イ
ザ
i
は
、
「
カ
ロ
カ
ガ
テ
ィ
ア
と
は
美
し
く

(
E
Z
M
)

か
つ
善
い
(
片
N
G
E
E
C
M
)

人
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
〔

9

・
〕
そ
し
て
カ
ロ
カ

ガ
テ
ィ
ア
を
も
つ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て
正
し
く
て
適
切
な
態

度
に
関
す
る
明
確
で
慎
重
な
認
識
を
も
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
」
(
勺
∞
凶
)
と
紹

介
す
る
。

ω
c，

〉

5
8
2
F
口

ロ

三

重

c
E・2
Z
c
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U
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1
E
S守
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K
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M
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こ
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や
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ひ
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