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【【
１１
】】  

はは
じじ
めめ
にに――

「「
西西
洋洋
倫倫
理理
思思
想想
史史
ⅠⅠ
（（
古古
代代
・・
中中
世世
））」」
かか
らら

「「
倫倫
理理
思思
想想
史史
ⅠⅠ
」」
へへ  

  

ま
ず
こ
の
た
び
、
私
が
筑
波
大
学
を
定
年
退
職
す
る
に
あ
た
り
、
多
く
の

方
々
に
よ
る
準
備
と
ご
参
加
の
も
と
、
こ
う
し
て
お
話
す
る
機
会
を
与
え
て

下
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

さ
て
、
筑
波
大
学
に
お
け
る
私
の
看
板
科
目
は
人
文
学
類
の
「
西
洋
倫
理

思
想
史
Ⅰ
（
古
代
・
中
世
）」
と
い
う
科
目
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
私
の
筑

波
大
学
で
の
使
命
は
「
古
代
・
中
世
」、
特
に
中
世
の
倫
理
思
想
の
専
門
家

と
し
て
教
育
・
研
究
活
動
に
あ
た
る
こ
と
に
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
通
り
人
文
系
の
学
問
は
冬
の
時
代
を
迎
え
て
い

る
。
人
文
学
類
の
「
西
洋
倫
理
思
想
史
Ⅰ
（
古
代
・
中
世
）」
は
「
倫
理
思

想
史
Ⅰ
」
に
改
称
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
筑
波
大
学
で
も
文
系
の
教
育
組
織
は

縮
小
し
て
成
立
す
る
よ
う
に
、「
古
代
・
中
世
」
を
看
板
と
す
る
私
の
後
任

は
お
そ
ら
く
採
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
事
態
を
受
け
入
れ
る
形
で
改

組
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
私
は
断
腸

の
思
い
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
最
後
の
機
会
と
し
て
、
筑
波
大
学
に
お
い
て
「
古

代
・
中
世
」、
特
に
中
世
の
倫
理
思
想
の
専
門
家
と
し
て
、
私
が
自
ら
の
使

命
と
し
て
理
解
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、

目
一
杯
「
大
風
呂
敷
」
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。「
言

い
た
い
こ
と
を
存
分
に
言
う
」
こ
と
を
旨
と
し
、
そ
の
結
果
、
や
や
思
い
切

っ
て
図
式
化
（
単
純
化
）
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
場
に
免
じ
て
ご
容
赦
願
い
た
い
。 

 
 

【【
２２
】】  

西西
洋洋
古古
代代
・・
中中
世世
とと
近近
代代――

そそ
のの
一一
般般
的的
意意
味味  

  

＊＊
「「
近近
代代
」」
とと
はは
何何
かか 

 

さ
て
、
私
は
西
洋
「
古
代
・
中
世
」、
特
に
中
世
の
倫
理
思
想
の
専
門
家

と
し
て
、
自
ら
の
使
命
を
「
近
代
を
相
対
化
す
る
視
点
を
学
生
（
学
群
生
・
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大
学
院
生
）
に
提
示
す
る
こ
と
」
と
し
て
考
え
て
お
り
、
そ
う
し
た
立
場
か

ら
、
学
生
諸
君
に
対
し
て
い
さ
さ
か
挑
発
的
に
指
摘
す
る
形
で
授
業
を
展
開

し
て
き
て
い
た
。
ま
ず
、
西
洋
の
古
代
・
中
世
の
知
見
を
も
っ
て
相
対
化
す

べ
き
「
近
代
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
そ
の
一
般
的

な
意
味
に
つ
い
て
の
私
の
理
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。 

 

M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
政
治
体
制
と
し
て
の
民
主
主
義
、
経
済

体
制
と
し
て
の
資
本
主
義
、
社
会
的
現
実
と
し
て
、
人
々
が
組
織
の
中
で
生

き
る
と
い
う
意
味
で
の
官
僚
制
が
近
代
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
。
20
世
紀

に
は
社
会
主
義
と
い
う
経
済
体
制
が
成
立
し
た
が
、
資
本
主
義
か
ら
派
生
し

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
現
実
に
は
ソ
連
の
崩
壊
や
中
国
に
お
け
る
社

会
主
義
の
変
質
の
結
果
、
21
世
紀
の
現
代
は
や
は
り
資
本
主
義
が
支
配
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

 

他
方
、
政
治
思
想
史
の
専
門
家
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
特
徴
は
「
合
法
的
暴

力
装
置
の
独
占
的
支
配
」
に
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
政
府
が
警
察
と
軍
隊

と
を
一
元
的
に
支
配
す
る
と
い
う
「
主
権
国
家
」
が
近
代
の
特
徴
で
あ
る
。

今
日
、「
主
権
国
家
」
と
い
う
枠
組
み
は
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば

中
学
校
社
会
科
の
公
民
的
分
野
に
お
い
て
は
「
国
家
の
三
要
素
＝
主
権
・
領

土
・
国
民
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
あ
た
か
も
数
学
の
定
理
で
あ
る
か
の
よ
う

に
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
主
権
」
と
い
う
概

念
の
歴
史
は
新
し
く
、
近
代
初
頭
の
政
治
学
者
Ｊ
・
ボ
ダ
ン
に
由
来
す
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。 

 

私
と
し
て
は
、「
近
代
」
の
典
型
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
強
力
な
官
僚
団
を
従

え
た
君
主
が
広
大
な
領
土
と
国
民
（「
臣
民
」）
を
一
元
的
に
支
配
す
る
絶
対

主
義
王
制
の
そ
れ
で
あ
る
。
通
常
の
歴
史
叙
述
で
は
、
絶
対
主
義
王
制
か
ら

民
主
主
義
国
家
へ
と
近
代
化
が
「
進
歩
」
す
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
常
識
に
反
し
て
、
私
は
民
主
主
義
へ
の
動
き
は
む
し

ろ
「
中
世
」
的
な
ベ
ク
ト
ル
に
よ
る
揺
り
戻
し
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
判
断
の
根
拠
に
つ
い
て
詳
述
す
る
こ
と
は
省
く
が
、
一
例
と
し
て

イ
ギ
リ
ス
の
王
権
を
抑
制
し
よ
う
と
し
た
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
の
背
後
に
あ
っ

た
勢
力
は
「
中
世
的
な
」
封
建
諸
侯
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
指
摘
し
て
お

き
た
い
。 

＊＊
「「
中中
世世
」」
とと
はは
いい
かか
なな
るる
時時
代代
・・
社社
会会
でで
ああ
るる
のの
かか  

 

で
は
、
こ
う
し
た
「
近
代
」
を
相
対
化
す
る
「
中
世
」
と
は
い
か
な
る
時

代
・
社
会
で
あ
る
の
か
。
一
口
に
「
中
世
社
会
」
と
言
っ
て
も
そ
の
歴
史
的

展
開
は
複
雑
で
あ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
一
般
に

「
封
建
社
会
」
と
し
て
知
ら
れ
る
「
分
権
的
」
な
、
つ
ま
り
政
治
的
に
多
元

的
な
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
「
近
代
」

的
な
「
主
権
国
家
」
が
存
在
せ
ず
、
無
数
の
政
治
勢
力
（
領
主
た
ち
）
が
合

従
連
衡
を
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
で
あ
る
。
無
論
、
領
主
（
騎
士
・

貴
族
諸
侯
）
た
ち
の
間
に
は
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
階
層
が
あ
り
、
主
従
関
係

で
結
ば
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
一
種
の
限
定
的
な
契
約
も
し
く
は
同
盟
関

係
に
近
い
流
動
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
政
治
的
多
元
性
の
中
に
あ

っ
て
、
人
々
は
強
力
な
主
権
国
家
の
保
護
の
も
と
に
生
き
る
今
日
の
我
々
と

は
異
な
っ
た
感
覚
の
中
に
生
き
て
い
た
。
特
に
領
主
層
以
上
の
人
々
は
、
主

14
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君
も
家
臣
も
同
格
の
者
も
互
い
に
何
時
敵
に
回
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う

緊
張
関
係
の
中
に
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
う
し
た
基

本
的
人
間
不
信
の
環
境
の
中
で
人
間
性
に
対
す
る
信
頼
を
つ
な
ぎ
止
め
る

唯
一
の
普
遍
的
な
絆
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
中
世
初
頭
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族

移
動
の
時
代
か
ら
、
教
会
は
対
立
す
る
政
治
勢
力
の
間
を
調
停
す
る
役
割
を

演
じ
て
き
た
。
中
世
に
お
い
て
精
神
的
権
威
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
、

社
会
の
平
和
と
秩
序
の
基
本
的
源
泉
で
あ
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
の

は
、
世
俗
的
な
政
治
秩
序
の
頂
点
に
立
つ
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
が
教
会
の
頂
点

に
立
つ
教
皇
か
ら
「
戴
冠
」
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
中
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
社
会
は
し
ば
し
ば
「
一
つ
の
中
心
を
も
つ
円
で
は
な
く
、
教
皇
と
皇
帝

と
い
う
二
つ
の
焦
点
を
も
つ
楕
円
」
に
喩
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
元
的

な
政
治
勢
力
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
精
神
的
権
威
の
も
と
に
統
一
を
な
し

て
い
た
、
と
い
う
の
が
中
世
社
会
の
一
般
的
概
観
で
あ
る
。 

＊＊
西西
洋洋
中中
世世
はは
「「
暗暗
黒黒
時時
代代
」」
かか
？？  

 

日
本
で
は
、
一
般
に
は
未
だ
「
西
洋
中
世
暗
黒
時
代
」
史
観
に
も
と
づ
く

教
育
が
普
及
し
て
い
た
り
し
て
い
て
、
西
洋
中
世
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
思
い

を
抱
く
人
も
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
歴
史
観
の
中
に

は
「
近
代
化
」
を
も
っ
て
無
条
件
に
善
と
み
な
す
方
向
に
誘
導
す
る
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
あ
る
。
そ
う
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
西
洋
中
世
を
「
神
中
心
で
自

由
の
無
か
っ
た
」
時
代
、
近
代
を
「
人
間
中
心
へ
と
解
放
さ
れ
た
」
時
代
と

称
し
て
近
代
を
称
揚
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
30
世
紀
く
ら
い
の
歴
史
学

者
か
ら
見
る
と
、
今
日
我
々
が
「
近
代
」
と
呼
ぶ
時
代
に
つ
い
て
「
国
家
中

心
で
、
人
間
に
自
由
が
無
か
っ
た
」
時
代
と
評
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

し
た
見
方
は
、
国
家
の
す
べ
て
を
動
員
し
た
「
総
力
戦
」
と
な
っ
た
何
度
か

の
「
世
界
大
戦
」
の
事
例
を
見
れ
ば
首
肯
さ
れ
る
と
思
う
。
さ
ら
に
、「
人
・

モ
ノ
・
カ
ネ
」
が
国
境
を
越
え
て
動
く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
社
会
を
迎
え
た
今
日
、

も
は
や
「
主
権
国
家
」
中
心
の
物
の
考
え
方
も
限
界
を
示
し
つ
つ
あ
り
、
そ

う
し
た
中
で
「
主
権
国
家
」
の
枠
を
超
え
た
発
想
を
も
つ
こ
と
が
重
要
と
さ

れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
未
来
の
歴
史
家
は
わ
れ
わ
れ
が
「
現
代
」
と
呼
ぶ

こ
う
し
た
21
世
紀
初
頭
を
ど
う
見
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
資

本
」、
す
な
わ
ち
聖
書
が
神
と
対
置
し
た
「
マ
ン
モ
ン
」
が
支
配
す
る
時
代

と
呼
ば
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
な
基
本
的
立
場
か
ら
、
私
は
「
近
代
」
優
位
を
自
明
視
す
る
学

生
諸
君
に
対
し
て
敢
え
て
挑
発
的
な
授
業
を
行
っ
て
き
た
。
で
は
、
倫
理
思

想
史
に
お
い
て
私
の
専
門
的
知
見
か
ら
「
近
代
」
を
相
対
化
す
る
視
点
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

【【
３３
】】  

倫倫
理理
学学
にに
おお
けけ
るる
古古
代代
・・
中中
世世
とと
近近
代代
以以
降降  

  

事
典
の
類
い
で
も
周
知
と
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
が
、
古
代
・
中
世
と
近
代

以
降
と
で
は
倫
理
学
の
「
問
い
」
に
変
化
が
生
じ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
①
古
代
・
中
世
に
お
い
て
倫
理
学
は
「
い
か
な
る
人
に
な
る

べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
基
本
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
人
が
人
と
し
て
」
あ

る
べ
き
姿
を
問
い
求
め
る
徳
倫
理
学
で
あ
る
。 

15
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こ
れ
に
対
し
て
、
②
近
代
以
降
に
お
い
て
倫
理
学
は
「
い
か
に
行
為
す
べ

き
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
る
学
問
、
す
な
わ
ち
行
為
の
指
針
を
与
え
る
も

の
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
倫
理
学
の
立
場
は

「
功
利
主
義
か
義
務
論
か
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
 

「
い
か
な
る
人
と
な
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ

と
の
帰
結
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
多
様
な
価
値
観
」
に
優
劣
を
認
め
な
い
相

対
主
義
へ
の
傾
向
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
と
、「
自
己
決
定
権
の
絶
対

化
」
と
い
う
こ
と
と
が
結
び
つ
い
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
倫
理
学
者
た
ち
の

間
に
お
い
て
も
、
一
般
の
人
々
の
倫
理
的
常
識
に
お
い
て
も
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ

ル
の
「
他
者
危
害
の
原
則
」、
通
俗
的
に
言
え
ば
「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
さ

え
し
な
け
れ
ば
何
を
し
て
も
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
と
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
倫
理
学
の
問
題
が
「
正
し
い
行
為
の
基
準
」
に
集
中

し
て
く
る
と
、「
善
い
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
よ
り
は
「
悪
い
こ
と
を
し
な

い
」
と
い
う
方
向
に
関
心
が
向
か
う
の
で
、
結
局
倫
理
学
の
仕
事
は
法
学
と

大
し
て
変
わ
ら
な
く
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
②
の
近
代
以
降
の
倫
理
学
の
立
場
を
と
る
人
々
の
視
点
か

ら
は
、「
い
か
な
る
人
と
な
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
は
「
倫
理
学
」
も
し

く
は
「
哲
学
」
が
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ

ら
く
そ
う
し
た
人
々
は
、
そ
う
し
た
問
い
は
「
心
理
学
」
も
し
く
は
「
教
育

学
」
の
問
い
だ
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

そ
う
し
た
自
己
限
定
は
倫
理
学
の
矮
小
化
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
仮
に

「
い
か
な
る
人
と
な
る
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
が
心
理
学
・
教
育
学
の
問
い

だ
と
言
う
な
ら
ば
、
私
は
心
理
学
・
教
育
学
こ
そ
が
倫
理
学
の
内
実
で
あ
る

べ
き
だ
、
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。
実
際
、
私
は
授
業
で
20
世
紀
の
い
わ
ゆ

る
「
人
格
主
義
心
理
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
、
た
と
え
ば
Ａ
・
マ
ス
ロ
ー

な
ど
を
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
現
代
版
」
と
い
っ
た
形
で
紹
介
し
て
い
る
。

マ
ス
ロ
ー
の
「
自
己
実
現
者
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
幸
福
な
人
間 
eudaim

ôn

」
と
は
き
わ
め
て
特
徴
が
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

で
は
、
近
代
以
降
の
倫
理
学
が
な
ぜ
「
い
か
な
る
人
と
な
る
べ
き
か
」
と

い
う
問
い
を
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
問
題
は
倫
理
学
史
上
の
大
問

題
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
社
会
構
造
の
変
化
と
い
っ
た
角
度
か
ら
の
説
明

が
な
さ
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
敢
え
て
こ
の
問
題

を
思
想
史
に
内
在
的
な
立
場
か
ら
見
て
み
た
い
。
私
の
見
立
て
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
形
而
上
学
の
否
認
」
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
い
か
な
る
人
に
な
る
べ
き
か
」
を
問
う
徳
倫
理
学
は
、「
人
間
の

自
然
本
性
」
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。 

 
 

【【
４４
】】  

形形
而而
上上
学学
のの
可可
能能
性性  

 
＊＊
「「
形形
而而
上上
学学
」」
のの
意意
味味  

 

「
人
間
の
自
然
本
性
」
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
、
こ
こ
で
「
形
而
上
学
」

と
い
う
一
見
倫
理
学
を
離
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ

る
。 

16
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日
本
語
で
「
形
而
上
学
」
と
訳
さ
れ
る
、m

etaphysica

（
近
代
語
、
た
と
え

ば
英
語
でm

ataphysics

）
と
い
う
語
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
遡
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
を
編
纂
し
て
い
た
古
代
の
文
献
学
者
た
ち
は
、
今
日

「
自
然
学 physica

」
と
訳
さ
れ
て
い
る
著
作
の
後
に
続
く
形
で
一
群
の
章

か
ら
な
る
大
き
な
著
作
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
こ
れ
を
「
自
然
学
の
後
の

一
群
の
著
作 ta m

eta ta physica

」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
内
容
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
自
身
が
「
第
一
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。「ta m

eta ta 

physica

」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
の
呼
称
に
登
場
す
る
前
置
詞
「m
eta

」
は
、

「
後
の
」
と
い
う
素
朴
な
意
味
で
あ
っ
た
が
、「
を
超
え
た
」
と
い
う
意
味

も
あ
る
。
か
く
し
て
、
も
と
も
と
は
「
自
然
学
の
後
の
」
書
物
を
意
味
し
て

い
た
「m

etaphysica

」
は
、「
自
然
学
を
超
え
た
」
学
問
と
し
て
の
「
形
而

上
学
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。 

 

今
日
一
般
に
は
、「
形
而
上
学
」
と
は
、「
感
覚
的
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ

（
す
な
わ
ち
「
超
越
」
な
い
し
「
知
性
」
の
世
界
）
に
、
感
覚
世
界
の
諸
事

物
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
、
感
覚
的
世
界
に
あ
る
も
の
よ
り
も
よ
り
優
れ
た

か
た
ち
で
存
在
す
る
と
す
る
考
え
方
」
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
典
型
的
な
形
而
上
学
は
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア

論
」
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
と
は
、
感
覚
的
な
世
界
の
様
々
な

存
在
者
の
原
型
が
感
覚
的
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
る
思
想
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
予
め
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
感
覚
的
世
界
を
超
え
た
」
な

い
し
は
「
超
越
的
」
な
「
形
而
上
学
」
の
世
界
を
示
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
形
而
上
学
的

世
界
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
示
す
」
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
が
後
述
す
る
近
代
以
降
の
「
形
而
上
学
否
認
」
の
思
想
傾
向
と
結

び
つ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

実
際
、
形
而
上
学
的
世
界
に
つ
い
て
語
る
人
々
は
大
変
な
苦
労
を
強
い
ら

れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
と
い
え
ば
誰
も
が
イ
デ
ア
論
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
著
作
の
中
で
「
イ
デ
ア
」
に
つ
い
て
直
接
論
じ
た
こ
と
は

な
く
、
す
べ
て
神
話
的
な
比
喩
の
形
で
し
か
語
っ
て
い
な
か
っ
た
。
プ
ラ
ト

ン
哲
学
の
内
実
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
内
部
で
展
開
さ
れ
て
い
た
「
対
話
法 

dialektikē

」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は
直
接
書
物
に
は
著
さ

れ
て
は
い
な
い
。
公
刊
さ
れ
た
「
対
話
篇
」
の
中
で
は
、
そ
う
し
た
「
対
話

法
」
に
勤
し
む
哲
学
者
た
ち
の
「
魂
」
が
「
知
性
的
」
な
い
し
は
「
超
越
的
」

な
「
形
而
上
学
」
的
世
界
の
中
を
い
か
に
動
く
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
あ
た

か
も
「
神
の
視
点
か
ら
見
た
」
か
の
よ
う
な
神
話
的
表
象
の
も
と
に
メ
タ
フ

ァ
ー
の
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

 

「
形
而
上
学
」
の
語
源
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
戻
ろ
う
。
哲
学
史
の

常
識
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
を
批
判
し
た
と

い
う
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
の
「
第
一
哲
学
」
と

し
て
の
「
形
而
上
学
」
で
問
題
と
し
た
の
は
「
イ
デ
ア
」
で
は
な
く
「
本
質
」

と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
。「
本
質
」
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
用
い

た
言
葉
で
は
「to ti ēn einai

」
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
～

と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
関
係
副
詞
節
で
あ
っ
た
。
後
に
な

17
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っ
て
、
こ
れ
が
ラ
テ
ン
語
の
「essentia

」
、
ド
イ
ツ
語
の
「W

esen

」
と
い

っ
た
一
つ
の
単
語
で
表
現
さ
れ
る
哲
学
用
語
と
な
り
、
日
本
語
で
は
「
本
質
」

と
訳
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
諸
々
の
事
物
、

特
に
彼
が
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
生
命
を
持
っ
た
事
物
の
「
何
で
あ
る
の

かto ti ēn einai
」
は
形
而
上
学
的
実
在
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
こ

の
「
本
質
＝
何
で
あ
る
の
か
」
と
「
自
然
本
性
」
と
は
ほ
と
ん
ど
重
な
る
意

味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
人
間
の
「
本
質
」、
す
な
わ
ち
「
人
間
と

は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
は
「
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き

姿
」
と
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
れ
が
「
知

性
的
な
」
世
界
の
中
に
あ
る
種
の
実
在
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。 

 

そ
の
後
「
形
而
上
学
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
世
界
創
造
」
と
い
う
思
考

枠
組
み
と
結
び
つ
く
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
形
而
上
学
的
対
象
も
、
世

界
の
創
造
者
と
し
て
の
神
も
、
感
覚
的
な
世
界
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
示
唆
さ

れ
る
感
覚
的
な
世
界
に
お
け
る
諸
事
物
の
根
拠
と
し
て
示
唆
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。 

 

詳
細
な
展
開
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
そ
の
後
「
形
而
上
学
」
は
古
代

末
期
か
ら
中
世
に
い
た
る
ま
で
の
代
表
的
な
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
展
開

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
は
「
直
接
的
に
示
す
こ
と
は
不
可
能
な
も
の
」

を
い
か
に
し
て
示
そ
う
と
す
る
か
、
と
い
う
苦
闘
の
歴
史
で
あ
っ
た
。 

＊＊
近近
代代
以以
降降
のの
哲哲
学学
とと
形形
而而
上上
学学
放放
棄棄
へへ
のの
方方
向向
性性  

 

近
代
以
降
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
哲
学
者
た
ち
の
間
で
は
「
形
而
上
学
」

に
対
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
が
支
配
的
と
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
思
い
切
っ
て
単
純
化
し
た
言
い
方
で
あ
っ
て
、
例
外
的
な

人
物
や
動
き
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
。 

 

た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
は
『
純
粋
理
性
批
判
』（
理

論
哲
学
）
に
お
い
て
、
形
而
上
学
的
テ
ー
マ
（「
神
が
存
在
す
る
の
か
」、「
世

界
は
創
造
さ
れ
た
の
か
」、「
魂
は
不
滅
か
」、「
意
志
は
自
由
で
あ
る
の
か
」

な
ど
）
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
人
間
の
理
性
の
限
界
を
超
え

て
い
る
が
ゆ
え
に
、
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
た
。
つ
ま
り
彼
は

少
な
く
と
も
理
論
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
「
形
而
上
学
」
は
「
学
問

( W
issenschaft)

」
と
し
て
成
立
し
な
い
、
と
主
張
し
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ

と
も
興
味
深
い
こ
と
に
、
カ
ン
ト
は
意
志
の
自
由
に
つ
い
て
は
『
実
践
理
性

批
判
』
に
お
い
て
、
我
々
は
道
徳
法
則
に
直
面
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
人
間

の
意
志
は
自
由
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
「
認
識
」
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
道
徳
「
形
而
上
学
」
の
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
二
冊
の
著

作
（『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』『
道
徳
形
而
上
学
』）
を
著
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
私
自
身
に
よ
る
「
形
而
上
学
の
弁
証
」、
す
な
わ

ち
形
而
上
学
は
む
し
ろ
実
践
的
な
場
面
の
中
で
意
味
を
示
し
う
る
と
い
う

視
点
と
も
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。 

近
代
以
降
の
「
形
而
上
学
放
棄
」
の
方
向
性
を
よ
り
貫
徹
し
た
仕
方
で
示

し
て
い
る
の
は
、
自
然
科
学
の
方
法
論
の
絶
対
化
し
た
思
想
と
い
う
べ
き
、

20
世
紀
初
頭
の
論
理
実
証
主
義
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
経
験
的
な

方
法
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
も
反
証
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
が
ゆ

18
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え
に
形
而
上
学
的
命
題
は
、「
偽
」
で
あ
る
以
前
に
「
無
意
味
」
で
あ
る
と

し
、
形
而
上
学
を
全
面
的
に
排
除
し
た
。 

 
【【
５５
】】  
形形
而而
上上
学学
とと
倫倫
理理
学学――

「「
自自
然然
本本
性性
」」
なな
るる
もも
のの
のの
存存
在在  

 

＊＊
唯唯
名名
論論――

中中
世世
にに
おお
けけ
るる
近近
代代
的的
方方
向向
のの
兆兆
候候  

 

中
世
哲
学
に
お
け
る
有
名
な
ト
ピ
ッ
ク
の
一
つ
と
し
て
「
普
遍
論
争
」
が

挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
き
わ
め
て
ロ
ジ
カ
ル
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
形
而
上
学
を
通
じ
て
倫
理
学
に
も
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
普
遍
論
争
」
と
は
、「
形
而
上
学
が
成
立
す

る
と
い
う
立
場
」
対
「
成
立
し
な
い
と
い
う
立
場
」
と
の
論
争
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
普
遍
論
争
に
お
い
て
、
普
遍
の
実
在
を
認
め
る
「
実
在

論
」
は
形
而
上
学
的
存
在
者
を
認
め
る
立
場
で
あ
り
、
感
覚
で
知
ら
れ
る
個

別
的
現
象
の
実
在
し
か
認
め
な
い
「
唯
名
論
」
は
形
而
上
学
の
否
認
・
唯
物

論
的
傾
向
に
結
び
つ
く
。 

 

後
期
以
降
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
展
開
を
見
て
み
る
と
、
オ
ッ
カ
ム
な
ど
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
系
の
学
者
た
ち
の
間
に
は
唯
名
論
的
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
う

し
た
傾
向
の
行
き
着
く
先
に
近
代
哲
学
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
世
後
期
か
ら

近
代
へ
と
向
か
う
哲
学
史
上
の
一
連
の
流
れ
は
、
唯
名
論
的
な
方
向
の
哲
学

が
力
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
形
而
上
学
が
放
棄
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 

＊＊
徳徳
倫倫
理理
学学
のの
放放
棄棄
とと
唯唯
名名
論論  

 

形
而
上
学
の
運
命
を
め
ぐ
る
以
上
の
動
き
と
倫
理
学
と
の
接
点
を
な
す

の
は
「
自
然
本
性natura

＝physis

」
な
る
も
の
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。「
い
か
な
る
人
に
な
る
べ
き
か
」
と
問
う
古
代
・
中
世
の
倫

理
学
は
「
人
が
人
と
し
て
」
あ
る
べ
き
姿
を
問
い
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
が
「
徳
倫
理
学
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
徳
倫
理
学
は
「
人
間
の

あ
る
べ
き
姿
」
を
基
準
し
、
こ
れ
を
探
究
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
「
人

間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
」、
す
な
わ
ち
規
範
的
意
味
を
お
び
た
「
人
間
ら

し
さ
」
を
、
伝
統
的
に
は
「
人
間
の
自
然
本
性
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
「
人
間

の
自
然
本
性
に
適
っ
て
い
る
」
人
は
「
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
」
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
徳
の
あ
る
人
」、「
人
間
の
自
然
本
性
に
適
っ
て
い

な
い
・
欠
落
し
た
」
人
は
「
悪
徳
・
不
徳
の
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

実
在
論
対
唯
名
論
と
い
う
、
一
見
抽
象
的
な
議
論
は
、
こ
の
「
人
間
の
自

然
本
性
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
の
か
、
な
い
と
考
え
る
の
か
と
い

う
形
で
倫
理
学
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
「
人
間
の
自
然
本
性 natura 

hum
ana

」
な
る
も
の
の
実
在
を
認
め
な
い
唯
名
論
的
立
場
は
、「（
理
想
的
・

あ
る
べ
き
）
人
間
ら
し
さ
」
を
認
め
な
い
。
こ
う
し
た
唯
名
論
の
立
場
か
ら

は
、
各
自
に
と
っ
て
「
良
い
」
と
思
わ
れ
る
も
の
が
す
な
わ
ち
「
良
い
」
と

み
な
さ
れ
る
相
対
主
義
の
立
場
が
帰
結
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
に
お
い
て
、
各
人
に
そ
う
思
わ
れ
る
も
の
が
す
な
わ
ち
現
実
に
そ
う
で
あ

る
と
説
い
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
唯
名
論
的
立
場
の
先
駆
者

で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
す
れ
ば
、「
人
間
の
品
性
」「
正
し

い
価
値
観
」
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
皆
平
等
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
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ま
た
こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
自
分
の
欲
望
が
充
足
さ
れ
れ

ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
相
対
主
義
に
帰
結
と
し
て
は
、
他
者
に
危

害
さ
え
加
え
な
け
れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
近
代
の
政
治
・
道

徳
哲
学
は
欲
望
の
肯
定
論
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ホ
ッ
ブ
ス

は
各
人
の
自
己
保
存
欲
を
「
自
然
権
」
と
し
て
一
旦
肯
定
し
た
上
で
、「
万

人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
に
よ
る
共
倒
れ
か
ら
の
回
避
と
い
う
論
理
で
社

会
契
約
論
を
主
張
し
て
い
る
。 

＊＊
宗宗
教教
改改
革革
者者
にに
とと
っっ
てて
のの
キキ
リリ
スス
トト
教教  

 

以
上
、
哲
学
史
の
文
脈
と
は
別
に
、
近
代
以
降
の
倫
理
学
に
お
け
る
「
人

間
の
自
然
本
性
」
に
つ
い
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
姿
勢
の
背
景
と
し
て
、
キ
リ

ス
ト
教
内
部
の
事
情
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
宗
教
改
革
で
あ

る
。 

 

人
間
は
自
ら
の
力
で
善
行
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
が
、
宗
教

改
革
者
た
ち
の
基
本
的
な
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

よ
る
「
原
罪peccatum

 originale

」
の
思
想
を
重
く
解
釈
す
る
立
場
で
、「
人

間
自
然
本
性
の
全
堕
落
説
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
原
罪
」
の

聖
書
的
典
拠
は
「
創
世
記
」
に
お
け
る
ア
ダ
ム
の
堕
罪
の
神
話
で
あ
る
が
、

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派
と
対
決
す
る
中
で
原
罪
思
想
を
神

学
的
に
体
系
化
し
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
見
れ
ば
、
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
派

は
人
間
が
自
力
で
神
の
前
に
義
し
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る

が
、
だ
と
す
れ
ば
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
い
は
不
要
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
異
端
の
最
た
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
立
場
か
ら
は
、
人
間
に
救
い
を
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
神
の
側
か

ら
の
恩
恵
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

西
方
キ
リ
ス
ト
教
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
決
定
的
な
影
響
下
に
あ
る

の
で
、
原
罪
に
よ
っ
て
人
間
の
自
然
本
性
が
損
な
わ
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
こ
れ

を
贖
う
た
め
に
受
肉
し
た
、
と
い
う
神
学
的
前
提
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
と
結
ば
れ
た
キ
リ
ス
ト
者
自
身
が
、

恩
恵
に
支
え
ら
れ
つ
つ
も
善
行
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
「
神
人

協
働
」
が
可
能
）
と
考
え
る
か
否
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
っ
た
。 

 

宗
教
改
革
者
た
ち
は
神
人
協
働
に
よ
る
人
間
自
身
に
よ
る
善
行
の
可
能

性
を
認
め
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
人
間
の
自
然
本
性
」
に
対
す
る
不

信
の
思
想
と
し
て
の
「
全
堕
落
説
」
を
意
味
し
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
主
義
が
す
べ
て
で
あ
る
か
と
言
え
ば
疑
問
で
あ
る
。 

 

先
述
の
と
お
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
決
定
づ
け
た
西
方
キ
リ
ス
ト
教

世
界
に
お
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
は
原
罪
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
人
間
の
自
然

本
性
を
贖
う
た
め
に
受
肉
し
た
、
と
す
る
贖
罪
論
的
な
キ
リ
ス
ト
論
が
支
配

的
な
神
学
的
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
た
。
い
わ
ば
「
マ
イ
ナ
ス
」
の
状
態
か

ら
の
回
復
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
東
方
キ

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
人
間
が
神
の
自
然
本
性
へ
と
「
参
与
」
す
る
と
い

う
側
面
、「
神
化
（deificatio, theōsis

）」
を
強
調
す
る
。
キ
リ
ス
ト
は
人
間

の
自
然
本
性
を
い
わ
ば
「
引
き
上
げ
る
」
た
め
に
受
肉
し
た
、
と
い
う
神
学
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的
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
東
方
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
に
お
い
て
は
、「
自

然
本
性
に
即
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
す
な
わ
ち
神
の
前
に
正
し
く
あ
る
、
な

い
し
正
し
く
行
為
す
る
こ
と
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
「
創
世
記
」
に
お
け
る
ア
ダ

ム
の
堕
落
の
神
話
は
共
有
さ
れ
て
お
り
、
人
間
が
自
ら
の
力
で
現
実
に
「
自

然
本
性
に
即
し
て
」
生
き
る
こ
と
は
困
難
を
極
め
、
恩
恵
の
働
き
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
る
こ
と
は
西
方
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
間

の
自
然
本
性
」
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
は
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
い
。 

＊＊
「「
自自
然然
本本
性性
」」
にに
関関
すす
るる
実実
在在
論論
のの
弁弁
証証  

 

以
上
か
ら
、
形
而
上
学
と
倫
理
学
と
の
結
節
点
と
な
る
問
題
の
核
心
は
、

人
間
の
「
自
然
本
性natura, physis

）」
な
る
も
の
が
あ
る
か
・
な
い
か
、

と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私

は
「
人
間
の
自
然
本
性
は
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
と
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
形
而
上
学
に
つ
い
て
は
証
明
も
反
証
も
で
き
な
い
と
す

る
論
理
実
証
主
義
者
の
弁
を
待
つ
こ
と
な
く
、
そ
も
そ
も
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ

ア
論
を
比
喩
で
し
か
語
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
形
而
上
学
の
世
界

は
こ
れ
を
直
接
的
に
示
す
こ
と
は
不
可
能
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、「
人
間
の
自
然
本
性
」
と
い
う
一
種
形
而
上
学
的
存
在
の
実
在
に
つ
い

て
い
か
に
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

お
そ
ら
く
、
今
日
「
人
間
の
自
然
本
性
」
の
実
在
性
に
つ
い
て
い
き
な
り

形
而
上
学
的
に
論
じ
て
も
耳
を
傾
け
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
と
思

う
。
私
は
、
人
間
の
自
然
本
性
な
る
も
の
の
実
在
性
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ

日
常
的
な
実
践
の
体
験
の
世
界
に
視
点
を
置
く
こ
と
に
よ
り
「
弁
証
」
す
べ

き
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。 

 

た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
日
常
、「
あ
の
人
は
ひ
ど
い
」
と
か
「
あ
の
人
は

立
派
だ
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
実
際
に
「
い
か
な
る
人
で
あ
る
の
か
」
と
い

う
点
に
つ
い
て
評
価
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
人
柄
に
対
す
る
評
価
」

は
、
実
際
に
は
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
、
す
な
わ
ち
自
然
本
性
に
つ
い

て
の
理
解
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。 

 

日
常
的
実
践
場
面
に
立
ち
戻
る
、
と
い
う
方
針
に
は
先
人
た
ち
の
教
訓
に

も
適
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批

判
』
に
お
い
て
は
形
而
上
学
の
可
能
性
を
断
念
し
な
が
ら
、
人
間
が
実
践
の

場
面
に
お
い
て
道
徳
法
則
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
「
道
徳
形
而

上
学
」
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
さ
ら
に
は
、

そ
も
そ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス―

も
ち
ろ
ん
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
「
語
り
手
」
と
し
て

の
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」―

が
卑
近
な
日
常
的
場
面
に
お
い
て
問
答
を
行
う
こ
と

に
よ
り
、
人
を
哲
学
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
問
答
の

営
み
の
見
取
り
図
を
描
く
た
め
に
「
イ
デ
ア
論
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
の
体

系
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
「
形
而
上
学
」
の
原
点

で
あ
っ
た
。 

＊＊
現現
代代
徳徳
倫倫
理理
学学  

 

と
こ
ろ
で
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
「
功
利
主
義
か
、
義
務
論
か
」
と
言
わ

れ
て
い
た
現
代
倫
理
学
の
中
で
徳
倫
理
学
を
再
評
価
す
る
動
き
が
あ
る
。
分
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析
哲
学
的
な
立
場
か
ら
古
典
哲
学
を
研
究
し
て
い
た
研
究
者
で
あ
る
Ｇ
・

Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
を
草
分
け
と
し
、
主
と
し
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を

中
心
に
、
Ｆ
・
フ
ッ
ト
、
Ｒ
・
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
と
い
っ
た
人
々
の
名
が
挙

げ
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
女
性
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
か
か
る
現
代
徳
倫
理
学
の

提
唱
者
た
ち
の
立
場
は
、
し
ば
し
ば
「
倫
理
的
実
在
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。 

 

【【
６６
】】  

トト
ママ
スス
・・
アア
クク
ィィ
ナナ
スス
のの
意意
義義  

  

こ
こ
で
、
私
の
専
門
と
す
る
研
究
対
象
で
あ
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に

つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
と
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ト
マ
ス
は
中
世
に
お

け
る
徳
倫
理
学
の
「
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
」
で
あ
る
。
専
門
的
対
象
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
ト
マ
ス
の
徳
倫
理
学
に
つ
い
て
本
格
的
に
語
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
時

間
（
紙
面
）
が
い
く
ら
あ
っ
て
も
足
り
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
ト
マ

ス
倫
理
学
を
「
自
然
本
性
」
の
扱
い
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
「
バ
ラ
ン
ス

の
良
さ
」
に
絞
っ
て
紹
介
し
て
み
た
い
。 

 

現
代
徳
倫
理
学
の
提
唱
者
た
ち
が
モ
デ
ル
と
す
る
徳
倫
理
学
の
古
典
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
射
程

は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
に
お
け
る
宗
教
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
な
ど
に
示
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学

の
枠
組
み
で
は
、
徳
は
人
間
的
な
努
力
の
産
物
、
人
間
が
自
ら
の
努
力
に
よ

っ
て
「
人
間
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
」
に
向
け
て
「
変
わ
る
」
場
面
を
描
い

て
い
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
が
自
己
実
現
し
て
ゆ
く
場

面
の
射
程
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

通
常
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
は
、
そ
れ
ま
で
の

西
欧
世
界
が
そ
の
全
貌
を
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学

の
流
入
に
際
し
て
の
対
応
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

哲
学
そ
の
も
の
を
徹
底
的
に
研
究
し
、
さ
ら
に
そ
こ
に
独
自
の
発
展
的
解
釈

を
加
え
た
上
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
の
統
合
を
図
っ
た
こ
と
に
よ
り
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
倫
理
学
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
ト
マ
ス
の
倫
理
学

に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
部
分
（
ト

マ
ス
の
用
語
で
は
「
獲
得
的
な
徳 virtus acquisita

」）
が
あ
る
。
他
方
、
ト

マ
ス
の
徳
倫
理
学
に
は
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
固
有
の
部
分
（
「
注
賦
的
な
徳 

virtus infusa

」）
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
倫
理
学
に
お
け
る
こ
れ
ら
二

つ
の
徳
倫
理
相
互
の
関
係
は
問
題
と
さ
れ
う
る
し
、
事
実
長
年
に
わ
た
っ
て

問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
二
重
構
造
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。 

 

し
か
し
、
ト
マ
ス
の
徳
倫
理
学
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

的
な
人
間
的
自
然
本
性
内
在
の
哲
学
的
倫
理
学
だ
け
で
十
分
で
は
な
い
。
ト

マ
ス
の
基
本
的
な
立
場
は
、
人
間
的
自
然
本
性
は
未
完
結
で
あ
る
、
と
い
う

点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
と
っ
て
「
獲
得
的
徳
」、
す
な
わ
ち
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
の
内
実
は
実
際
に
そ
の
ま
ま
ト
マ
ス
自
身
の
倫
理

学
の
内
実
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
人
間
自
然
本
性
の
射
程

を
示
す
た
め
の
理
論
的
道
具
立
て
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
（
堕

落
以
前
の
）
ア
ダ
ム
と
（
受
肉
し
た
神
の
子
）
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
を
ア

22
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
「
全
て
の
徳
」
を
備
え
た
人
間
と
し
て

描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
は
、
こ
の
二
人
を
「
人

間
的
自
然
本
性
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
」
存
在
と
し
て
措
定
す
る
た
め
の
理

論
的
な
概
念
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

ト
マ
ス
に
と
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
完
全
な
徳
、
す

な
わ
ち
、
人
間
的
自
然
本
性
そ
の
も
の
の
完
成
は
、
人
間
の
究
極
目
的
で
は

な
い
。
究
極
目
的
に
達
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
助
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
的
自
然
本
性
は
そ
れ
自
体

の
完
成
を
も
っ
て
し
て
は
究
極
目
的
に
達
し
得
な
い
と
い
う
人
間
的
自
然

本
性
の
未
完
結
性
が
ト
マ
ス
の
前
提
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
ア
ダ
ム

が
有
し
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
完
徳
に
も
と
づ
い
て
完
成
さ
れ
た
人

間
的
知
性
的
本
性
の
場
面
に
お
い
て
堕
罪
が
発
生
す
る
。
こ
の
堕
罪
の
内
実

は
、「
神
の
ご
と
く
あ
る
」
こ
と
を
欲
し
た
「
傲
慢
」
で
あ
り
、
自
ら
の
自

然
本
性
の
力
で
も
っ
て
至
福
を
得
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
ア

ダ
ム
は
、
自
ら
の
自
然
本
性
の
未
完
結
性
を
否
認
し
た
、
と
い
う
ま
さ
に
そ

の
点
に
お
い
て
「
傲
慢
」
の
罪
を
犯
し
た
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
堕
罪

の
結
果
、
ア
ダ
ム
以
降
人
間
の
自
然
本
性
も
損
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
、

こ
れ
が
「
原
罪
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。 

 

西
方
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
伝
統
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
、
当
然
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
原
罪
論
の
枠
組
み
の
も
と
に
あ
っ
た
ト
マ
ス
は
、
原
罪
を
こ

の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
う
し
た
「
知
性
的
本
性
の
未
完
結
性
」
な
る
ト
マ
ス
の
主
張

も
、「
原
罪
」
な
る
観
念
も
、
結
局
は
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
文
化
伝
統

に
も
と
づ
く
物
語
世
界
内
部
で
採
択
さ
れ
た
公
理
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
無
論
、
私
も
差
し
当
た
り
は
そ
の
こ

と
を
認
め
る
。
し
か
し
、21
世
紀
初
頭
に
生
き
る
、
つ
ま
り
19
世
紀
か
ら
20

世
紀
に
か
け
て
の
歴
史
を
見
て
き
た
我
々
に
と
っ
て
、
こ
の
「
公
理
」
は
思

い
の
ほ
か
普
遍
的
な
説
得
力
を
持
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

 

そ
も
そ
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
段
階
に
お
い
て
、「
人
間
的
自
然
本
性
の

自
己
実
現
」
に
は
す
で
に
一
種
の
搾
取
的
暴
力
性
が
伏
在
し
て
い
た
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
な
動
物
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な

言
葉
は
文
字
通
り
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
彼
は
人
間
的
自

然
本
性
は
「
ポ
リ
ス
」
に
支
え
ら
れ
て
実
現
す
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。
つ

ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
幸
福
な
人
間
」
は
、
ポ
リ
ス
市
民
を
前
提
と
し

て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ス
市
民
は
自
ら
の
生
存
の
基
盤
を
「
家 oikos

」

―

富
裕
な
市
民
に
お
い
て
は
当
然
「
奴
隷
」
が
支
え
て
い
る―

に
よ
っ
て
確

保
さ
れ
た
特
権
的
な
人
々
で
あ
る
。
先
述
の
人
格
主
義
心
理
学
者
マ
ス
ロ
ー

に
よ
る
「
自
己
実
現
者
」
の
概
念
は
、
ほ
ぼ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
幸
福

な
人
間
」
の
概
念
を
現
代
に
再
現
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
。
マ
ス
ロ
ー
は
そ

の
「
欲
求
段
階
理
論
」
に
よ
っ
て
も
有
名
で
あ
る
が
、「
自
己
実
現
の
欲
求
」

は
そ
の
最
高
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、

「
自
己
実
現
者
」
は
下
位
の
諸
欲
求
、
す
な
わ
ち
、
生
理
的
欲
求
、
安
全
へ

の
欲
求
、
所
属
・
愛
へ
の
欲
求
、
尊
敬
へ
の
欲
求
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
こ
れ

ら
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
な
い
程
度
に
ま
で
充
足
さ
れ
て
お
り
、「
成
長
動

23
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機
」
と
し
て
の
「
自
己
実
現
の
欲
求
」
を
充
足
し
つ
つ
あ
る
人
間
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
自
己
実
現
者
」
と
は
極
め
て
恵
ま
れ
た
状
況

を
生
き
て
い
る
少
数
の
エ
リ
ー
ト
、
今
日
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
表
現
に
よ

れ
ば
「
勝
ち
組
」
に
属
す
る
人
々
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
事
実
、

マ
ス
ロ
ー
に
よ
れ
ば
「
自
己
実
現
者
」
は
人
口
の
約
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め

る
に
過
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
「
人
間
的
自
然
本

性
の
自
己
実
現
」
の
影
に
は
、
一
種
の
「
排
除
の
論
理
」
も
し
く
は
暴
力
性

が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
よ
り
は
っ
き
り
と
言
う
な
ら
ば
、

「
幸
福
な
人
間
」
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
モ
デ
ル
は
奴
隷
の
労

働
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
20
世
紀
に
お
け
る
マ
ス
ロ
ー
の
「
自
己
実
現
者
」

は
、
本
人
が
意
識
す
る
、
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
競
争
社
会
の
中
で
他
者

を
蹴
落
と
し
て
い
る
「
勝
者
」
な
の
で
あ
る
。
や
や
厳
し
い
見
方
か
も
し
れ

な
い
が
、
人
間
の
自
然
本
性
の
う
ち
に
は
、
実
は
根
源
的
な
と
こ
ろ
で
、
な

に
が
し
か
の
利
己
性
に
よ
る
暴
力
性
、
な
い
し
は
排
除
性
の
影
が
あ
る
こ
と

を
認
め
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。 

 

こ
う
し
た
人
間
的
自
然
本
性
の
暗
黒
面
に
対
す
る
思
想
的
反
省
は
、
概
し

て
「
自
己
否
定
の
倫
理
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
方
向
を
辿
る
こ
と
と
な
る
。
た

し
か
に
狭
義
の
原
罪
論
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
物
語
世
界
内
部
で
採
択
さ
れ

た
公
理
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
原
罪
概
念
そ
の
も
の
は
そ
う
し
た

自
己
否
定
的
な
思
想
的
反
省
の
元
型
的
な
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
、
と
言
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

実
は
「
自
己
否
定
の
倫
理
」
は
、
意
外
と
日
本
人
に
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
思

想
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
否
定
の
思
想
に
は
、

観
念
的
に
、
あ
る
い
は
口
先
だ
け
で
共
感
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、

安
易
に
取
り
込
ま
れ
る
と
自
己
撞
着
も
し
く
は
偽
善
に
陥
る
危
険
が
あ
る
。

一
旦
は
「
自
己
否
定
」
を
経
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
突
破
し
た
と
こ
ろ
に
「
自

己
肯
定
」
の
基
盤
が
示
唆
さ
れ
る
倫
理
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
危
険
を
免

れ
な
い
。 

 

ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
継
承
し
た
徳
倫
理
学
に
お
い
て
私
が

強
調
し
た
い
意
義
は
、
そ
う
し
た
「
自
己
肯
定
」
の
基
盤
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
ト
マ
ス
の
「
注
賦
的
な
徳
」
の
理
論
が
そ
れ
で
あ
る
。「
徳
が
注
賦

さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
「
徳
」
が
そ
の
生
成
に
お
い
て
は
、
当
の

人
間
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
受
動
的
な
事
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
倫
理
を
反
映
し
た
「
獲
得
的
な
徳
」
は
「
自
ら
努

力
し
て
変
わ
る
」
と
い
う
事
態
を
描
く
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人

間
的
自
然
本
性
の
内
在
的
・
自
律
的
な
自
己
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
注
賦
的
な
徳
」
と
は
い
わ
ば
他
者
と
し
て
の
神
と

の
出
会
い
と
人
格
的
な
交
流
と
を
通
し
て
、
人
間
が
「
変
え
ら
れ
る
」
事
態

を
描
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
徳
が
「
注
が
れ
る
」
と
さ
れ
る
原
場
面
は
パ

ウ
ロ
書
簡
、
特
に
そ
の
『
ロ
ー
マ
書
簡
』
お
よ
び
『
コ
リ
ン
ト
第
一
書
簡
』

に
お
い
て
「
愛 caritas

」
が
言
及
さ
れ
た
場
面
で
あ
っ
た
。「
注
賦
的
な
徳
」

と
は
、
そ
う
し
た
恩
恵
に
も
と
づ
く
神
と
の
人
格
的
な
関
係
の
中
で
成
立
す

る
倫
理
な
の
で
あ
る
。 

24
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注
賦
的
な
徳
の
理
論
は
、
恩
恵
に
よ
る
神
と
の
同
形
化
の
場
面
、
神
の
恩

恵
に
も
と
づ
い
て
人
間
が
参
与
せ
し
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
神
的
な
本
性
の

生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
描
く
概
念
装
置
で
あ
り
、
単
に
原
罪
の
贖
い
と
い
う
ネ

ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
東
方
キ
リ
ス
ト
教
が
示
唆
し
て
い
る
神

化
の
射
程
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
「
罪
深
さ
」
を
見
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
人
間
が
「
神
に
お
い
て
い
か
な
る
人
と
さ
れ
う
る
の
か
」

と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
視
点
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ト
マ
ス

の
徳
倫
理
学
の
「
バ
ラ
ン
ス
の
良
さ
」
の
内
実
で
あ
る
。 

 

【【
７７
】】  

トト
ミミ
ズズ
ムム
のの
受受
容容
史史――
トト
ママ
スス
にに
対対
すす
るる
評評
価価
のの
歴歴
史史
的的
変変

化化  

  

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
評
価
に
関
し
て
は
歴
史
的
変
遷
が
あ
る
。
以
下

に
、
こ
れ
を
簡
単
に
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
自
身
の
研
究
者
と
し
て

の
今
後
の
課
題
を
位
置
づ
け
た
い
。 

＊＊
トト
ママ
スス
のの
同同
時時
代代
前前
後後  

 

ト
ミ
ズ
ム
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
権
威
で
あ
る
と
い
う
の
は
今

日
の
一
般
常
識
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

彼
の
同
時
代
に
お
い
て
は
、
ト
マ
ス
は
あ
ま
り
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
肯

定
的
に
受
容
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
に
代
表
さ
れ
る

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
な
ど
の
人
々
と
対
立
し
て
い
た
。
ト
マ
ス
の
時
代
の
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
受
容
に
関
し
て
は
消
極
的
で
あ
り
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
来
そ
れ
ま
で
の
長
い
時
代
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
化
さ

れ
て
き
た
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
哲
学
の
枠
組
み
を
遵
守
す
る
「
保
守
的
」
な

立
場
を
と
っ
て
い
た
。
当
時
の
教
会
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
保
守
派
の
影

響
力
に
よ
り
、
一
時
パ
リ
司
教
が
ト
マ
ス
を
含
め
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
命

題
を
「
異
端
」
と
宣
言
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 
 

そ
の
後
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
か
ら
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ス
コ
ト
ゥ

ス
、
そ
し
て
オ
ッ
カ
ム
に
い
た
る
唯
名
論
的
な
立
場
を
と
る
神
学
者
が
輩
出

し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
哲
学
と
の
分
離
、
宗
教
改
革
を
経
て
近
代
へ
と
つ
な
が

る
流
れ
を
辿
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

＊＊
対対
抗抗
宗宗
教教
改改
革革C

ounter R
eform

ation

（（
トト
リリ
エエ
ンン
トト
公公
会会
議議
））
のの
時時

代代
かか
らら
第第
二二
ババ
チチ
カカ
ンン
公公
会会
議議
まま
でで  

 

や
が
て
、
ト
マ
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
公
認
の
哲
学
と
し
て
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
ト
マ
ス
の
「
バ
ラ
ン
ス
の

良
さ
」、
す
な
わ
ち
神
学
と
倫
理
学
を
含
む
哲
学
を
包
括
的
に
見
渡
す
視
野

の
広
さ
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
特
に
、
16
世
紀
の
宗

教
改
革
と
こ
れ
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
対
抗
宗
教
改
革
と
い
う
文
脈

の
中
で
、
ト
ミ
ズ
ム
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
唯
一
の
公
認
哲
学
」
と
し
て
の

地
位
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
で
の
ト
ミ
ズ
ム
の
地
位
は

基
本
的
に
は
20
世
紀
中
頃
ま
で
ほ
ぼ
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
ト
ミ
ズ
ム
の
展
開
に
問
題
は
あ
っ
た
。
ま
ず
、

歴
史
的
文
脈
の
変
化
が
指
摘
で
き
る
。
ト
マ
ス
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
と
し

25
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て
も
、
13
世
紀
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
別
の
時
代
の
社
会
に
当
て
は
め
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
対
抗
宗
教
改
革
の
旗
手
で
あ
っ
た
イ
エ

ズ
ス
会
の
代
表
者
で
あ
る
ス
ア
レ
ス
や
ヴ
ァ
ス
ケ
ス
な
ど
「
後
期
ス
コ
ラ

学
」
の
人
々
は
、「
ト
ミ
ズ
ム
」
を
掲
げ
つ
つ
も
近
代
へ
と
通
じ
る
哲
学
上

の
問
題
と
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。 

 

ま
た
、
ト
マ
ス
自
身
の
業
績
が
あ
ま
り
に
膨
大
で
あ
っ
た
た
め
、「
教
科

書
化
」
さ
れ
た
「
ト
ミ
ズ
ム
」
が
流
布
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

前
述
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
ス
ア
レ
ス
や
、
ド
ミ
ニ
コ
会
員
ガ
リ
グ
ー
・
ラ
グ
ラ

ン
ジ
ュ
な
ど
が
ま
と
め
た
「
ト
ミ
ズ
ム
」
を
、
イ
エ
ズ
ス
会
や
ド
ミ
ニ
コ
会

が
そ
れ
ぞ
れ
学
ぶ
と
い
っ
た
具
合
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
者
自
身
は
優

れ
た
学
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
が
直
接
ト
マ
ス
そ
の
も
の
に
触
れ
る
機

会
は
む
し
ろ
無
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

＊＊
第第
二二
ババ
チチ
カカ
ンン
公公
会会
議議
以以
後後  

 

20
世
紀
半
ば
に
開
催
さ
れ
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
、
そ
れ
ま
で
「
近

代
」
に
背
を
向
け
て
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
、
近
代
化
を
超
え
た
「
現
代

化
」
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
会
議
は
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
に
お
け
る
ト
ミ
ズ
ム
の
意
味
を
決
定
的
に
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
ト
ミ
ズ
ム
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
唯
一
の
公
認
哲
学
」
か
ら
「
歴

史
的
研
究
の
対
象
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
長
年
「
ト
ミ
ズ
ム
」
が
担
っ
て

き
た
地
位
に
伴
っ
て
抱
え
て
き
た
上
述
の
諸
問
題
点
か
ら
の
解
放
と
見
る

こ
と
も
出
来
る
。
ト
マ
ス
は
「
教
科
書
的
ト
ミ
ズ
ム
」
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

し
て
で
は
な
く
、
直
接
ト
マ
ス
自
身
に
即
し
て
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
私
も
、
国
立
大
学
の
教
員
と
し
て
「
思
想
史
」
の
対
象
と
し
て
ト
マ

ス
を
研
究
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 

【【
８８
】】  

桑桑
原原
今今
後後
のの
課課
題題――

トト
ミミ
ズズ
ムム
のの
受受
容容
史史
研研
究究  

  

筑
波
大
学
を
定
年
退
職
し
た
後
も
、
私
は
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
を
研
究

し
続
け
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
か
ら
は
か
な
り
自
由
な
形

で
現
代
に
お
け
る
ト
マ
ス
な
い
し
は
ト
ミ
ズ
ム
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て

ゆ
き
た
い
。
基
本
的
に
は
「
ト
マ
ス
の
倫
理
学
は
過
去
の
遺
産
に
過
ぎ
な
い

の
か
」
と
い
う
問
い
の
も
と
、
最
終
的
に
は
ト
マ
ス
倫
理
学
の
現
代
的
意
義

を
示
す
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
ト
マ
ス
哲
学
、
特
に

そ
の
倫
理
学
の
受
容
史
研
究
を
進
め
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。 

 

対
象
と
す
る
時
代
・
対
象
の
一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
」

の
日
本
を
含
む
16
・
17
世
紀
の
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
け
る
ト
ミ
ズ
ム
受
容
で

あ
る
。
最
近
私
は
教
育
史
的
関
心
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
に
注
目
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
特
に
、
当
時
の
「
ト
ミ
ズ
ム
」
は
、
ス
ア
レ
ス
や
ヴ
ァ
ス
ケ
ス
な

ど
、
こ
れ
ま
で
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
「
後
期
ス
コ
ラ
学
者
」
と
称
さ
れ
る

イ
エ
ズ
ス
会
員
た
ち
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
文
化
的
・
社
会
的
背
景
と
戦
国
時
代
の
厳
し

い
現
実
の
も
と
で
日
本
で
活
動
し
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
は
、
信
徒
た

ち
の
死
活
問
題
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
倫
理
問
題
に
つ
い
て
直
接
ヴ
ァ
ス

ケ
ス
ら
と
連
絡
を
と
り
、
助
言
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ヴ

26
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ァ
ス
ケ
ス
の
ト
ミ
ズ
ム
受
容
に
、
日
本
の
社
会
・
文
化
と
の
「
対
話
」
の
反

映
と
い
う
側
面
か
ら
光
を
当
て
、
初
期
イ
エ
ズ
ス
会
に
お
け
る
ト
ミ
ズ
ム
が
、

そ
の
直
面
し
た
時
代
に
お
け
る
社
会
お
よ
び
文
化
と
い
か
に
「
対
話
」
し
て

い
っ
た
か
、
そ
の
様
態
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。 

 

も
う
一
つ
の
研
究
対
象
は
言
う
ま
で
も
な
く
現
代
で
あ
る
。 

 

ま
ず
、
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
部
に
お
け
る
ト
マ
ス
お
よ
び
ト
ミ
ズ
ム

受
容
の
展
開
に
迫
る
。 

 

従
来
教
皇
庁
が
生
命
倫
理
な
ど
現
代
的
な
倫
理
問
題
に
対
し
て
提
出
す

る
見
解
は
、
概
ね
ト
ミ
ズ
ム
的
自
然
法
論
に
依
拠
し
て
い
た
が
、
近
年
は
「
人

格
主
義
生
命
倫
理
学
」
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
米
国
流
功
利
主
義
に

対
抗
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
の
義
務
論
な
ど
の
大
陸
系
近
代
哲
学
を
取
り
込

ん
だ
倫
理
学
で
あ
る
。
一
見
こ
こ
で
ト
ミ
ズ
ム
は
放
棄
さ
れ
た
か
に
見
え
る

が
、
従
来
の
「
自
然
法
の
ト
マ
ス
」
と
は
異
な
っ
た
形
で
の
ト
ミ
ズ
ム
受
容

を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
の
倫
理
問
題
に
対
す
る
教

皇
庁
生
命
ア
カ
デ
ミ
ー
な
ど
の
動
向
を
中
心
に
調
査
を
進
め
る
と
共
に
、
改

め
て
そ
の
背
後
に
現
代
に
適
応
す
る
形
で
の
新
た
な
ト
ミ
ズ
ム
受
容
の
方

向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
を
目
指
す
。 

 

次
い
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
を
越
え
た
ト
マ
ス
倫
理
学
の
現
代
的
意
義
に

触
れ
た
い
。 

 

現
代
徳
倫
理
学
の
展
開
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
典
拠
と
さ
れ
て
い

る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
の
徳
倫
理
学
の
中
核

に
は
「
徳
が
神
か
ら
注
が
れ
る
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
思
想
が
あ
り
、

こ
の
点
が
現
代
倫
理
学
の
中
で
の
ト
マ
ス
受
容
に
と
っ
て
課
題
と
な
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
代
徳
倫
理
学
と
の
関
連
で
ト
マ
ス
倫
理
学
の
意

義
を
示
す
た
め
に
は
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。 

 

ま
ず
、
ト
マ
ス
倫
理
学
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
「
獲
得
的
徳
」、

中
で
も
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
「
対
神
徳
」（「
信
仰
」「
希
望
」「
愛
徳
」）
を

補
完
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
た
古
代
異
教
世
界
か
ら
受
け
継
い
だ

徳
（
伝
統
的
に
「
枢
要
徳
」
と
呼
ば
れ
る
「
賢
慮
」「
正
義
」「
節
制
」「
勇

気
」）
に
つ
い
て
の
展
開
に
注
目
す
る
。 

 

次
い
で
、
神
か
ら
の
「
注
賦
的
な
徳
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
側
面

も
含
め
て
ト
マ
ス
倫
理
学
の
全
体
像
に
お
い
て
そ
の
現
代
的
意
義
を
探
る
。 

 

以
上
の
よ
う
な
形
で
、
定
年
退
職
は
一
つ
の
通
過
点
と
し
て
、
研
究
者
と

し
て
私
は
今
後
も
研
鑽
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。 

 
 

（
く
わ
ば
ら
・
な
お
き 

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
教
授
） 
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