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は
じ
め
に

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
序
文
に
は
「
人
間
本
性
の
範
型
」
と
い
う
言
葉
が
二
回
出
て
く
る(GII208)

。
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
一
般
概
念
を
た

ん
な
る
「
表
象
」
と
し
て
退
け
る(II40S1)

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
は
馴
染
ま
な
い
表
現
で
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
『
エ
チ
カ
』
全
体
を
通
覧
し
て

み
る
と
、
こ
の
言
葉
は
や
は
り
こ
こ
に
し
か
出
て
こ
な
い
。
明
ら
か
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
こ
の
言
葉
を
多
用
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
四
部
を
解
読
す
る
上
で
こ
の
言
葉
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
極
め
て
積
極
的
な
理

論
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
範
型(exem
plar)

」と
は
、わ
れ
わ
れ
人
間
の
現
実
の
生
を
倫
理
的
に
評
価
す
る
基
準
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

こ
こ
で
人
間
の
生
の
な
か
に
善
と
悪
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
私
は
こ
の
部
で
、
諸
感
情
が
い
か
な
る
善
あ
る
い
は
悪
を
も
っ

て
い
る
か
を
証
明
し
よ
う
と
決
心
し
た
」(GII205)

。
と
こ
ろ
が
、『
エ
チ
カ
』
の
読
者
な
ら
ば
承
知
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ

カ
』
第
一
部
の
付
録
で
善
と
悪
の
概
念
を
徹
底
的
に
攻
撃
し
て
い
る(GII78)

。
そ
れ
は
、
目
的
論
と
い
う
転
倒
し
た
世
界
像
を
撃
と
う
と
す
る
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議
論
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
見
す
る
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
分
が
否
定
し
た
は
ず
の
善
と
悪
を
『
エ
チ
カ
』

第
四
部
で
は
容
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
善
と
悪
が
「
思
惟
の
様
態
」(GII208)

に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
実
在
的
な
対
象
を
も
た
な
い
と
断
っ
た
上
で
、『
エ

チ
カ
』
第
四
部
に
こ
の
概
念
を
導
入
し
て
い
る
。
つ
ま
り
『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録
の
議
論
は
、こ
こ
で
じ
つ
は
踏
襲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
を
「
範
型
」
に
照
ら
し
て
み
て
、
そ
れ
が
「
範
型
」
に
近
づ
い
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
の
み
善
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
逆
に
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
悪
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
と

い
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い(ibid.)
。
し
た
が
っ
て
、『
エ
チ
カ
』
第
一
部
の
付
録
と
第
四
部
の
序
文
の
あ
い
だ
に
は
齟
齬
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
解
釈
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
「
範
型
」
を
設
定
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
を
倫
理
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
視

点
そ
の
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
ま
っ
た
く
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
本
来
の
「
幾

何
学
的
秩
序
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
は
、
そ
れ
と
は
異
質
な
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

明
瞭
に
察
知
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、『
エ
チ
カ
』
第
三
部
ま
で
は
「
認
識
す
る
主
体
」
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
は
「
経
験
的
自
我
」
の
視
点
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る（
一
）。
確
か
に
、
現
実
の

生
に
関
す
る
幾
何
学
的
な
解
明
は
、
そ
の
生
の
倫
理
的
評
価
を
動
機
づ
け
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
も
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
見
解
は
妥
当
で

あ
る
と
思
う
。
し
か
し
問
題
は
、「
範
型
」
と
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。「
範
型
」
に
よ
っ
て
現
実
の
生
を
評
価
す
る
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
問
う
べ
き
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
解
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
の
本
質
的
な
特
徴
を
明
示
す
る
こ
と
を
こ
の
論
文
の
課
題
と
し
た

い
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、「
範
型
」
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
は
、
内
在
的
規
範
の
論
理
と
名
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。「
範
型
」
と
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三

い
う
規
範
は
、
現
実
に
存
在
す
る
人
間
の
欲
望
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
明
示
す
べ
き
点
は
、

規
範
が
個
々
人
の
欲
望
を
超
越
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
内
在
す
る
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
で
あ
る
。「
範
型
」
に
照
ら
し
て
現
実

の
生
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
こ
の
論
理
を
明
示
す
る
こ
と
で
解
明
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

一　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
に
お
け
る
「
共
通
概
念
」

私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
共
通
概
念
」
と
呼
ぶ
も
の
が
、
そ
の
言
葉
こ
そ
出
て
こ
な
い
が
、
内
容
的
に
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部

の
な
か
で
極
め
て
重
要
な
理
論
的
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
を
繙
い
て
い
く
前
に
、
今
回
の
考
察
の
論
点
に
沿
っ
て
、

こ
の
点
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
表
題
の
意
味
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
理
性
の
概
念
た
る
「
共
通
概
念
」
を
も
た
な
い
が
ゆ
え
に
情
念
に
屈
す

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
誰
も
が
「
共
通
概
念
」
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
間
は
情
念
に
屈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
の
理
由
を
突
き
止
め
る
べ
く
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
は
情
念
の
圧
倒
的
な
力
に
人
間
の
理
性
が
屈

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
主
題
を
展
開
し
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
人
間
の
隷
属
あ
る
い
は
感
情
の
力
に
つ
い
て
」
と
い
う
第

四
部
の
表
題
は
こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
の
考
察
に
と
っ
て
、
こ
の
点
は
前
提
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
こ
の
主
題
を
取
り
扱
う
の
も
定
理
一
八
ま
で

で
あ
る
。
こ
の
後
、ス
ピ
ノ
ザ
は
、人
間
の
理
性
が
情
念
の
力
に
屈
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、「
理
性
の
命
令
」(IV

18S)

に
し
た
が
っ
て
の
み
お
の
れ
の
生
を
導
く
「
自
由
な
人
間
」(IV

66S)

と
い
う
人
間
像
を
構
築
し
、
情
念
の
力
に
屈
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
れ

わ
れ
の
現
実
の
生
を
そ
の
よ
う
な
人
間
像
の
側
か
ら
冷
静
に
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
一
九
以
降
の
重
要
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な
論
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
生
の
条
件
を
何
ら
変
革
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実
の
生
の
認
識
を
新
た
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
情
念
を

も
た
ら
す
よ
う
な
生
の
条
件
そ
の
も
の
が
変
革
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
に
生
じ
る
諸
情
念
を
倫
理
的
な
観
点
か
ら
評
価
す
る

こ
と
は
で
き
よ
う
。
そ
の
評
価
基
準
を
ス
ピ
ノ
ザ
は「
人
間
本
性
の
範
型
」と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
自
由
な
人
間
」と
は
そ
の
よ
う
な「
範

型
」
が
具
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
無
論
、
以
下
の
論
考
で
問
わ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
評
価
の
意
義
で
あ
る
。

「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
理
性
の
命
令
」
に
の
み
し
た
が
っ
て
生
き
、
決
し
て
情
念
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
な
完
全
な
人
間
が
現
実
に
存
在
し
え
な
い
こ
と
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
十
分
承
知
し
て
い
た
。「
範
型
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
の
点
が
疑
問
の

余
地
な
く
表
さ
れ
て
い
る（
二
）。
ま
た
、
定
理
六
八
は
「
人
間
が
も
し
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
で
あ
っ
た
ら
、
自
由
で
あ
る
間
は
善
悪
の

概
念
を
形
成
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
定
理
の
注
解
で
は
「
こ
の
定
理
の
仮
定
は
誤
り
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
自
由
な
人
間
」
の
生
は
現
実
の
生
の
水
準
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
自
由
な
人
間
」
と
は
「
理
性
の
基
礎
」(II44C)

で
あ
る
「
共
通
概
念
」
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
人
間
で
あ
る
。「
理
性
の
命

令
」
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、「
共
通
概
念
」
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
由
な
人
間
」
の
生

が
、
決
し
て
自
由
で
は
な
い
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
理
解
可
能
で
あ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
「
共
通
概
念
」
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い（
三
）。
で
は
、「
共
通
概
念
」
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
ら
れ
る
生
と
は
ど
の
よ
う
な
生
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
生
は
ど

う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
に
影
響
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
が
。
こ
れ
ら
の
点
は
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
テ
キ
ス
ト
を
再
構
成
す
る
と
い
う
形
で
、

以
下
の
論
述
の
主
要
な
部
分
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、「
共
通
概
念
」
が
「
強
さ
」
と
い
う
倫
理
的
な
徳
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
を
向
け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
自
由
な
人
間
」
の
生
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
よ
う
な
人
間
の
「
強
さ
」(IV

73S)

で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
五
九

の
注
解
で
導
入
さ
れ
る
こ
の
概
念
は
、真
理
を
認
識
す
る
限
り
に
お
け
る
人
間
精
神
の
あ
り
方
を
表
し
て
い
る
。
す
る
と
、真
理
は「
共
通
概
念
」
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と
い
う
形
で
す
べ
て
の
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、す
べ
て
の
人
間
精
神
が
何
ほ
ど
か
は
こ
の「
強
さ
」を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、現
実
の
生
の
水
準
に
お
い
て
は
、「
強
さ
」
は
情
念
の
圧
倒
的
な
力
の
前
に
屈
服
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
共
通
概
念
」は「
強
さ
」と
い
う
徳
に
よ
っ
て
倫
理
的
な
含
意
を
も
た
さ
れ
て
い
る
。し
か
し
こ
こ
ま
で
の
論
理
に
よ
れ
ば
、「
共

通
概
念
」
で
あ
れ
「
強
さ
」
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
情
念
に
対
し
て
無
力
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
実
的
な
生
の
指
針
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
こ
で

む
し
ろ
、
現
実
的
な
生
の
指
針
と
し
て
で
は
な
く
、「
範
型
」
と
い
う
一
種
の
理
想
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
想
は
、
多
く
の

理
想
と
は
違
い
、
そ
の
起
源
が
極
め
て
明
瞭
に
認
識
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
起
源
は
じ
つ
は
す
べ
て
の
人
間
に
内
在
す
る
共
通

の
も
の
で
あ
る
。
問
う
べ
き
点
は
、
こ
う
し
た
内
在
的
規
範
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
設
定
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

　
　
　

二　

無
力
な
真
理
と
「
人
間
本
性
の
範
型
」

で
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
を
繙
い
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。　
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
は
、「
共
通
概
念
」
と
い
う
真
の
観
念
は
、
し
た
が
っ
て

ま
た
暗
黙
に
は
「
強
さ
」
と
い
う
徳
も
、
情
念
と
じ
か
に
向
き
合
っ
た
と
き
に
は
無
力
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
真
の
認
識
は
、
真
な

ら
ざ
る
観
念
の
現
前
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
の
証
明
か
ら
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
は
始
ま
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
定
理
か
ら
情
念
に
対
す
る
真

理
の
無
力
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
定
理
一
の
読
解
か
ら
始
め
よ
う
。

　「
虚
偽
の
観
念
が
も
っ
て
い
る
積
極
的
な
も
の
は
、
真
な
る
も
の
が
真
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
真
な
る
も
の
の
現
前
に
よ
っ
て
何
ら
取

り
除
か
れ
な
い
」。
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こ
の
よ
う
に
い
う
と
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
精
神
に
「
真
な
る
も
の
」
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
す
で
に
前
提
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
前
提

は
、「
共
通
概
念
」
の
理
論
に
よ
っ
て
暗
黙
に
支
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
真
理
の
現
前
に
よ
っ
て
虚
偽
を

取
り
除
く
こ
と
は
で
き
て
も
、
虚
偽
を
も
た
ら
す
観
念
の
現
前
そ
れ
自
体
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
こ
の
定
理
は
述
べ
る
。
虚
偽
と

は
、
た
だ
不
十
全
な
観
念
が
含
む
認
識
の
欠
如
の
こ
と
に
す
ぎ
ず(II35P)

、
何
か
積
極
的
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
虚
偽

そ
の
も
の
は
真
の
認
識
に
よ
っ
て
取
り
除
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
な
い
積
極
的
な
も
の
と
は
、
ま
さ

に
不
十
全
な
観
念
が
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
こ
で
あ
げ
て
い
る
例
は
こ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
太
陽
を
二
百
フ
ィ
ー
ト
先
に
あ
る
と
判
断
す
る
が
、
そ
れ
は
虚
偽
で
あ

る
。
こ
の
虚
偽
は
太
陽
の
真
の
距
離
を
認
識
す
る
こ
と
で
容
易
に
取
り
除
か
れ
う
る
が
、
太
陽
ま
で
の
距
離
を
二
百
フ
ィ
ー
ト
と
判
断
さ
せ
る

よ
う
な
太
陽
の
観
念
は
そ
の
と
お
り
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
神
の
思
惟
の
有
限
な
様
態
で
あ
る
人
間
精
神
に
、
そ
の
よ
う
な
観
念
は
必
然

的
に
生
じ
、
現
前
す
る(II36P)

。
そ
の
観
念
は
、
神
の
思
惟
の
な
か
で
は
真
な
の
で
あ
る
か
ら(II36D

)

。
す
る
と
、
人
間
に
生
じ
た
不
十
全
な

観
念
を
、
真
の
観
念
に
よ
っ
て
取
り
除
く
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
思
惟
に
お
け
る
観
念
の
存
在
そ
れ
自
体
の
水
準
に
目
を
向
け
れ
ば
、
じ
つ
は

真
の
観
念
に
よ
っ
て
真
の
観
念
を
取
り
除
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、「
こ
れ
は
不
条
理
で
あ
る
」
と
定
理
一
の
証
明
で
ス
ピ
ノ

ザ
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

十
全
な
観
念
に
よ
る
認
識
が
「
理
性
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
不
十
全
な
観
念
に
よ
る
認
識
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
表
象
」
と
呼
ん
で
い
る

(II40S2)

。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
表
象
が
希
望
や
恐
怖
の
よ
う
な
情
念
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
点
を
踏
ま

え
れ
ば
、
表
象
が
真
の
観
念
に
よ
っ
て
は
取
り
除
か
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
情
念
も
ま
た
真
の
観
念
に
よ
っ
て
は
取
り
除
か
れ
え
な
い

と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
か
ら
で
あ
る（
四
）。
こ
の
点
を
含
意
し
た
形
で
、定
理
一
の
長
い
注
解
の
末
尾
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
締
め
括
る
。
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「
表
象
は
、真
で
あ
る
限
り
で
の
真
な
る
も
の
の
現
前
に
よ
っ
て
消
失
す
る
の
で
は
な
く
、わ
れ
わ
れ
が
第
二
部
定
理
一
七
で
示
し
た
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
が
表
象
す
る
事
物
の
現
実
存
在
を
排
除
す
る
よ
う
な
、
よ
り
強
力
な
表
象
が
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
失
す
る
の
で
あ
る
」。

表
象
は
他
の
表
象
の
力
に
よ
っ
て
取
り
除
か
れ
う
る
。
実
際
、
自
分
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
結
果
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
、
人
は
他
人
に
害

を
加
え
る
こ
と
を
思
い
止
ま
る(III39D

)

。
そ
れ
な
ら
、
真
の
観
念
も
力
と
し
て
み
れ
ば
表
象
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
考
え
の
上
で
は
そ
う
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
も
定
理
十
四
で
こ
の
可
能
性
を
採
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
定
理
二
か
ら
定
理
六
ま
で
は
、
こ
の
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

表
象
は
外
部
の
力
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
共
通
概
念
」と
い
う
真
の
観
念
は
人
間
の
内
的
な
思
考
能
力
で
あ
っ
て
、

そ
の
人
間
の
単
独
の
力
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
で
は
外
部
の
力
と
人
間
の
単
独
の
力
を
比
較
し
た
と
き
ど
ち
ら
が
強

力
で
あ
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
外
部
の
力
が
人
間
の
力
を
つ
ね
に
圧
倒
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の

用
語
で
は
、
受
動(passio)

の
力
が
能
動(actio)
の
力
を
つ
ね
に
凌
い
で
い
る
の
で
あ
る
。
定
理
六
を
引
用
し
よ
う
。

「
あ
る
受
動(passio)

な
い
し
感
情
の
力
は
、
そ
れ
が
人
間
に
執
拗
に
つ
き
ま
と
う
ほ
ど
ま
で
に
、
人
間
の
残
り
の
活
動(actio)

な
い
し
能
力

を
凌
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」。

こ
れ
を
受
け
る
形
で
、
定
理
七
で
は
、
定
理
一
の
注
解
で
含
意
さ
れ
て
い
た
情
念
に
焦
点
が
合
わ
せ
ら
れ
る
形
で
次
の
点
が
証
明
さ
れ
て
い

る
。
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「
あ
る
感
情
は
、
そ
の
感
情
と
反
対
で
、
か
つ
そ
れ
よ
り
も
強
力
な
感
情
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
、
抑
制
さ
れ
も
し
な
け
れ
ば
取
り
除
か
れ

も
し
な
い
」。

真
の
観
念
は
情
念
を
抑
制
す
る
こ
と
も
取
り
除
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
点
が
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
は
さ
し

て
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
て
、
人
間
は
理
性
を
も
っ
て
い
て
も
つ
ね
に
情
念
に
屈
す
る
と
い
う
現
実
が
明
瞭
に
理
解
し
う
る
。
理
性
を

も
た
な
い
人
間
が
情
念
に
屈
す
る
の
で
は
な
い
。
人
間
は
「
よ
り
善
き
も
の
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
悪
し
き
も
の
に
従
う

よ
う
強
制
さ
れ
る
」(GII205)
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
を
鮮
明
に
認
識
し
た
上
で
、
現
実
に
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
の
理
性
の
意
味
を
問

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
人
間
本
性
の
範
型
」
と
い
う
発
想
は
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

人
間
が
も
し
理
性
の
命
令
に
よ
っ
て
の
み
お
の
れ
の
生
を
導
き
え
た
と
し
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
現
実
に
は
あ
り
え
な
い
こ

と
だ
が
、「
共
通
概
念
」を
も
と
に
そ
の
よ
う
な
生
を
構
想
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う「
自
由
な
人
間
」あ
る
い
は「
理

性
に
導
か
れ
る
人
間
」(IV

66S)

の
生
で
あ
る
。「
共
通
概
念
」に
も
と
づ
く
限
り
、そ
の
よ
う
な
人
間
像
は
個
別
的
な
存
在
に
は
還
元
で
き
な
い
。

「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
「
い
か
な
る
個
物
の
本
質
も
構
成
し
な
い
」(II37P)

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
普

遍
的
な
も
の
で
あ
る（
五
）。
ま
た
、柏
葉
武
秀
が
提
案
し
て
い
る
解
釈（
六
）の
よ
う
に
、そ
れ
を
「
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
」
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
解
釈
で
は
普
遍
性
は
確
保
で
き
て
も
、
内
在
性
と
い
う
点
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
自
由
な
人
間
」
と
は

わ
れ
わ
れ
自
身
以
外
の
誰
か
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
内
な
る
分
身
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
生
に
照
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
生
を
見
つ
め
る
と
何
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
に
現
実
に
生
じ
て
い

る
諸
情
念
が
「
い
か
な
る
善
あ
る
い
は
悪
を
持
っ
て
い
る
か
」
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
生
を
規
定
し
て
い
る
情
念
の
倫

理
的
評
価
が
こ
れ
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
範
型
」
と
は
内
在
的
規
範
で
あ
っ
た
。
そ
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れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
欲
望
に
よ
っ
て
こ
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
お
の
れ
が
生
き
て
い
る
情
念
を
悪
と
評
価

す
る
こ
と
で
、
そ
の
克
服
へ
と
現
実
的
に
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
は
倫
理
的
な
評
価
と

い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
的
規
範
の
論
理
は
、
生
の
評
価
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
生
の
改
善
の
提
案
を
外
的
に
結
合
す
る
の
で
な

く
、
評
価
が
す
で
に
改
善
の
一
端
で
あ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
内
在
的
規
範

の
論
理
そ
の
も
の
を
掘
り
下
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

三　

範
型
と
し
て
の
「
自
由
な
人
間
」

ス
ピ
ノ
ザ
が
情
念
の
倫
理
的
評
価
と
い
う
主
題
を
展
開
し
て
い
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
十
九
以
降
で
あ
る
。「
共
通
概
念
」
を
も

と
に
構
想
さ
れ
う
る
「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
「
範
型
」
に
よ
っ
て
、
現
実
に
生
き
る
人
間
に
生
じ
た
情
念
を
倫
理
的
に
評
価
す
る
と
い
う
主

題
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
定
理
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
諸
定
理
を
も
う
少
し
詳
し
く
区
分
す
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
十
九
以
降
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
個
々
の
情
念
の
倫
理
的
評
価
に
着
手
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
枠
組
み
を
論
じ
て
い

る
の
が
定
理
三
七
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
定
理
三
八
か
ら
定
理
六
六
ま
で
の
部
分
が
情
念
の
倫
理
的
評
価
に
割
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
定
理
六
七
か
ら
七
三
ま
で
が
「
自
由
な
人
間
の
気
質
と
生
活
法
」
に
割
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
部
分
の
内
、
私
が
以
下
で
取
り
扱

う
の
は
、
定
理
十
九
か
ら
三
七
ま
で
の
理
論
的
枠
組
み
の
部
分
で
あ
る
。

定
理
十
九
か
ら
の
い
く
つ
か
の
定
理
に
お
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
範
型
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
き
に
、
そ
の
論
理
が
現
実
的
な
欲
望
の
分
析

か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
点
を
鮮
明
に
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
現
実
の
生
に
も
あ
て
は
ま
る
欲
望
の
分
析
の
延
長
線
上
に
「
範



柴　
　

田　
　

健　
　

志

一
〇

型
」
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。　

定
理
十
九
は
こ
う
断
言
す
る
。「
各
人
は
自
己
の
本
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
自
分
が
善
と
判
断
す
る
も
の
を
欲
求
し
、
悪
と

判
断
す
る
も
の
を
避
け
る
」。
読
ま
れ
る
通
り
、
人
間
は
自
分
に
と
っ
て
の
善
を
欲
求
し
自
分
に
と
っ
て
の
悪
を
避
け
る
。
本
性
か
ら
し
て
そ

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
定
理
二
十
で
は
人
間
が
「
自
己
に
有
益
な
も
の
」
を
追
求
す
れ
ば
す

る
だ
け
そ
の
人
間
に
「
徳
」
が
認
め
ら
れ
、
逆
に
そ
れ
を
怠
る
と
き
無
力
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
ま
ず
現
実

の
生
の
水
準
で
問
題
な
く
理
解
し
う
る
。
定
理
二
一
で
は
、「
生
き
る
」
こ
と
を
欲
望
す
る
こ
と
な
し
に
そ
も
そ
も
「
よ
く
生
き
る
」
こ
と
を

欲
望
し
え
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
形
で
、
定
理
二
二
は
「
い
か
な
る
徳
も
こ
れ
（
す
な
わ
ち
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ

ス
）
よ
り
先
に
概
念
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
己
保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
、
徳
の
第
一
に
し
て
唯
一

の
基
礎
で
あ
る
」(IV

22C)

。

こ
こ
で
、「
徳
の
基
礎
」
と
い
う
表
現
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
自
己
保
存
の
欲
望
に
し
た
が
っ
て
善
を
求
め
悪
を
避
け
る
こ
と
は
ま
だ
真

の
徳
な
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
文
字
通
り
徳
の
基
礎
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
真
の
徳
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
自
己

保
存
の
コ
ナ
ト
ゥ
ス
は
、
知
的
な
理
解
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
真
に
徳
と
い
わ
れ
る
状
態
を
も
た
ら
し
う
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
を
定
理
二
四
が
明
言
し
て
い
る
。

「
十
分
な
意
味
で
徳
に
よ
っ
て
は
た
ら
く
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
は
、
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
、
生
き
、
自
己
の
存
在
を
維

持
す
る
こ
と
（
こ
の
三
つ
は
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
）、
そ
し
て
自
己
に
と
っ
て
有
益
な
も
の
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
し
て
そ
れ
を

す
る
こ
と
で
あ
る
」。
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こ
の
定
理
に
お
い
て
「
範
型
」
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
点
を
鮮
明
に
意
識
し
て
こ
れ
以
下
の
定
理
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。「
理
性
の
命
令

に
よ
っ
て
は
た
ら
き
、
生
き
、
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
こ
と
」
は
、
つ
ね
に
情
念
に
屈
し
て
い
く
現
実
の
生
と
は
明
ら
か
に
水
準
が
異
な
る
。

そ
れ
は
生
の
「
範
型
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
き
る
こ
と
の
延
長
線
上
に
よ
く
生
き
る
こ
と
が
見
通
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
の
生
を
肯
定

し
よ
う
と
す
る
欲
望
の
延
長
線
上
に
「
範
型
」
す
な
わ
ち
「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
非
人
称
的
な
形
象
が
立
ち
現
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
ま
だ
「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
そ
れ
は
定
理
六
六
の
注
解
で
初
め
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
ス

ピ
ノ
ザ
は
「
理
性
に
導
か
れ
る
人
間
」
を
こ
う
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
理
性
に
導
か
れ
る
人
間(hom

o qui ratione 

ducitur)

」
と
い
う
表
現
な
ら
、
定
理
二
四
の
「
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
、
生
き
、
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
」
と
い
う
表
現
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
し
、
ま
た
「
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て(ex ductu rationis)

」
と
い
う
表
現
そ
の
も
の
も
、
定
理
三
五
か
ら
何
度
も
使
用
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
理
六
六
以
前
か
ら
、
内
容
と
し
て
は
す
で
に
「
自
由
な
人
間
」
の
生
が
語
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
以
下
の
定
理
を
追
っ
て
い
こ
う
。

自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
妨
げ
に
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
人
間
の
本
性
に
一
致
す
る
も
の
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て

善
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
定
理
三
一
は
述
べ
る
。「
事
物
は
わ
れ
わ
れ
の
本
性
と
一
致
す
る
限
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
善
で
あ
る
」。
と

こ
ろ
が
、定
理
三
二
に
よ
れ
ば
、情
念
に
捉
え
ら
れ
た
人
間
ほ
ど
互
い
に
対
立
し
、相
互
に
一
致
し
な
い
も
の
は
な
い
。「
人
間
は
受
動
（
情
念
）

に
従
属
す
る
限
り
、
そ
の
限
り
で
は
本
性
に
お
い
て
一
致
す
る
と
は
い
わ
れ
え
な
い
」。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
水
準
の
み
を
視
野
に
入
れ
て
い

る
限
り
、
人
間
は
根
本
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
人
間
の
生
を
意
味
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ

ザ
は
人
間
の
「
範
型
」
を
構
想
し
て
、
現
実
の
生
の
中
に
別
の
意
味
づ
け
の
可
能
性
を
導
き
入
れ
る
の
で
あ
る
。

定
理
三
一
と
定
理
三
二
と
い
う
順
序
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
う
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
実
に
生
き
て
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一
二

い
る
一
人
一
人
の
人
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
内
的
な
意
味
づ
け
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
が
意
味
づ
け
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。『
エ
チ
カ
』

は
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
に
内
在
す
る
論
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
定
理
の
連
鎖
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
な
本
質

そ
の
も
の
で
あ
る
「
欲
望
」
と
、
デ
カ
ル
ト
が
『
方
法
序
説
』
で
述
べ
た
「
良
識
」
の
よ
う
に
す
べ
て
の
人
間
に
自
然
に
分
け
与
え
ら
れ
て
い

る
「
共
通
概
念
」
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
自
生
的
に
「
範
型
」
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
論
理
と
も
み
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
そ
の
論
理
は
以
下
の
よ
う
な
徹
底
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
各
人
に
内
在
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
日
常
的
な
意
識
の
な
か

に
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
定
理
の
証
明
と
い
う
厳
密
な
仕
方
で
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

「
共
通
概
念
」
に
よ
っ
て
の
み
生
き
る
人
間
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
つ
ね
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
ら
が
認
識
す
る

の
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
の
も
の
」
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
人
間
を
相
互
に
対
立
さ
せ
る
要
因
は
何
も
な
い
は
ず
な
の
だ
か
ら
。

「
人
間
が
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
生
き
る
限
り
、た
だ
そ
の
限
り
に
お
い
て
、人
間
は
本
性
に
よ
っ
て
つ
ね
に
必
然
的
に
一
致
す
る
」(IV

35P)

。

念
の
た
め
に
述
べ
る
が
、こ
の
定
理
を
現
実
の
生
の
水
準
で
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。そ
れ
は
、現
実
の
生
を
倫
理
的
に
評
価
す
る
た
め
の「
範

型
」
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
け
ば
、
次
の
定
理
三
六
の
意
味
は
極
め
て
明
瞭
に
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定
理

は
「
最
高
善
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
「
最
高
善
」
は
「
範
型
」
た
る
理
性
的
な
人
間
に
と
っ
て
も
、
情
念
に
屈
す
る
現
実
の

人
間
に
と
っ
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
最
高
善
」
な
ど
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
ま
ま
で

は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
最
高
善
」
に
照
ら
し
て
現
実
を
評
価
し
た
後
に
、
そ
の
評
価
か
ら
何
が
出
て
く
る
か
を
あ
ら

た
め
て
別
の
規
準
で
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
理
は
そ
の
よ
う
な
評
価
と
改
善
の
分
裂
を
ま
っ
た
く
引
き
起
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こ
さ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
徳
に
し
た
が
う
人
々
の
最
高
善
は
す
べ
て
の
人
に
共
通
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」。

こ
の
よ
う
に
、「
最
高
善
」
と
は
本
来
は
各
人
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
楽
し
め
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
最
高
善
の
享
受
に
生
の
基
準
を
設
定
し
て
生
き
う
る
人
は
、
他
人
も
同
様
に
生
き
る
こ
と
を
求
め
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
人
も
同

じ
よ
う
に
し
て
く
れ
る
な
ら
、
互
い
に
対
立
す
る
要
因
は
減
り
、
徳
に
し
た
が
お
う
と
す
る
欲
望
は
よ
り
よ
く
満
足
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
定
理
三
七
が
く
る
。

「
徳
を
求
め
る
各
々
の
人
は
自
分
の
た
め
に
求
め
る
善
を
残
り
の
人
間
た
ち
に
も
望
む
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
が
も
つ
神
の
知
識
が
大
き
け

れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
こ
の
こ
と
を
多
く
望
む
で
あ
ろ
う
」。

こ
の
よ
う
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
情
念
に
よ
っ
て
対
立
す
る
現
実
の
人
間
の
生
の
中
に
、「
最
高
善
」
に
も
と
づ
く
生
へ
と
延
長
し
う
る
よ
う
な

欲
望
の
存
在
を
見
た
。「
自
由
な
人
間
」
の
生
は
、情
念
に
圧
倒
さ
れ
屈
し
て
い
く
人
間
の
生
の
中
に
胚
胎
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、「
自

由
な
人
間
」
と
い
う
「
範
型
」
を
規
準
に
現
実
の
生
を
評
価
す
る
こ
と
の
意
味
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
悲
し
み
と
い

う
情
念
は
悪
で
あ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
言
う
が(IV

41P)

、
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
に
い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
問

わ
れ
て
い
る
の
は
、
現
に
今
お
の
れ
が
感
じ
て
い
る
悲
し
み
は
悪
な
の
だ
と
お
の
れ
に
向
か
っ
て
言
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
す

で
に
以
下
の
と
お
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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一
四

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
範
型
」
を
基
準
に
し
た
諸
情
念
の
評
価
は
、
そ
れ
ら
諸
情
念
を
生
み
出
す
よ
う
な
生
の
改
善
へ
の
欲
望
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
評
価
は
た
ん
な
る
評
価
に
と
ど
ま
ら
ず
、
評
価
す
る
こ
と
自
体
が
現
実
の
生

の
改
善
へ
と
踏
み
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、自
分
が
悪
と
評
価
し
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
矛
盾
は
欲
望
そ
の
も
の
の
矛
盾
で
あ
っ
て
、
矛
盾
と
気
づ
か
れ
る
以
前
に
生
き
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
放
置
す
る
こ
と
は
い
っ
そ

う
困
難
で
あ
る
。

「
範
型
」
の
も
つ
倫
理
的
な
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
。
生
の
評
価
が
同
時
に
生
の
変
容
で
あ
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
一
般
的
に
い
え
ば
、
認
識

が
即
存
在
で
あ
る
こ
と
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
在
的
規
範
の
論
理
の
特
徴
で
あ
る
。「
範
型
」の
理
論
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
四
六
の
解
釈
と
い
う
形
で
こ
の
点
を
さ
ら
に
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
強
さ
」
と
い
う
徳

の
実
践
と
い
う
水
準
で
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
論
点
を
敷
衍
し
よ
う
。

　
　
　

四　
「
強
さ
」
の
擁
護

こ
の
点
を
具
体
的
に
議
論
す
る
た
め
に
、『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
重
要
な
主
題
で
あ
る
「
強
さ
」
と
い
う
主
題
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
強
さ
」
と
い
う
概
念
が
最
初
に
現
れ
る
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
五
九
の
注
解
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
十
全
に
認
識
す
る
限
り
に
お
け
る
精
神
に
関
係
す
る
諸
感
情
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
活
動(action)

を
、
わ
た
し
は
強
さ
に
還
元
す
る
」。

す
な
わ
ち
、
不
十
全
な
観
念
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、「
共
通
概
念
」
を
主
と
す
る
十
全
な
観
念
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
な
さ
れ
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一
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る
活
動
を
総
称
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
強
さ
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
と
り
わ
け
重
視
し
た
「
強
さ
」
は
、「
毅

然(anim
ositas)

」
と
「
高
邁(generositas)

」
の
二
つ
で
あ
る
。
同
じ
注
解
で
、「
強
さ
」
の
説
明
に
続
け
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
こ
れ
（
強
さ
）
を
、
わ
た
し
は
毅
然
と
高
邁
と
に
区
別
す
る
」。
こ
の
区
別
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

「
毅
然
と
い
う
こ
と
で
、
わ
た
し
は
、
各
人
が
た
だ
理
性
の
命
令
の
み
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
つ
と
め
る
欲
望
と
解
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
高
邁
と
い
う
こ
と
で
、
わ
た
し
は
、
各
人
が
た
だ
理
性
の
命
令
の
み
に
よ
っ
て
他
の
人
間
を
援
助
し
か
つ
彼
ら
と
友
情
に
よ
っ

て
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
と
解
す
る
」。

「
毅
然
」
も
「
高
邁
」
も
「
欲
望
」
の
一
種
で
あ
る
。
両
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
が
「
理
性
の
命
令
」
の
み
に
従
う
欲
望
で
あ
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
欲
望
が
自
己
自
身
の
み
に
向
け
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
毅
然
」
と
呼
ば
れ
、
ま
た
そ
の
欲
望
が
他
者
と
の
関
係
に

向
け
ら
れ
た
と
き
に
は
「
高
邁
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
強
さ
」
は
、
自
己
に
つ
い
て
の
欲
望
と
他
者
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
欲
望
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
論
点
は
「
強
さ
」
に
二
種
類
が
あ
る
と
い

う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、「
毅
然
」
も
「
高
邁
」
も
結
局
は
「
強
さ
」
に
帰
す
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
理
性
が
「
す
べ
て
の

人
に
共
通
」
の
も
の
の
認
識
に
も
と
づ
く
と
い
う
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人

間
を
し
て
、
お
の
れ
の
存
在
を
維
持
せ
し
め
る
そ
の
同
じ
欲
望
が
、
他
者
を
援
助
し
他
者
と
友
好
を
結
ば
し
め
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
検
討
し

た
定
理
三
七
は
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
徳
を
求
め
る
各
々
の
人
は
自
分
の
た
め
に
求
め
る
善
を
残
り
の
人
間
た
ち
に
も
望
む
で
あ
ろ
う
」。

重
要
な
点
は
、「
強
さ
」
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
は
、
さ
し
あ
た
り
「
自
由
な
人
間
」
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
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点
で
あ
る
。
真
の
徳
は
、
た
だ
「
自
由
な
人
間
」
と
い
う
「
範
型
」
に
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
。「
真
の
徳
と
は
、
た
だ
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て

の
み
生
き
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
三
七
の
注
解
一
の
文
章
は
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
は
と
い
え
ば
、何
ほ
ど
か
「
強
さ
」
を
も
っ
て
い
た
に
し
て
も
、そ
の
「
強
さ
」
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

情
念
の
圧
倒
的
な
力
に
対
し
て
、
こ
の
「
強
さ
」
は
弱
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
力
に
お
い
て
は
取
る
に
足
ら
ぬ
と
し
て
も
、
確
実
に
わ
れ
わ
れ
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
強
さ
」
を
含
ん
で
構
想

さ
れ
た
「
自
由
な
人
間
」
の
生
に
照
ら
し
て
現
実
的
な
諸
情
念
を
評
価
す
る
こ
と
。
そ
れ
こ
そ
定
理
が
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

こ
こ
で
定
理
四
六
を
見
て
み
よ
う
。　

定
理
四
六
は
、「
自
由
な
人
間
」に
つ
い
て
の
叙
述
と
し
て
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。定
理
四
五
で「
憎

し
み
」
と
い
う
感
情
が
善
で
は
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
後
、
こ
の
定
理
で
は
、
他
者
か
ら
自
分
に
向
け
ら
れ
た
憎
し
み
等
の
否
定
的
な
感
情

に
ど
う
応
え
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
定
理
四
五
を
踏
ま
え
れ
ば
、
憎
み
返
し
に
よ
っ
て
応
え
る
こ
と
は
正
し
い
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
で

は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
定
理
四
六
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
理
性
の
導
き
に
よ
っ
て
生
き
る
人
は
、
自
分
に
対
す
る
他
人
の
憎
し
み
、
怒
り
、
軽
蔑
な
ど
を
、
逆
に
愛
あ
る
い
は
高
邁
に
よ
っ
て
報
い

る
よ
う
努
め
る
」。

「
憎
し
み
」
に
対
し
て
は
「
愛
」
あ
る
い
は
「
高
邁
」
で
報
い
る
こ
と
が
理
性
に
適
っ
て
い
る
、
と
こ
の
定
理
は
述
べ
る
。
た
し
か
に
そ
の

と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
は
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
現
実
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
憎
し
み
に
対
し
て
は
憎
み
返
し
に
よ
っ
て
応
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
感
情

の
模
倣
」(III27S)

に
よ
り
、
誰
も
が
憎
し
み
に
対
し
て
憎
み
返
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
復
讐
心
」(III40C2S)

に
捉
え
ら
れ
る
の
だ
か
ら
。
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し
た
が
っ
て
、
こ
の
定
理
は
、
憎
み
返
し
は
悪
だ
と
い
う
評
価
を
暗
黙
に
前
提
し
た
上
で
、
次
に
、
憎
し
み
に
対
し
て
愛
で
応
ぜ
よ
と
生
の

改
善
を
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
憎
し
み
に
対
し
て
憎
み
返
し
で
応
じ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
現
実
の
水
準
で
な
く
、「
範
型
」
の
水
準

に
た
っ
て
、「
自
由
な
人
間
」
な
ら
ば
当
然
実
行
し
う
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
範
型
」
を
規
準
に
し
た
現
実
の
生
の
評
価
は
こ
の
定
理
の
注
解
に
回
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
不
当
な

こ
と
に
対
し
て
憎
み
返
し
に
よ
っ
て
復
讐
す
る
こ
と
を
欲
す
る
人
の
生
は
た
し
か
に
惨
め
で
あ
る
」
と
突
き
放
し
、「
憎
し
み
を
愛
で
克
服
し

よ
う
と
つ
と
め
る
」
人
と
対
比
さ
せ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
注
解
で
は
た
し
か
に
評
価
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
先
は

何
も
命
じ
て
は
い
な
い
し
、
提
案
し
て
も
い
な
い
。
倫
理
学
を
僭
称
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
評
価
の
次
に
今
後
の
指
針
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
一
切
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
情
念
の
評
価
を

わ
れ
わ
れ
自
身
が
下
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
情
念
を
す
で
に
幾
分
か
は
乗
り
越
え
て
、
別
な
生
へ
と
向
か
い
始
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
は
、
自
己
の
欲
望
に
対
し
て
外
在
的
な
規
範
で
な
く
、
自
己
の
欲
望
か
ら
ほ
と
ん

ど
自
然
発
生
的
に
導
き
出
さ
れ
る
内
在
的
規
範
の
論
理
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
私
の
解
釈
は
、
こ
う
し
て
『
エ
チ
カ
』
の
テ
キ

ス
ト
そ
の
も
の
の
構
造
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

お
わ
り
に

『
エ
チ
カ
』
第
四
部
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
狙
い
は
わ
れ
わ
れ
を
倫
理
的
な
目
標
に
向
か
っ
て
導
く
こ
と
で
な
く
、
諸
情
念
を
倫
理
的
に
評

価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
評
価
の
基
準
と
し
て
「
自
由
な
人
間
」
の
生
が
構
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
「
自
由
な
人
間
」
が
現
実

存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
三
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
政
治
論
』
で
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
ど
こ
に
も
存
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在
し
な
い
人
間
本
性
」(GIII273)

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
人
間
と
は
何
の
関
係
も
な
い
空
想
的
な
理

想
像
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
実
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
人
間
が
何
ほ
ど
か
所
有
す
る
「
強
さ
」
を
も
と
に
構
想
さ
れ
て
い
る
の
が
「
自

由
な
人
間
」
の
生
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
範
型
」
と
は
内
在
的
規
範
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
情
念
の
評
価
が
同
時
に
生
の
改

善
で
あ
り
う
る
。
倫
理
的
な
目
標
に
向
か
っ
て
導
か
れ
る
ま
で
も
な
く
、
評
価
に
お
い
て
す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
生
の
改
善
へ
と
向
か
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
第
四
部
の
付
録
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
正
し
い
生
活
法
」(GII266)

は
、
そ
の
よ
う
な
生
の
改
善
の
要
点
で
あ
っ
て
、

お
の
れ
の
欲
望
を
超
越
し
た
訓
戒
な
ど
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
倫
理
学
の
特
徴
は
、
各
人
の
欲
望
と
い
う
特
異
な
も
の
の
中
に
、
普
遍
的
な
規
範
の
種
子
が
胚
胎
し
て
い
る
こ

と
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
種
子
と
は
「
共
通
概
念
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
各
人
の
内
で
自
生
的
に
繁
殖
し
て
い
く
も

の
と
し
て
と
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
自
由
な
人
間
」
と
は
そ
の
よ
う
な
自
然
種
を
い
わ
ば
純
粋
培
養
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し

て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
範
型
」
と
い
う
何
ほ
ど
か
超
越
性
を
帯
び
た
言
葉
を
『
エ
チ
カ
』
の
中
で
矛
盾
な
く
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
理
四
六
の
解
釈
と
し
て
、
一
点
だ
け
つ
け
加
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
残
っ
て
い
る
。『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、「
宗
教
心
」
と

は
「
神
の
観
念
を
も
つ
限
り
」
の
人
間
の
「
強
さ
」
の
こ
と
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る(IV

37S1)

。
す
る
と
、憎
し
み
に
「
愛
」
な
い
し
「
高
邁
」

で
応
え
る
と
い
う
行
為
は
、
も
し
そ
れ
が
神
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宗
教
的
な
意
味
付
け
を
許
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
教
え
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
や
、
と
い
う
よ
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
「
真
の
宗
教
」(IV

73S)

の
教
え
と
は
、
真

理
を
認
識
す
る
人
間
の
「
強
さ
」
と
結
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

＜

凡
例＞

『
エ
チ
カ
』の
参
照
箇
所
は
、慣
例
に
従
い
以
下
の
略
号
に
よ
っ
て
文
中
に
示
す
。
ま
た
、必
要
に
応
じ
て
、Gebhardt

版
全
集
の
巻
数
お
よ
び
頁
数
を
記
す
。
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注

（
一
） 

Cf. V
. Goldschm

idt [1984] pp.14-17.　
『
ス
ピ
ノ
ザ
辞
典
』
の
「
範
型
」
の
項
に
も
同
主
旨
の
指
摘
が
あ
る
。Cf. Ch. Ram

on [2007] p.127.

（
二
） 

善
悪
の
判
定
基
準
と
し
て
完
全
な
人
間
の
概
念
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
の
論
点
は
『
短
論
文
』
に
も
『
知
性
改
善
論
』
に
も
見
出
さ
れ
る
。『
短

論
文
』
で
は
、「
完
全
な
人
間
」
は
「
理
性
の
有
」(GI60)

で
あ
る
と
は
っ
き
り
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
人
間
が
現
実
に
は
存
在
し
な

い
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
る
が
、『
知
性
改
善
論
』
の
該
当
箇
所(§

13)

に
は
そ
れ
と
同
様
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。

（
三
） 

こ
の
論
文
で
は
「
共
通
概
念
」
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
こ
と
が
主
眼
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
理
論
の
概
略
は
注
に
ま
わ
す
。「
観
念
の
秩
序
お
よ

び
連
鎖
は
事
物
の
秩
序
お
よ
び
連
鎖
と
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
七
は
神
と
い
う
実
体
の
水
準
に
あ
る
。
こ
の
水
準
で
は

観
念
は
つ
ね
に
事
物
に
対
応
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
神
の
認
識
に
は
真
理
し
か
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
人
間
は
「
人
間
身
体
の
変
様
の
観
念
」

(II13D
)

と
い
う
、
事
物
の
連
鎖
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
の
観
念
を
認
識
す
る
。
そ
の
限
り
、
人
間
に
は
不
十
全
な
観
念
し
か
な
い(II29S)

。
た

だ
し
、
人
間
に
と
っ
て
は
不
十
全
な
観
念
も
、「
神
に
還
元
さ
れ
る
限
り
真
で
あ
る
」(II32P)

。
な
ぜ
な
ら
人
間
身
体
の
変
様
も
、
じ
つ
は
諸
事

物
の
連
鎖
の
中
で
生
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
に
も
十
全
な
、
つ
ま
り
真
の
観
念
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
身
体
と
外
部
の

物
体
の
相
互
作
用
か
ら
人
間
身
体
の
変
様
が
生
じ
う
る
の
は
、
そ
れ
ら
に
何
か
共
通
の
要
素
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
素
は
つ
ね
に

人
間
身
体
の
変
様
に
含
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
人
間
精
神
に
現
前
し
て
い
る
。
し
か
も
、
共
通
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
事
物
の
連
鎖
の
全
体
に
も
部
分

に
も
同
じ
よ
う
に
十
全
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ
り
、
部
分
の
中
に
も
全
体
の
中
に
も
あ
る
も

の
は
十
全
に
し
か
概
念
さ
れ
え
な
い
」(II38P)

。
こ
の
よ
う
な
概
念
が
「
共
通
概
念
」(II40S1)

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
他
の
事
物
と
と
も

に
現
実
存
在
し
始
め
る
と
と
も
に
人
間
精
神
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。



柴　
　

田　
　

健　
　

志

二
〇

（
四
） 

こ
こ
に
は
ス
ト
ア
派
へ
の
批
判
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ト
ア
派
は
、
情
念
は
誤
謬
に
も
と
づ
く
と
い
う
考
え
に

も
と
づ
い
て
誤
謬
を
真
理
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
で
情
念
を
追
い
払
え
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。Cf. G. Rodis-Lew

is[1970] pp.99-102.

（
五
） 
こ
の
点
を
支
持
す
る
強
力
な
議
論
を
展
開
し
た
の
は
ヘ
イ
ス
ロ
ッ
ト
で
あ
る
。Cf. S.P.K

ashap (ed.) [1972] pp.63-66.　

ま
た
『
短
論
文
』
に

関
し
て
同
じ
論
点
を
究
明
し
て
い
る
の
は
佐
藤[2006]　

pp.99-102

で
あ
る
。

（
六
） 

柏
葉[2008] pp.58-60
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