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ミ
シ
ェ
ル
0

ヴ
ィ
レ
イ
の
法
思
想
（
二
・
完
）

水
　
波

朗

　　　　第　　　　第は

自権法法　節節節節　が

結

　
き

　
ヴ
ィ
レ
イ
の
法
思
想
の
要
点

　
法
と
行
為
規
範

　
法
と
権
利
　
　
（
以
上
前
号
）

　
　
法
の
世
俗
性
　
　
（
以
下
本
号
）

　
法
学
の
方
法
論

　
若
干
の
批
判
的
考
察

法
の
定
義

法
の
認
識
論

権
利
論

自
然
と
超
自
然

論

　
　
　
第
三
節
　
法
の
世
俗
性

説　
　
　
法
が
本
質
的
に
世
俗
的
な
世
界
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
神
の
超
自
然
的
啓
示
を
信
仰
的
に
受
け
容
れ
る
場
合
に
の
み
法
の
真
の

論　
　
存
在
根
拠
や
内
容
が
知
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
法
を
説
明
す
る
の
に
聖
書
を
も
ち
出
す
必
要
の
な
い
こ
と
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，ム．

ロ側

は
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
右
の
法
概
念
か
ら
で
て
く
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
，
（
実
は
そ
う
み
え
る
だ
け
で
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
い
う

よ
う
な
意
味
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
聖
ト
マ
ス
の
「
法
」
を
解
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
直
ち
に
は
法
の
世
俗
性
の
根
拠
と
は
な
ら

ず
、
法
の
世
俗
性
は
他
の
異
な
っ
た
観
点
か
ら
言
わ
れ
う
る
こ
と
、
又
教
会
の
桂
会
理
論
は
ヴ
ィ
レ
イ
の
法
概
念
を
正
し
い
と
し
て
も
な

お
そ
の
正
当
な
存
在
理
由
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
の
べ
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
）
ヴ
ィ
レ
イ
は
事
実
、
こ
れ
が
必
然
的
な
帰

結
で
あ
り
、
　
「
教
会
の
社
会
理
論
」
は
な
り
立
ち
え
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
レ
イ
ば
こ
う
し
た
こ
と
を
、
次
の
三
つ
の
論
文
、
す
な
わ
ち
　
0
「
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
理
論
の
本
性
に
つ
い
て
の
吟
味
」
、
◎

「
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
神
学
大
全
に
お
け
る
法
源
と
し
て
の
聖
書
」
、
臼
「
自
然
法
の
世
俗
性
、
不
確
定
性
お
よ
び
可
変
性
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

題
し
た
三
篇
に
お
い
て
の
べ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
e
は
始
め
の
方
で
典
型
的
な
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
理
論
と
み
な
さ
れ
た
二
つ
の
著
書
へ

の
ヴ
ィ
レ
イ
の
書
評
の
形
を
と
っ
て
い
る
部
分
を
除
い
た
後
半
は
、
⇔
に
近
い
が
、
そ
れ
で
も
◎
よ
り
は
か
な
り
簡
略
で
あ
る
。
そ
こ
で

主
と
し
て
◎
に
基
い
て
ヴ
ィ
レ
イ
の
所
論
を
分
か
り
や
す
く
の
べ
よ
う
。

　
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
　
法
は
自
然
的
な
社
会
的
諸
関
係
の
う
ち
に
あ
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
　
類
型
性
で
あ
り
、
　
そ
れ
が
　
「
事
物
の
中

§
Φ
巳
ニ
ヨ
話
ご
と
な
っ
て
測
ら
れ
て
い
る
過
不
足
の
な
い
「
各
人
の
持
分
」
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
「
事
物
」
で
あ
る
か
ら
社
会
的
事
態
の

全
体
と
し
て
の
経
験
的
洞
見
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
が
そ
の
自
然
的
理
性
の
光
あ
る
い
は
明
証
性
を
用
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
キ
リ
ス
ト
教
的
な
啓
示
や

聖
書
的
根
拠
に
よ
っ
て
法
が
把
握
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
の
う
ち
で
生
ま
れ

た
、
　
こ
と
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
　
（
聖
ト
マ
ス
と
そ
の
学
徒
を
除
く
）
中
世
の
法
思
想
を
支
配
し
て
い
た
、

そ
し
て
近
世
初
期
の
そ
の
承
継
者
に
よ
っ
て
現
代
に
も
ち
込
湿
れ
た
法
思
想
（
そ
れ
は
道
徳
規
範
た
る
律
法
1
1
実
定
的
神
法
を
法
律
的
な

「
法
」
．
．
、
器
．
、
㎞
ξ
乙
5
二
①
と
と
り
違
え
、
一
般
に
行
為
の
規
範
一
①
×
を
言
ω
と
と
り
違
え
る
）
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
今
日
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盛
行
し
て
い
る
カ
ト
リ
ッ
ク
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
的
倫
理
学
、
こ
と
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
い
わ
ゆ
る
「
教
会
の
社
会
理
論
」
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

う
し
た
も
の
で
、
こ
れ
は
却
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
レ
イ
は
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
聖
ト
マ
ス
の
「
神
学
大
全
」
を
と
り
挙
げ
る
。
聖
ト
マ
ス
は
こ
の
著
に
お
い
て
、
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ツ
ク
ス

み
た
よ
う
に
一
方
で
は
「
法
律
の
綱
要
」
↓
触
巴
9
α
①
ω
δ
一
ω
（
或
は
「
法
律
に
つ
い
て
」
　
O
Φ
一
①
α
q
差
⊆
ω
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
（
第
二
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ス

の
一
、
第
九
〇
一
一
〇
八
命
題
、
邦
訳
「
神
学
大
全
」
第
十
三
冊
、
稲
垣
良
典
訳
、
創
文
社
）
を
、
他
方
で
は
「
正
義
の
綱
要
」
↓
『
巴
9

ユ
。
ご
言
ω
ユ
。
①
（
或
は
「
法
と
正
義
に
つ
い
て
」
U
①
冒
お
2
冒
ω
葺
猷
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
（
第
二
部
門
派
、
第
五
三
一
七
九
命
題
）

を
残
し
て
い
て
、
　
「
法
」
言
ω
の
概
念
は
実
は
後
者
で
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
前
者
で
の
べ
ら
れ
る
一
①
×
の
方
に
は
、
「
法
」
の
認
識
に
役

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

立
つ
も
の
を
、
直
接
的
に
は
殆
ん
ど
含
ま
せ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
、
前
者
の
方
で
聖
ト
マ
ス
が
何
を
語
る
の
か
検
討
し
よ
う
。

　
「
法
律
の
綱
要
」
は
法
の
一
般
理
論
と
し
て
人
定
法
、
自
然
法
、
神
法
、
永
久
法
を
扱
う
第
九
〇
命
題
か
ら
第
九
七
命
題
ま
で
と
、
旧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

約
聖
書
お
よ
び
新
約
聖
書
に
啓
示
さ
れ
た
神
的
実
定
法
を
扱
う
第
九
八
命
題
か
ら
第
一
〇
五
命
題
と
に
分
か
れ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
の
部

分
で
は
、
上
記
各
種
の
法
の
領
域
や
限
界
を
明
確
に
し
つ
つ
用
い
ら
れ
て
い
る
一
①
×
の
語
は
、
極
め
て
一
般
的
な
広
い
意
味
で
語
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
い
て
、
「
法
」
を
特
定
す
る
冨
×
あ
り
ゃ
と
問
う
今
の
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
　
そ
こ
で
後
者
の
法
、
　
つ
ま
り
旧
約
お
よ
び
新
約
の
啓

示
さ
れ
た
神
法
が
法
内
容
を
認
識
す
る
う
え
で
何
か
役
に
立
つ
積
極
的
な
も
の
を
示
す
と
聖
ト
マ
ス
が
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
、
尋
ね
よ

う
。　

先
ず
新
約
の
法
は
、
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
救
世
主
イ
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
の
出
現
と
と
も
に
旧
い
旧
約
の
法
の
あ
る
部
分
を
廃
棄
し
つ

つ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
盛
徳
の
た
め
に
イ
エ
ス
・
ク
リ
ス
ト
自
身
が
教
え
た
厳
し
い
高
度
の
愛
の
掟
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
隣
人
愛
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

孝
敬
の
念
と
か
、
貞
節
、
節
制
と
い
っ
た
道
徳
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
家
に
と
っ
て
問
題
に
な
る
よ
う
な
「
法
」
に
つ
い
て
は
、
決

め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
付
安
堵
・
二
次
的
な
資
格
に
お
い
て
で
あ
る
。
人
間
の
心
の
内
面
の
動
き
以
上
に
出
て
何
か
人
間
の
外
面
的
な
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行
為
に
つ
い
て
の
掟
を
定
め
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
神
器
の
秩
序
に
属
す
る
教
会
法
上
の
若
干
の
基
本
原
則
（
教
会
の
組
織
や
、
洗

読　
　
礼
そ
の
他
の
秘
蹟
な
ど
）
お
よ
び
教
会
法
と
世
俗
法
と
の
交
錯
す
る
い
わ
ゆ
る
混
同
事
項
（
例
え
ば
婚
姻
や
奴
隷
の
日
曜
礼
拝
権
）
な
ど

論　
　
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
　
（
こ
う
し
た
混
合
事
項
に
つ
い
て
聖
ト
マ
ス
が
、
教
会
法
が
世
俗
法
に
優
先
す
る
、
な
ぜ
な
ら
永
遠
の
生
命
は

　
　
こ
の
世
の
生
命
に
優
る
か
ら
、
と
自
然
的
な
も
の
を
超
自
然
的
な
も
の
の
下
に
お
い
た
の
は
、
聖
ト
マ
ス
の
時
代
に
お
い
て
は
集
団
全
体

　
　
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
告
白
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
前
提
の
な
い
今
日
で
は
聖
ト
マ
ス
は
表
現
に
制
限
を
付
し
て
い
た

　
　
で
あ
ろ
う
）
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
種
の
掟
（
行
為
法
則
、
規
範
）
は
厳
格
に
信
仰
生
活
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
の
も
の
で
、
こ
の
掟
が
、

　
　
例
え
ば
奴
隷
の
世
俗
法
上
の
地
位
を
変
え
る
な
ど
と
い
っ
た
社
会
的
に
好
ま
し
い
作
用
を
も
っ
た
と
し
て
も
、
宗
教
生
活
の
観
点
か
ら
だ

　
　
け
意
味
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
に
法
律
的
な
意
味
を
持
ち
込
み
え
な
い
。
こ
こ
で
の
法
は
愛
の
法
で
あ
っ
て
強
制
の
法
で
は
な

　
　
い
。
こ
れ
は
、
正
当
戦
争
と
か
契
約
と
か
商
業
生
活
と
か
い
っ
た
世
俗
の
問
題
に
ま
で
こ
の
福
音
の
法
（
新
法
）
の
適
用
範
囲
を
拡
げ
て

　
　
事
を
論
じ
よ
う
と
し
た
教
会
法
学
者
グ
ラ
チ
ア
ヌ
ス
そ
の
他
に
対
抗
し
て
、
聖
ト
マ
ス
が
強
調
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
適
用

　
　
を
行
う
に
は
新
約
の
掟
は
あ
ま
り
に
も
漠
と
し
た
基
本
原
則
を
い
う
だ
け
で
、
人
間
の
恣
意
を
混
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

　
　
適
用
を
な
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
、
旧
約
聖
書
に
書
か
れ
た
旧
約
の
法
は
ど
う
か
。
旧
約
の
法
は
た
し
か
に
「
人
間
の
行
為
の
外
的
活
動
に
か
か
わ
る
成
文
の
強
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
　
的
規
範
の
多
く
を
」
含
ん
で
い
る
の
で
、
法
の
内
容
を
特
定
す
る
基
準
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
旧
約
の
法
を
聖
ト
マ
ス
に
従
っ
て
三
つ
の
範
躊
に
分
け
る
。
e
道
徳
的
掟
導
。
鑓
凱
鋤
⇔
典
礼
上
の
掟
。
①
お
§
〇
三
鋤

　
　
臼
固
有
の
意
味
で
の
法
律
上
の
重
機
巳
遠
江
ご
。
こ
の
う
ち
⇔
は
神
礼
拝
の
仕
方
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
社
会
的
集
団
生
活
関
係
で
の

　
　
「
法
」
を
問
う
て
い
る
今
の
問
題
に
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
6
の
法
は
、
遊
牧
生
活
を
送
っ
て
い
た
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
民

　
　
族
の
日
常
的
な
民
事
的
生
活
、
公
的
生
活
の
規
範
の
苦
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
み
の
法
で
あ
っ
て
、
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ま
さ
に
万
民
の
宗
教
の
万
民
の
法
と
な
っ
た
新
約
の
法
に
よ
っ
て
破
ら
れ
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
残
る
と
こ
ろ
は
O
の
法

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
法
に
つ
い
て
は
旧
約
の
法
、
な
か
ん
ず
く
十
戒
の
掟
が
、
新
約
の
法
に
も
ひ
き
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

十
戒
の
う
ち
対
神
的
行
為
の
規
範
で
あ
る
最
初
の
三
つ
を
除
い
た
残
り
の
す
べ
て
、
す
な
わ
ち
十
戒
の
い
わ
ゆ
る
第
二
部
は
、
殺
す
な
、

姦
淫
す
る
な
、
盗
む
な
、
欺
く
な
、
他
人
の
も
の
を
欲
す
る
な
な
ど
と
命
じ
て
い
て
、
こ
れ
は
実
質
的
に
万
人
の
自
然
的
知
性
に
よ
る
洞

見
的
認
識
に
よ
っ
て
、
賢
、
愚
を
問
わ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
異
教
徒
を
問
わ
ず
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
神
は
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
道
徳
的
行
為
の
自
然
法
的
基
本
原
則
と
し
て
万
人
に
公
布
し
た
法
を
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
向
け
て
重
ね
て
神

法
と
し
て
啓
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
種
の
旧
約
の
法
が
、
世
俗
的
な
法
的
・
政
治
的
生
活
の
上
で
、
な
し
て
は
な
ら
ぬ
一
定
の

制
約
原
理
（
例
え
ば
極
端
な
自
由
放
任
の
政
策
や
完
全
な
共
産
制
の
否
定
）
を
与
え
る
と
し
て
も
、
具
体
的
な
法
内
容
や
政
治
的
体
制
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
い
て
、
そ
の
手
続
6
方
法
に
つ
い
て
何
ら
特
定
方
向
の
積
極
的
指
示
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
要
す
る
に
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
法
は
全
然
新
．
旧
約
の
聖
書
に
無
関
係
だ
と
い
う
説
は
こ
れ
を
却
け
て
、
旧
・
新
約
の
法
の
い
ず
れ
を
も
併

せ
考
え
て
い
っ
て
そ
れ
ら
が
混
合
事
項
の
解
決
や
人
間
の
社
会
的
行
為
の
う
え
で
の
一
定
の
消
極
的
枠
を
与
え
る
こ
と
な
ど
、
付
従
的
・

第
二
次
的
な
繋
り
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
認
め
つ
つ
も
、
本
来
的
に
は
「
法
」
の
内
容
規
定
の
う
え
で
役
立
つ
も
の
を
、
聖
書
は
何
ら

供
さ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
ま
で
極
言
す
る
。
社
会
理
論
は
け
っ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
・
教
会
的
で
あ
り
え
な

い
。
キ
リ
ス
ト
教
的
社
会
理
論
な
ど
を
企
て
る
の
は
、
　
「
ア
フ
リ
カ
の
宣
教
師
が
聖
寧
日
祷
書
を
用
い
て
、
土
民
の
黄
熱
病
を
癒
そ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
る
」
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
ス

　
と
こ
ろ
で
「
神
学
大
全
」
の
「
法
律
の
綱
要
」
は
こ
れ
を
措
く
と
し
て
、
そ
の
「
正
義
の
綱
要
」
で
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
聖
ト
マ
ス

は
こ
こ
で
は
、
例
え
ば
高
利
の
禁
止
に
つ
い
て
有
名
な
聖
ル
ヵ
の
テ
キ
ス
ト
の
一
節
「
相
互
に
与
え
合
え
、
何
物
を
も
と
り
お
く
な
」
を

一
応
引
用
す
る
と
し
て
も
、
す
ぐ
こ
れ
を
離
れ
て
、
高
利
を
禁
ず
る
理
由
を
、
自
然
的
理
性
の
明
証
性
の
下
に
観
察
し
て
理
解
で
き
る
他
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論

の
根
拠
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ロ
ー
マ
法
学
者
も
言
う
よ
う
な
根
拠
に
求
め
る
。
私
有
財
産
、
戦
争
、
奴
隷
と
い
っ
た
社
会
生
活
に
か
か

わ
る
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
と
に
ロ
ー
マ
法
学
者
か
ら
は
嬉
し
い
引
用
が
な
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ

う
し
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
聖
書
の
啓
示
は
解
決
の
指
針
を
与
え
ず
、
指
針
は
結
局
自
然
的
理
性
の
明
証
性
の
下
で
の
探
求
に
侯
つ
外
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
こ
と
を
、
聖
ト
マ
ス
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
最
後
に
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
聖
ト
マ
ス
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
代
の
「
教
会
の
社
会
理
論
家
」
の
如
く
に
は
し
な
か
っ
た
か
の
い
っ

そ
う
の
他
の
理
由
と
し
て
、
四
つ
を
挙
げ
る
。
第
一
に
は
、
聖
ト
マ
ス
の
知
的
誠
実
の
故
で
あ
る
。
聖
ト
マ
ス
は
、
異
教
徒
た
ち
の
語
る

も
の
で
あ
っ
て
も
真
理
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
赴
い
た
。
第
二
に
は
聖
ト
マ
ス
が
、
人
間
の
日
常
的
・
自
然
的
な
理
性
の
光
に

よ
る
認
識
に
、
信
頼
を
お
い
た
か
ら
で
あ
る
。
又
神
の
創
造
し
た
自
然
的
理
性
で
あ
る
か
ら
、
自
然
法
を
洞
見
し
、
洞
見
し
た
自
然
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

具
体
的
な
状
況
の
下
で
「
特
定
す
る
」
　
（
つ
ま
り
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
観
察
に
よ
り
外
的
「
事
物
」
と
し
て
の
「
正
」
を
発
見

す
る
こ
と
で
あ
る
）
理
性
は
、
啓
示
に
よ
り
実
定
的
漁
法
を
告
知
す
る
神
の
理
性
と
本
来
矛
盾
す
る
筈
の
な
い
も
の
、
と
の
信
頼
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
他
方
で
は
こ
う
し
た
人
間
理
性
と
人
間
理
性
の
認
識
す
る
自
然
法
（
人
間
本
性
の
法
則
）
の
可
変
性
を
、

か
れ
が
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
　
「
善
な
す
べ
し
、
稀
な
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
自
然
法
の
第
一
原
理
は
と
も
か
く
と
し
て
、
他

の
一
切
は
人
間
本
性
の
可
変
性
の
故
に
可
変
的
で
、
　
「
法
」
の
発
見
は
常
に
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
世
俗
の
事
項
に
つ
い

て
、
法
に
つ
い
て
の
べ
る
自
ら
の
判
断
の
相
対
性
を
も
、
自
覚
し
て
い
た
。
第
四
に
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
　
「
法
」
の
発
見
は
不
断
の

課
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
厳
格
な
枠
に
は
め
込
ん
で
定
義
し
、
固
定
化
し
、
永
久
化
す
る
こ
と
な
ど
、
で
き
な
い
こ
と
を
、
か
れ
は
知
っ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
へ
一
）
e
　
《
d
器
①
お
＆
8
ω
ξ
黒
塗
ε
脱
Φ
9
ω
8
9
ユ
器
ω
な
・
o
o
藍
。
の
。
ぼ
σ
二
①
茸
。
》
（
9
ミ
魯
書
史
臨
ミ
豊
§
ミ
鳴
こ
鳴
警
ミ
さ
審
塁

　
　
　
　
、
工
§
ミ
ミ
⇔
魯
、
ミ
蕊
§
ミ
鳴
職
袋
ミ
ミ
●
．
．
Z
．
、
9
一
Φ
Φ
O
y
口
　
《
ピ
、
国
。
『
幽
ε
希
o
Q
巴
三
Φ
8
ヨ
∋
①
ω
o
ξ
8
9
砕
。
置
審
諺
す
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（水波）ミシェル・ヴィレイの法思想（二・完）

（
2
）

（
3
） QO

n
ヨ
∋
①
蝕
げ
ひ
○
一
〇
α
q
一
ρ
‘
①
α
Φ
ω
．
　
目
ゴ
O
ヨ
P
ω
鉱
糟
〉
ρ
¢
一
づ
》
　
（
鳥
鋤
コ
O
D
　
駄
、
卜
貸
肉
“
q
“
～
貸
、
“
も
遣
ら
尋
、
“
職
偽
蕊
ミ
鳴
Q
、
む
b
、
O
篭
一
O
O
＝
O
ρ
二
Φ
創
①
℃
ぴ
＝
O
ω
O
℃
ず
凶
Φ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

α
‘
α
「
○
搾
．
．
》
旨
旨
亀
買
物
駄
恥
ミ
誉
ら
ミ
、
馬
“
§
b
、
ミ
ひ
　
（
Q
っ
需
p
ω
9
ξ
m
q
）
　
一
㊤
①
一
）
鴇
　
日
　
　
《
ピ
拶
一
〇
諄
①
嫡
　
一
昌
6
①
「
什
置
＝
α
Φ
　
①
ひ
　
ヨ
O
ぴ
＝
＝
σ
　
匹
に
　
画
『
O
算

昌
讐
ξ
〇
一
》
（
9
房
Z
●
智
o
o
戸
σ
鳥
こ
．
℃
、
ミ
心
ミ
§
ミ
ミ
、
ミ
ら
§
⇔
職
§
ミ
さ
要
職
§
ミ
噛
お
①
b
。
●
）
こ
の
い
ず
れ
も
ヴ
ィ
レ
イ
教
授
が
ス

ト
ラ
ー
ス
ブ
ー
ル
大
学
か
ら
パ
リ
大
学
に
移
っ
．
た
頃
の
も
の
で
あ
る
。
　
8
は
自
ら
の
編
集
し
は
じ
め
た
「
法
哲
学
雑
誌
」
の
「
キ
リ
ス
ト
教

と
法
」
と
題
し
た
特
輯
号
所
収
の
同
名
の
標
題
の
論
文
で
あ
り
、
働
は
ス
ト
ラ
ー
ス
ブ
ー
ル
大
学
法
経
学
部
の
機
関
誌
の
特
輯
号
所
収
の
も
の

で
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
自
ら
こ
の
特
即
下
の
序
文
を
も
か
い
て
い
る
。
日
は
ヴ
ィ
レ
イ
の
こ
れ
ら
の
異
色
の
論
文
に
刺
戟
さ
れ
て
の
「
教
会
の
社
会

理
論
」
派
か
ら
の
最
初
の
反
応
と
し
て
、
ド
ミ
ニ
コ
修
道
会
員
が
開
催
し
た
研
究
集
会
に
ヴ
ィ
レ
イ
も
招
か
れ
て
報
告
し
た
も
の
が
、
そ
の
日

の
他
の
報
告
と
と
も
に
纒
め
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ト
尾
・
0
窪
く
o
N
卑
℃
①
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1」1制

　
第
四
節
　
法
学
の
方
法
論

　
法
学
の
方
法
論
、
あ
る
い
は
法
認
識
を
行
う
際
に
用
い
ら
れ
る
論
理
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
近
の
ヴ
ィ
レ
イ
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
論
文
を
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

い
て
い
る
。
「
法
哲
学
十
六
論
考
」
所
収
の
「
自
然
法
の
方
法
i
I
法
哲
学
史
に
お
け
る
法
論
理
学
の
問
題
」
の
記
述
が
総
括
的
で
あ
る
。

又
聖
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
自
体
に
即
し
て
の
方
法
論
の
究
明
は
、
　
「
法
哲
学
雑
誌
」
の
第
一
九
巻
（
一
九
七
六
年
）
所
収
の
「
対
話
の
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

術
と
し
て
の
弁
証
法
に
つ
い
て
」
が
詳
し
い
。
　
「
近
代
法
思
想
批
判
」
に
収
め
ら
れ
た
二
つ
の
論
文
「
法
に
お
け
る
平
叙
法
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
よ
び
「
新
修
辞
学
と
自
然
法
」
も
重
要
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
レ
イ
は
主
張
す
る
。
聖
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
法
思
想
史
上
画
期
的
な
事
態
が
一
三
世
紀
に
生
じ
た
。
　
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
一
Φ
×
と
し

て
把
え
ら
れ
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
た
法
概
念
　
　
　
買
置
δ
謬
の
意
味
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
縄
目
ロ
ー
マ
法
的
法
概
念
　
　
が
復
活
し

た
。
そ
れ
は
「
神
学
大
全
」
の
い
わ
ゆ
る
「
正
義
の
綱
要
」
の
部
分
で
生
じ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
部
分
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ニ
コ
マ

コ
ス
倫
理
学
に
対
応
す
る
「
神
学
大
全
」
の
第
二
部
の
二
全
体
の
な
か
で
は
碗
な
分
量
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
の
正
義
の
綱
要
に
お
い
て

の
聖
ト
マ
ス
の
主
要
な
関
心
も
、
　
第
二
部
の
二
全
体
と
同
じ
く
、
人
間
の
道
徳
的
行
為
を
指
導
す
る
規
範
一
①
×
を
語
る
観
点
か
ら
、
事

を
み
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
言
ω
の
語
が
デ
ィ
カ
イ
オ
ン
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
一
①
×
一
般
と
同
一
と
さ
れ
た
り
、
一
Φ
×
に

適
合
す
る
こ
と
と
い
う
広
義
で
言
わ
れ
た
り
し
て
い
る
か
、
と
統
計
学
的
に
数
え
て
論
ず
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
明

確
に
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
で
規
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
内
容
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
が
当
時
の
他
の
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

学
者
に
例
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
言
ω
は
人
間
の
主
観
に
か
か
わ
ら
ぬ
外
的
事
物
で
あ
り
、
相
変
動
す
る
社
会
的
関
係
に
応
じ
て
変
化
す
る
人
間

本
性
に
即
し
て
移
り
ゆ
く
各
人
の
「
持
分
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
相
対
的
・
可
変
的
・
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ

う
し
た
法
を
認
識
す
る
方
法
は
、
第
一
に
は
実
在
す
る
事
物
に
つ
い
て
の
経
験
的
・
理
論
的
な
認
識
、
平
叙
法
で
の
べ
ら
れ
る
認
識
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
何
か
の
行
為
を
命
ず
る
命
令
法
で
語
ら
れ
る
も
の
、
義
務
論
的
な
論
理
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
も
の
、
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
何
か
の
行
為
法
則
の
認
識
に
適
合
し
た
方
法
論
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
又
第
二
に
、
蓋
然
的
な
事
物
を
認
識
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
命
題
も
絶
対
・
確
実
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
　
そ
う
し
た
「
法
」
の
認
識
に
適
合
し
た
方
法
、
　
あ
る
い
は
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
ト
ピ
カ
と
名
づ
け
て
蓋
然
的
・
偶
然
的
な
も
の
の
認
識
の
論
理
と
し
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ト
ピ
カ
は
、
人
間
の
意
識
的
な
認
識
が
本
来
「
理
性
」
　
ρ
巳
α
巳
9
の
観
点
か
ら
実
在
を
切
り
離
し
抽
象
し
て
の
み
、
概
念
化
し
て
の

み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
か
か
わ
る
。
偶
然
的
・
蓋
然
的
な
事
物
の
認
識
は
、
何
か
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
ら
れ
る
原
理
か
ら
出
発
し

て
必
然
的
帰
結
を
演
繹
す
る
、
と
い
っ
た
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
各
人
が
自
己
の
「
意
見
」
と
し
て
い
る
偶
然
的
な
認
識
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
出
発
し
て
、
対
決
・
討
議
す
る
過
程
を
へ
て
、
い
っ
そ
う
必
然
的
で
多
少
と
も
満
足
す
べ
き
真
理
認
識
へ
と
到
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
こ
れ
は
実
在
す
る
事
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
認
識
、
す
な
わ
ち
真
理
認
識
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
な
る
論
争
術
や
論
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

や
修
辞
法
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
理
論
的
・
観
照
的
な
真
理
認
識
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
何
か
の
実
践
的
真
理
を

求
め
て
の
義
務
論
的
論
理
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
は
巳
巴
Φ
〇
二
冨
　
つ
ま
り
対
話
法
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
意
味
で
の
「
弁
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ト
ド
ス

法
」
で
あ
る
。
「
法
」
は
正
に
非
必
然
的
で
蓋
然
的
な
実
在
す
る
事
物
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
探
求
の
最
適
の
「
途
」
、
方
法
は
弁
証
法
で
あ

（
7
）

る
。　

弁
証
法
（
或
は
対
話
法
）
は
、
事
実
、
法
認
識
の
方
法
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
法
廷
に
お
い

て
古
来
か
ら
実
践
さ
れ
て
法
律
家
の
論
理
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
法
廷
で
は
原
告
、
被
告
が
そ
れ
ぞ
れ
の
蓋
然
的
主
張
を
持
し
て

相
対
決
し
、
討
議
の
過
程
の
な
か
か
ら
判
事
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
（
絶
対
に
確
実
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
）
判
断
を
下
す
。
こ
れ
が
弁

証
法
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
法
学
者
達
は
、
ま
ず
弁
証
法
の
訓
練
を
う
け
て
、
そ
の
あ
と
で
法
律
実
務
に
入
る
の
を
常
と
し
た
。
ま
た
中
世

の
神
学
教
育
で
は
、
こ
の
意
味
の
弁
証
法
が
、
大
い
に
そ
の
教
育
法
の
中
心
を
な
し
た
。
先
ず
教
授
が
相
矛
盾
し
た
学
説
を
学
生
に
講
述
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す
る
。
そ
う
し
た
学
説
を
集
め
た
テ
キ
ス
ト
に
基
い
て
学
生
達
が
相
互
に
討
議
を
し
、
最
後
に
教
授
が
さ
し
あ
た
っ
て
の
問
題
解
決
の
途

説　
　
を
示
す
。
　
全
中
世
を
通
じ
て
数
多
く
生
み
出
さ
れ
た
討
議
録
巳
ω
℃
暮
讐
δ
器
ω
や
命
題
集
ρ
器
ω
二
8
①
ω
の
類
は
、
そ
う
し
た
弁
証
法

論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
の
実
践
の
跡
を
記
録
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
聖
ト
マ
ス
の
「
神
学
大
全
」
自
体
が
、
こ
う
し
た
教
育
法
の
延
長
の
上
に
立
つ
も
の
で
、
弁
証
法
の
最
善
の
実
践
例
、
模
範
で
あ
る
。

　
　
こ
の
こ
と
は
こ
の
大
全
の
形
式
が
こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
　
各
論
題
は
、
　
次
の
よ
う
な
形
を
と
る
。
　
ま
ず
　
「
神
は
存
在
す
る
か
」
と
か

　
　
コ
ニ
ω
と
は
何
か
し
と
か
発
問
し
た
タ
イ
ト
ル
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
す
る
一
応
の
答
え
（
そ
れ
は
多
く
の
場
合
聖
ト
づ
、
ス
が
正
し
い
と

　
　
考
え
て
い
る
回
答
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
）
が
提
示
さ
れ
、
こ
の
答
え
を
根
拠
づ
け
る
四
つ
五
つ
、
時
に
は
十
も
の
理
由
づ
け
（
そ
れ

　
　
は
多
く
は
実
際
に
存
在
し
た
神
学
者
・
哲
学
者
の
所
説
で
あ
る
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
次
に
ω
Φ
匹
8
暮
屋
（
「
し
か
し
こ
れ
と
は
反

　
　
対
に
」
の
意
）
と
し
て
こ
の
回
答
と
は
真
正
面
か
ら
対
立
す
る
回
答
が
、
多
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
ら
有
力
な
哲
学

　
　
者
・
神
学
者
の
理
由
づ
け
と
と
も
に
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
で
は
じ
め
て
菊
①
ω
O
o
＆
ご
　
（
解
決
）
の
部
分
が
始
ま
っ
て
、
相
対
立
す

　
　
る
二
つ
の
回
答
を
よ
り
高
い
観
点
か
ら
調
和
さ
せ
る
聖
ト
マ
ス
自
身
の
問
題
解
決
が
展
開
さ
れ
、
多
く
の
場
合
第
二
の
回
答
が
結
論
的
に

　
　
是
認
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
第
一
の
回
答
を
根
拠
づ
け
た
理
由
の
一
々
が
、
〉
α
胃
ぎ
鋤
§
（
第
一
の
異
論
に
た
い
し
）
、
〉
α
の
①
6
§
－

　
　
α
¢
謹
（
第
二
の
異
論
に
た
い
し
）
と
書
き
出
し
た
文
章
で
尽
く
論
駁
さ
れ
て
、
一
つ
の
論
題
が
終
る
。
神
学
大
全
の
二
千
数
百
の
論
題
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
す
べ
て
が
、
こ
う
し
た
弁
証
法
の
展
開
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
加
え
て
、
神
学
大
全
に
お
い
て
は
、
　
「
権
威
」
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
神
学
」
の

　
　
大
全
で
あ
る
か
ら
（
「
対
異
教
徒
大
全
」
ω
¢
§
茜
6
8
爲
①
α
q
①
⇒
葺
①
ω
〔
一
名
「
哲
学
大
全
」
〕
と
は
異
な
っ
て
）
、
　
明
白
に
啓
示
さ
れ
た

　
　
聖
書
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
は
、
神
学
の
前
提
と
な
る
教
義
上
の
原
理
、
出
発
点
と
し
て
、
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
解

　
　
決
が
そ
れ
か
ら
演
繹
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
で
は
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
的
な
神
学
と
は
異
な
っ
て
、
こ
と
に
本
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質
的
に
世
俗
的
な
事
項
に
つ
い
て
、
ト
マ
ス
は
大
胆
に
啓
示
か
ら
す
る
こ
の
演
繹
を
制
限
し
、
自
然
的
な
理
性
に
よ
る
弁
証
的
な
認
識
を

採
り
入
れ
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
・
世
俗
的
な
事
項
に
つ
い
て
「
権
威
を
持
ち
出
す
の
は
、
も
っ
と
も
弱
い
論
証
で
あ
る
」
と
聖
ト
マ
ス

自
身
が
神
学
大
全
の
冒
頭
で
の
べ
て
い
る
こ
と
を
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
指
摘
す
る
。
　
「
法
」
の
認
識
に
つ
い
て
も
正
に
そ
う
で
、
法
に
つ
い
て

ロ
ソ
バ
ル
ド
ゥ
ス
以
来
の
伝
統
を
破
っ
て
聖
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
ロ
ー
マ
法
学
者
的
な
血
三
巴
8
の
概
念
を
大
胆
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

り
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
最
後
に
聖
ト
マ
ス
は
、
こ
う
し
た
世
俗
の
事
項
の
認
識
が
（
確
実
な
神
的
啓
示
と
は
異
な
っ
て
）
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

充
分
に
知
っ
て
い
た
。
さ
れ
ば
こ
そ
心
を
開
い
て
異
教
徒
の
法
認
識
に
も
関
心
を
拡
げ
て
対
話
の
相
手
と
も
し
た
し
、
又
自
分
自
身
の
主

張
の
相
対
性
を
も
、
充
分
に
知
っ
て
い
た
。
神
学
大
全
に
お
い
て
世
俗
の
法
的
な
諸
問
題
に
透
徹
し
た
解
決
を
与
え
な
が
ら
、
し
か
も
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
解
決
を
暫
定
的
な
も
の
と
心
得
て
、
不
断
の
問
答
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
と
ヴ
ィ
レ
イ
は
い
う
。
聖
ト
マ
ス
の
思
想
の
＝
二
世
紀
に
お
け
る
輝
か
し
い
勝
利
は
、
必
ず
し
も
全
面
的
で
な
く
、
又
短
期

間
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
聖
ト
マ
ス
の
す
ぐ
後
に
出
た
ス
コ
ッ
ト
ゥ
ス
や
オ
ッ
カ
ム
の
名
目
論
は
、
す
で
に
上
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
法
を

言
ω
で
は
な
く
一
①
×
と
し
て
把
握
す
る
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
的
伝
統
に
反
動
的
に
立
ち
か
え
り
、
　
こ
の
こ
と
が
近
代
法
思
想
の
一
切

を
規
定
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
法
の
論
理
は
弁
証
法
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
神
的
啓
示
に
類
し
た
（
神
又
は
人

間
の
意
思
－
場
合
に
よ
っ
て
は
人
間
の
理
性
一
）
の
最
高
法
原
理
か
ら
必
然
的
な
帰
結
を
ひ
き
出
す
演
繹
法
や
、
そ
れ
に
類
し
た
意
味
に

変
質
せ
し
め
ら
れ
た
「
弁
証
法
」
、
義
務
論
的
論
理
学
が
、
法
学
の
論
理
と
な
り
方
法
論
と
な
る
。
　
法
の
命
題
の
叙
述
は
、
命
令
法
と
な

る
。
法
の
も
ろ
も
ろ
の
問
題
解
決
は
、
必
然
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
こ
れ
ら
解
決
は
厳
格
な
体
系
の
閉
鎖
性
の
う

ち
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
“
聖
ト
マ
ス
の
弁
証
法
の
も
っ
て
い
た
開
放
性
は
喪
わ
れ
る
。
こ
れ
が
近
代
法
学
の
根
本
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

な
方
法
論
的
謬
り
で
あ
る
。
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し
か
し
つ
い
最
近
に
な
っ
て
、
近
代
法
学
の
こ
う
し
た
謬
っ
た
方
法
論
に
た
い
す
る
反
動
が
現
れ
た
、
と
ヴ
ィ
レ
イ
は
わ
れ
わ
れ
に
注

∵
を
饗
理
フ
・
な
ク
の
τ
カ
と
経
や
ペ
レ
ル
マ
ン
に
率
い
ら
れ
た
ブ
㌻
セ
ル
の
薪
修
辞
学
派
し
な
ど

　
　
は
、
法
学
に
お
け
る
ト
ピ
カ
の
論
理
学
を
、
弁
証
法
を
現
代
に
復
活
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
欣
ば
し
い
時
代
の
徴
で
は
あ
る
が
、
ペ
レ
ル

　
　
マ
ン
や
そ
の
徒
フ
ォ
リ
エ
に
お
い
て
も
な
お
、
法
に
つ
い
て
の
法
規
中
心
的
概
念
が
残
っ
て
い
る
、
と
し
て
か
れ
は
こ
れ
を
批
判
も
し
て

　
　
い
福
）

　
　
　
　
　
（
∴
）
《
訂
霞
①
9
＆
Φ
締
号
。
算
舜
コ
一
お
一
一
b
器
ω
二
§
＾
δ
δ
σ
q
5
＄
甘
三
三
5
⊆
。
α
§
ω
一
．
三
鰺
。
冨
締
賦
℃
ヶ
ぎ
の
（
）
℃
三
Φ
急
轡
一
匹
『
。
潔
》

　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑦
箋
怨
肉
鶏
ミ
漁
P
N
①
ω
一
G
。
一
）
．

　
　
　
　
　
（
2
）
《
ω
霞
δ
象
巴
8
瓢
ゆ
二
①
8
三
雲
。
錠
侍
ユ
⊆
色
鋤
δ
σ
q
器
》
　
（
エ
§
ミ
ミ
易
き
さ
亀
㌧
ミ
鳴
犠
袋
ミ
ミ
　
　
〔
以
下
》
、
b
と
略
称
〕
り
　
ρ
　
×
×
ご

　
　
　
　
　
　
　
6
“
ρ
℃
●
b
◇
δ
－
1
卜
○
ご
嘔

　
　
　
　
　
（
旦
）
聖
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
即
し
て
そ
の
「
法
」
概
念
を
詳
論
し
、
方
法
論
に
も
言
及
す
る
も
の
と
し
て
は
、
《
ピ
僧
↓
o
莚
ケ
卑
δ

　
　
　
　
　
　
　
O
身
頃
§
》
と
題
す
る
ヴ
ィ
レ
イ
の
一
九
七
二
年
の
講
義
の
内
容
を
、
講
義
録
の
体
裁
で
臨
め
た
《
じ
d
一
玄
①
。
ご
）
三
δ
ψ
2
冒
｝
回
一
①
α
q
菰
8
、
8
ヨ
讐
諮
①

　
　
　
　
　
　
　
審
沼
3
叶
↓
ぴ
。
昌
6
ω
八
二
曾
9
酢
∋
o
氏
。
遷
Φ
》
（
蚤
、
却
酢
・
×
≦
℃
・
ミ
ー
昭
）
も
、
大
い
に
参
考
に
な
る
。

　
　
　
　
　
（
4
）
《
0
2
．
巨
岩
葺
g
b
巴
・
き
雰
》
（
9
ミ
嶋
ミ
リ
℃
●
望
…
。
・
膳
）
お
よ
び
《
2
雲
・
巴
・
幕
8
量
器
・
叶
§
＝
曇
・
『
①
▽
（
§
3

　
　
　
　
　
　
　
℃
●
c
。
q
一
一
〇
一
）
●
前
者
は
、
は
じ
め
〉
℃
P
酢
・
×
甥
●
一
零
♪
一
）
．
ω
ω
一
黛
に
、
対
話
砲
手
の
O
．
二
巴
一
⇔
（
）
≦
。
・
ξ
お
よ
び
ト
炉
○
鋤
『
無
Φ
砂

　
　
　
　
　
　
　
の
論
文
と
と
も
に
、
公
刊
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
（
5
）
上
述
、
第
…
節
参
照
。
な
お
《
b
d
一
望
①
簿
℃
三
δ
切
。
剛
浮
δ
σ
q
み
o
o
ら
○
三
巴
【
・
①
》
（
》
き
「
ρ
×
薩
”
℃
●
ω
。
。
）
・

　
　
　
　
　
（
6
）
《
ω
ξ
訂
鎚
芭
8
9
琴
－
》
（
》
き
り
叶
●
×
．
顔
℃
・
・
。
・
。
α
u
鵠
①
一
刈
）
・

　
　
　
　
　
（
7
）
o
ミ
§
♪
℃
・
①
①
募
り
。
。
刈
嫡
Φ
ア
§
い
⑦
§
・
雰
§
勲
℃
』
刈
。
・
↓
い
《
空
9
…
》
（
》
き
一
＝
。
×
≦
》
℃
．
ω
㎝
よ
ご
《
。
。
ξ
｝
9

　
　
　
　
　
　
　
0
芭
8
言
器
…
》
（
》
き
な
．
困
と
ザ
℃
・
・
。
δ
i
刈
Y
、
ミ
§
§
。
さ
℃
・
雪
一
。
。
．
一
。
。
㎝
無
ω
．
こ
の
弁
証
法
を
カ
ン
ト
は
そ
の
価
値
を
軽

　
　
　
　
　
　
　
ん
じ
、
へ
；
ゲ
ル
は
主
観
的
な
理
性
の
自
己
発
展
の
法
則
へ
と
ま
っ
た
く
変
質
さ
せ
た
、
と
ヴ
ィ
レ
イ
は
い
う
。

　
　
　
　
　
（
8
）
9
ミ
ミ
♪
廟
）
。
㊤
ω
！
碧
⑦
ミ
畿
鳴
肉
霧
ミ
3
　
℃
’
㊤
卜
。
螂
ミ
。
。
一
曾
《
G
り
轟
訂
急
巴
8
鉱
ρ
蛋
①
…
》
　
（
ム
、
挿
戸
　
×
×
ご
一
）
・
・
。
一
。
。
1
⑩
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さ
ミ
§
篭
§
り
℃
●
紐
…
卜
。
．
O
P
詳
し
く
は
、
P
ト
ω
㎝
I
P
　
ロ
ー
マ
法
に
則
し
て
は
、
℃
●
認
一
一
。
。
●

（
9
）
《
ω
母
三
島
巴
8
誠
ε
①
…
》
（
》
き
讐
戸
×
斧
p
N
卜
。
o
ー
ト
。
一
）
．

（
1
0
）
物
ミ
§
ミ
き
き
℃
騨
零
I
Q
。
．

（
1
1
）
《
ω
ξ
邸
隻
巴
①
o
鉱
ρ
⊆
①
…
》
（
工
巴
噂
酔
・
区
×
［
ゆ
㎞
）
・
b
。
b
。
α
1
①
）
●

（
1
2
）
9
．
ミ
ミ
♪
旧
∪
●
①
①
i
起
　
的
趣
蹄
鳴
自
白
ミ
漁
℃
．
N
①
①
i
ざ
旧
き
画
、
8
愚
ミ
魯
宰
曽
。
。
卑
ω
●
脳
㍉
も
、
§
ミ
馬
§
ψ
一
）
●
δ
刈
l
G
。
・
す
で
に
グ
ラ
チ
ア
ヌ

　
　
ス
が
法
学
自
体
の
う
ち
で
、
神
法
か
ら
の
演
繹
へ
と
法
の
論
理
を
変
え
て
い
る
、
と
ヴ
ィ
レ
イ
は
い
う
。
な
お
℃
●
N
O
♪
ミ
P
ぎ
O
簿
ω
∴

　
　
《
じ
u
帥
玄
Φ
…
》
（
』
き
．
漕
×
×
【
・
p
ω
㊤
①
齢
ω
・
）
旧
《
O
Q
霞
象
虫
巴
σ
〇
二
ρ
器
…
》
（
毎
き
●
什
●
×
≦
り
一
）
●
b
。
卜
。
一
g
ω
・
）
・

（
1
3
）
〈
δ
≦
①
σ
q
●
『
§
簿
ミ
ミ
“
冒
識
ζ
、
ミ
“
鳴
ミ
♪
一
　
〉
⊆
即
お
㎝
倉
㎝
　
〉
信
臨
．
一
Φ
刈
昏
●

（
1
4
）
ブ
ル
ュ
ッ
セ
ル
大
学
に
付
置
さ
れ
た
「
論
理
学
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の
「
法
論
理
学
部
門
」
を
法
学
博
士
で
も
あ
る
哲
学
者
O
冨
巨
℃
①
お
剛
ヨ
き

　
　
が
主
任
教
授
と
な
っ
て
指
導
し
、
こ
こ
十
年
来
、
多
く
の
業
績
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
研
究
所
の
叢
書
↓
鑓
奉
⊆
×
含
O
魯
身
①
Z
註
。
コ
巴

　
　
富
閑
①
魯
Φ
『
o
げ
①
審
ピ
○
σ
q
5
⊆
①
の
う
ち
に
、
卜
鳴
㌣
＆
鳶
§
驚
蹴
翁
ミ
ら
§
霧
§
b
、
ミ
♪
お
①
。
。
　
な
ど
の
著
作
が
編
ま
れ
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

　
　
こ
の
学
派
を
ヴ
ィ
レ
イ
は
新
修
辞
学
派
Z
O
⊆
〈
⑦
＝
①
”
星
野
霞
5
器
．
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
O
ミ
鳶
§
．
℃
．
。
。
㎝
象
ω
・
こ
と
に
、

　
　
℃
．
ω
o
一
ご
《
ω
皇
胤
門
歯
①
g
δ
器
…
》
（
》
き
．
戸
×
×
≒
二
）
．
N
5
－
e
　
9
し
℃
魯
⑦
ぎ
磐
u
ζ
ミ
さ
§
ミ
こ
、
慧
馬
§
§
ミ
♪
一
り
①
。
。

　
　
の
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
る
序
文
旧
）
・
同
一
函
を
み
よ
。

第
二
章
　
若
干
の
批
判
的
老
、
察

ヴ
ィ
レ
イ
の
以
上
の
よ
う
な
相
互
に
緊
密
な
一
体
を
成
し
た
所
説
の
要
点
の
一
々
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
ど
う
批
判
す
べ
き
か
？

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

e
　
ま
ず
法
の
概
念
か
ら
み
て
み
よ
う
。

ヴ
ィ
レ
イ
の
法
概
念
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
ト
マ
ス
主
義
者
で
は
あ
る
が
「
法
」
H
旨
。
。
を
行
為
規
範
一
①
×
と
考
え
る
点
に
お
い
て
も
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壬ム、

li冊

幽艶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

つ
と
も
徹
底
し
て
い
る
ベ
ル
ギ
ー
の
ル
ー
ヴ
ァ
ン
大
学
の
碩
学
ジ
ャ
ン
・
ダ
パ
ン
が
、
　
「
法
の
定
義
」
と
題
し
た
論
文
を
書
い
て
、
詳
細

な
批
判
を
こ
れ
に
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
レ
イ
が
自
ら
の
「
法
思
想
史
講
義
」
第
一
版
の
巻
末
に
収
め
て
い
る
ダ
バ
ン
「
法
の
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

理
論
」
へ
の
書
評
の
な
か
で
、
ダ
バ
ン
の
法
概
念
を
批
判
し
た
の
に
た
い
し
、
ダ
バ
ン
が
応
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
ダ
バ
ン
が
ヴ
ィ
レ
イ
に
加
え
る
批
判
は
、
消
極
的
な
も
の
と
積
極
的
な
も
の
と
に
分
か
れ
る
。
消
極
的
な
も
の
と
し
て
は
、
㈲
ヴ
ィ
レ

イ
自
身
が
本
来
の
意
味
で
の
実
定
法
の
専
門
家
で
な
く
法
律
的
実
務
の
経
験
を
も
た
ず
、
今
日
ま
で
多
く
の
法
律
家
が
、
ロ
ー
マ
の
法
律

家
を
も
含
め
て
、
実
際
に
冨
×
（
但
し
慣
習
や
判
例
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
た
そ
れ
を
含
む
）
か
ら
当
面
す
る
法
律
問
題
の
解
決
を
ひ
き
出
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

う
と
し
て
き
た
こ
と
、
又
δ
×
の
形
成
が
関
心
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ω
「
法
」
の
定
義
が
ヴ
ィ
レ
イ
の

い
う
よ
う
に
多
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
律
家
の
活
動
に
と
っ
て
そ
の
目
的
そ
の
作
用
に
と
っ
て
一
た
い
何
が
固
有
の
も
の
か
、
と
い
う

観
点
か
ら
そ
の
定
義
を
下
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
な
い
と
、
ヴ
ィ
レ
イ
の
場
合
の
よ
う
に
法
の
定
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

は
曖
昧
に
な
る
と
い
う
。

　
し
か
し
こ
れ
よ
り
も
も
っ
と
重
要
な
の
は
、
ダ
バ
ン
が
積
極
的
に
、
聖
ト
マ
ス
の
「
甘
ω
は
箆
ρ
ζ
o
虹
ピ
ω
ε
語
①
箸
（
正
し
い
も
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

で
あ
る
」
と
す
る
定
式
に
ヴ
ィ
レ
イ
の
加
え
る
解
釈
を
鋭
く
批
判
す
る
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
　
「
法
」
が
そ
の
時
々
の
社
会
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

の
変
化
に
応
じ
て
変
る
可
変
性
を
強
調
し
て
ヴ
ィ
レ
イ
が
、
こ
の
「
法
」
は
形
容
詞
的
な
も
の
　
巴
蛾
簿
7
、
覧
Φ
　
で
、
実
体
詞
的
な
も
の

喜
ω
琶
砕
ぎ
冨
で
な
い
・
と
す
勾
こ
物
．
こ
れ
は
ヴ
・
レ
イ
の
観
点
に
立
っ
て
も
明
ら
か
に
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
一
人
の
批
判
で

あ
る
。
つ
ま
り
ダ
バ
ン
は
聖
ト
マ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
引
用
し
な
が
ら
主
張
す
る
。
宣
ω
に
は
変
る
要
素
も
あ
れ
ば
変
ら
ぬ
要
素
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

変
ら
ぬ
要
素
と
は
、
言
ω
が
対
他
人
関
係
の
徳
で
あ
り
、
各
人
ノ
モ
ノ
ω
旨
§
　
（
各
人
の
権
利
）
を
平
等
性
8
爵
毎
ひ
の
原
理
に
従
っ

て
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
正
義
の
形
相
を
成
す
こ
の
平
等
性
の
原
理
そ
の
も
の
、
抽
象
的
「
正
」
言
警
①
《
ω
d
P
げ
　
ω
侍
『
餌
一
婦
》
は
不
変
の
核

で
あ
る
。
こ
の
種
の
平
等
性
を
要
求
す
る
正
義
の
自
然
法
は
、
性
的
関
係
で
の
自
然
法
や
両
親
を
尊
重
し
子
供
を
慈
し
む
こ
と
な
ど
を
要

44　（3　・42） 420
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増
す
る
他
の
自
然
法
の
法
則
と
並
ん
で
自
然
法
的
な
道
徳
的
行
為
規
範
一
般
の
特
殊
な
一
部
分
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
次
が
重
要
で

あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
対
他
人
関
係
に
お
い
て
尊
重
す
べ
き
こ
の
「
各
人
ノ
モ
ノ
」
は
人
間
の
主
観
に
則
し
て
で
は
な
く
客
観
的
に
事
の
外

面
に
即
し
て
測
ら
れ
、
要
求
可
能
、
強
制
可
能
の
も
の
で
あ
る
点
で
他
の
一
切
の
自
然
法
的
行
為
法
則
の
対
象
（
内
容
）
と
は
異
な
る
と

し
て
も
、
こ
の
「
各
人
ノ
モ
ノ
」
だ
け
で
は
冒
ω
を
成
さ
ず
、
聖
ト
マ
ス
に
お
い
て
言
ω
は
「
各
人
二
各
人
ノ
モ
ノ
ヲ
帰
ス
恒
常
・
不

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

断
の
意
思
」
と
い
う
主
観
的
側
面
を
、
意
図
や
慣
習
づ
け
ら
れ
た
意
思
ゴ
①
三
ゴ
』
ω
あ
る
い
は
徳
性
を
含
ん
で
い
る
。
　
言
ω
は
本
質
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
）

道
徳
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
レ
イ
が
い
う
よ
う
に
　
言
ω
は
人
間
の
主
観
に
か
か
わ
ら
ぬ
客
観
的
な
も
の
、
道
徳
は
人

間
の
主
観
の
み
に
か
か
わ
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
律
家
は
前
者
の
み
に
か
か
わ
る
、
と
い
っ
た
区
分
は
、
翼
翼
ト
マ
ス
的
と
し
て

ダ
バ
ン
に
よ
り
批
判
さ
れ
る
。

　
第
二
に
は
、
法
律
家
の
目
的
や
使
命
の
観
点
か
ら
は
、
ヴ
ィ
レ
イ
が
そ
う
す
る
よ
う
に
実
定
法
を
欠
い
て
「
具
体
的
法
」
を
言
う
こ
と

は
無
意
味
で
あ
る
。
社
会
生
活
の
安
定
の
た
め
に
も
公
衆
や
国
家
機
関
の
眼
に
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
み
え
る
実
定
法
が
公
共
善
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

た
め
に
不
可
欠
で
、
こ
れ
を
欠
け
ば
無
政
府
、
無
法
の
状
態
に
陥
る
。
し
た
が
っ
て
「
法
」
が
法
律
家
に
と
っ
て
は
「
法
規
」
一
①
×
で
あ

る
こ
と
は
、
必
然
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
法
規
が
基
本
的
な
道
徳
的
原
則
に
反
し
た
規
定
内
容
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当

然
で
そ
れ
こ
そ
公
共
善
の
要
求
で
あ
る
が
、
し
か
し
公
共
善
の
要
求
は
多
様
な
も
の
で
安
定
性
や
経
済
的
利
益
と
い
っ
た
多
様
な
価
値
を

包
括
し
て
お
り
、
又
法
の
技
術
的
実
効
性
や
時
宜
を
も
法
形
成
的
思
慮
は
考
慮
す
る
の
で
、
た
ん
に
道
徳
的
な
正
し
さ
の
み
を
考
慮
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
正
義
だ
け
で
は
な
い
。

　
第
三
に
、
ダ
バ
ン
に
と
っ
て
は
実
定
法
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
公
共
善
を
現
実
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
人
間
の
政
治
的
本

性
故
で
あ
る
。
そ
し
て
公
共
善
の
現
実
化
を
求
め
る
社
会
的
要
求
に
服
す
る
義
務
を
命
ず
る
も
の
が
、
調
整
的
正
義
や
配
分
的
正
義
と
並

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ぶ
一
種
の
正
義
、
す
な
わ
ち
立
法
的
正
義
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヴ
ィ
レ
イ
も
ま
た
法
律
家
は
「
法
」
の
判
定
に
際
し
て
安
定
性
や
経
済
的
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説

利
益
等
を
考
慮
す
る
が
、
　
そ
れ
は
公
共
善
の
現
実
化
を
目
指
す
法
律
的
正
義
の
素
材
と
し
て
そ
れ
ら
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
、
　
と
い

う
。
し
か
し
、
と
ダ
バ
ン
は
疑
う
。
現
実
に
存
在
す
る
実
定
法
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
ヴ
ィ
レ
イ
に
よ
り
唯
一
の
至
高
価
値
と
さ

　
　
　
ユ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
た
「
正
義
」
の
下
へ
他
の
諸
価
値
が
統
合
さ
れ
る
こ
と
が
生
ず
る
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
第
四
に
は
ヴ
ィ
レ
イ
が
一
方
で
は
「
法
」
を
定
義
す
る
時
に
法
規
を
全
く
排
除
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
法
規
が
「
法
」
の
特
定
の

源
で
あ
り
う
る
こ
と
そ
の
意
味
で
の
法
律
的
正
義
を
認
め
た
の
は
、
法
の
定
義
に
再
び
法
規
を
採
り
込
む
自
己
矛
盾
で
は
な
い
の
か
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

ダ
バ
ン
は
批
判
す
る
。

　
ダ
バ
ン
が
加
え
る
批
判
の
強
み
は
、
か
れ
の
主
張
が
法
律
家
の
現
実
の
使
命
、
活
動
目
的
に
根
ざ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
ヴ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

レ
イ
の
法
の
定
義
は
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
理
論
家
の
一
種
の
偏
執
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
の
印
象
を
う
け
る
。
あ
ま
り
に
も
法
の
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

概
念
化
に
執
し
て
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
法
思
想
史
を
体
系
的
に
割
り
切
る
感
が
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ィ
レ
イ
が
ダ
バ
ン
の
こ
の
強
み
を
否
定

し
、
か
つ
自
ら
の
定
議
が
法
思
想
史
の
実
証
に
耐
え
る
　
　
－
こ
と
に
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
は
ダ
バ
ン
よ
り
も
ヴ
ィ
レ
イ
が
専
門
家
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
を
考
え
よ
う
　
　
と
信
ず
る
か
ぎ
り
で
は
、
ダ
バ
ン
の
こ
の
批
判
を
う
け
容
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
ダ
バ
ン
の
厳
し
い
批
判
に
接
し
た
後
の
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
　
「
法
」
を
「
形
容
詞
的
な
も
の
」
と
す
る
主
張
は
説
か
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ス

っ
て
い
る
し
、
又
す
で
に
み
た
よ
う
に
最
近
の
論
文
で
は
、
聖
ト
マ
ス
自
身
も
「
正
義
の
綱
要
」
に
お
い
て
「
法
」
を
論
じ
な
が
ら
、
道

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

徳
的
行
為
規
範
を
主
と
し
て
は
意
識
し
て
い
た
、
と
大
い
に
譲
歩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
な
お
行
為
規
範
か
ら
ま
っ
た
く
切
り

離
し
て
経
験
的
に
観
察
で
き
る
「
法
」
の
概
念
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
平
叙
法
で
述
べ
う
る
「
法
」
を
単
な
る
事
実
に
堕
さ
せ

な
い
た
め
に
、
そ
の
う
ち
に
価
値
的
・
理
想
的
な
要
素
（
平
等
性
）
を
認
め
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
社
会
的
諸
関
係
の
「
定
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
　

性
」
と
か
「
モ
デ
ル
」
と
か
呼
び
そ
の
背
後
に
「
事
物
の
本
性
」
と
し
て
の
自
然
法
を
観
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
聖
ト
マ
ス

の
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
観
念
を
聖
ト
マ
ス
に
持
ち
込
ん
で
い
て
、
ダ
バ
ン
も
批
判
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ィ
レ
イ
自
身
の
法
の
定
義
を
曖
昧
に
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し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

（水波）ミシェル・ヴィレイの法思想（二・完）

口

（
1
）
冒
き
O
鋤
げ
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簿
瓢
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℃
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．
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①
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＆
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（
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鳶
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色
ミ
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ミ
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∪
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＝
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l
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2
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鳥
¢
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』
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畢
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α
ポ
戸
鼻
刈
一
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㎝
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後
に
⑦
無
恕
肉
鈎
ミ
漁
℃
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δ
－
ω
刈
）
．
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3
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U
筈
ぎ
嘘
《
置
阜
＄
づ
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〇
づ
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ミ
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霧
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ミ
肉
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驚
ミ
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℃
●
N
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O
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）
●
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4
）
≦
＝
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ざ
《
¢
巳
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日
三
ユ
。
⇒
…
》
（
詠
き
り
Z
。
ω
り
℃
．
罎
）
又
は
、
　
⑦
ミ
慧
肉
身
ミ
漁
7
b
。
ω
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
5
）
O
拶
互
コ
リ
＆
匙
二
P
卜
。
O
㎝
一
。
。
●
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
あ
る
と
こ
ろ
で
「
法
甘
の
は
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
外
に
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
社
会
の

　
　
う
ち
に
み
い
だ
す
秩
序
で
あ
る
」
と
も
定
義
し
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）
。
　
貯
ミ
ミ
覧
§
．
℃
．
嵩
。
。
●
　
こ
れ
は
ヴ
ィ
レ
イ
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
本

　
　
性
の
法
則
（
自
然
法
）
と
法
と
を
切
り
離
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
す
．
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
に
従
う
な
ら
q
豆
6
淳
σ
と
か
モ
デ
ル

　
　
と
か
で
法
を
述
べ
よ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
自
然
法
に
無
関
係
な
な
に
か
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
他
の
と
こ
ろ
で
は
ヴ
ィ
レ
イ
は

　
　
こ
れ
ら
を
自
然
法
的
な
何
か
と
結
び
つ
け
・
．
α
う
と
し
て
自
己
矛
盾
な
い
し
曖
昧
に
陥
っ
て
．
い
る
。
　
き
、
§
ミ
馬
§
”
℃
●
①
刈
。
。
　
の
み
な
ら
ず
、
こ

　
　
れ
で
は
「
法
」
甘
の
は
そ
の
存
在
論
的
基
礎
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
6
）
U
鋤
玄
ρ
導
ミ
ご
．
一
）
・
b
。
δ
．
卜
。
δ
1
◎
。
●

（
7
）
∪
筈
帥
P
、
◎
ミ
；
℃
・
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。
＝
1
卜
。
．
冨
8
戸
ミ
ミ
ざ
鑓
℃
●
8
1
δ
o
参
照
。

（
8
）
U
筈
ぎ
り
導
ミ
ニ
℃
．
卜
。
一
ω
1
心
・

（
1
0
）
ヴ
ィ
レ
イ
「
近
代
法
思
想
批
判
」
の
書
評
で
、
守
§
じ
ぢ
が
同
趣
旨
の
批
判
を
い
う
、
　
導
き
り
ρ
×
峯
．
℃
・
b
。
⑩
。
。
f
㊤
・

（
1
1
）
≦
＝
o
ざ
《
函
玄
①
…
》
（
』
き
噂
併
．
×
≦
》
℃
●
ω
c
。
）
．

（
1
2
）
＜
三
。
ざ
《
冨
轟
δ
ξ
。
α
①
ω
9
。
ω
①
ω
y
母
諺
⑦
§
恥
慰
物
物
§
＝
）
・
お
①
宏
・
い
き
§
§
§
二
冒
・
①
芦

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヴ
ィ
レ
イ
．
の
い
う
法
の
認
識
論
、

を
蔵
し
て
い
る
。
筆
者
の
久
し
く
考
察
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
い
は
認
識
方
法
の
理
論
は
、
他
の
点
で
実
は
い
っ
そ
う
決
定
的
な
ヴ
ィ
レ
イ
理
論
の
難
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
よ
そ
真
正
の
ト
マ
ス
主
義
の
法
哲
学
者
な
ら
ば
、
　
「
本
性
適
合
的
認
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睡1田 旧

識
」
と
も
言
う
べ
き
認
識
に
つ
い
て
の
理
論
を
も
っ
て
い
る
。
マ
リ
タ
ン
、
メ
ス
ナ
i
、
ジ
ェ
ニ
ー
、
ル
ナ
ー
ル
、
ダ
バ
ン
、
ビ
ュ
ル
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

二
等
、
そ
う
で
な
い
者
は
な
い
。
ヴ
ィ
レ
イ
も
ま
た
、
ピ
ω
は
自
然
的
な
社
会
的
諸
関
係
の
「
全
体
」
の
う
ち
に
洞
見
さ
れ
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
各
要
素
の
単
な
る
構
成
か
ら
で
は
な
い
、
と
か
、
自
然
法
と
い
う
道
徳
法
則
は
直
観
的
に
認
識
さ
れ
る
と
か
言
う
と
き
、
ま
た
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

点
で
デ
カ
ル
ト
的
・
近
世
科
学
的
な
客
体
化
的
認
識
方
法
は
法
認
識
に
適
合
し
な
い
と
し
て
こ
れ
を
却
け
る
と
き
、
こ
の
本
性
適
合
的
認

識
の
理
論
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
か
れ
が
こ
れ
に
つ
い
て
明
確
な
意
識
を
欠
き
、
こ
の
こ
と
が
ヴ
ィ
レ
イ
学
説
を
混

乱
に
陥
ら
せ
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
ヴ
ィ
レ
イ
が
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ェ
ニ
ー
に
加
え
て
い
る
論
難
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
一
九
六
二
年
、
ヴ
ィ
レ
イ
は
ダ
バ
ン
そ
の
他
と
と
も
に
ナ
ン
シ
ー
大
学
に
招
か
れ
て
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ジ
ェ
箕
島
生
誕
百
年
記
念
祭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
講
演
に
お
い
て
ヴ
ィ
レ
イ
は
、
ジ
ェ
ニ
ー
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
の
批
判
は
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
ヴ
ィ
レ
イ
に
は

珍
し
く
批
判
す
る
対
象
を
ま
っ
た
く
誤
解
し
た
的
は
ず
れ
の
も
の
で
あ
る
。

　
ヴ
ィ
レ
イ
の
批
判
は
、
主
と
し
て
次
の
四
点
に
要
約
さ
れ
る
。

　
ω
　
ジ
ェ
ニ
ー
ぱ
ト
ミ
ス
ト
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
聖
ト
マ
ス
の
源
泉
に
還
ら
な
い
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ブ
p
ソ
デ
ー
ル
、
ル
・

ロ
ワ
、
ア
ン
リ
・
ボ
ア
ン
カ
レ
、
ブ
ー
ト
ル
…
、
リ
ボ
ー
と
い
っ
た
同
時
代
の
非
ト
ミ
ス
ト
哲
学
を
読
ん
だ
に
す
ぎ
ず
、
ト
、
・
・
ス
ム
と
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

時
の
他
の
流
行
哲
学
と
を
混
じ
た
折
衷
的
な
哲
学
的
教
養
を
懐
い
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
②
　
　
「
所
与
」
一
「
所
造
」
と
い
う
、
そ
の
後
大
い
に
も
て
は
や
さ
れ
る
対
概
念
を
ジ
ェ
ニ
ー
は
説
き
は
じ
め
た
が
、
こ
れ
は
ル
。
ロ

ワ
又
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
所
与
」
と
い
う
言
葉
を
当
時
人
気
の
な
か
っ
た
「
自
然
法
」
の
言
葉
に
代
え
て
言

い
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
法
も
実
際
に
は
法
律
家
に
よ
っ
て
理
論
的
に
構
成
さ
れ
「
所
造
」
の
も
の
と
さ
れ
て
の
み
自
然
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
知
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
区
別
は
無
意
味
で
あ
る
。
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