
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

トマス・アクィナスにおける徳の概念

稲垣, 良典

https://doi.org/10.15017/2328587

出版情報：哲學年報. 42, pp.1-25, 1983-01-31. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



ト
マ
ス

ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
徳
の
概
念

． 

稲

垣

典

良

I 

トマス・アクイナスにおける徳の概念（稲垣〉

一
見
し
た
と
と
ろ
、
徳
の
本
質
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
根
本
的
な
見
解
は
明
瞭
な
言
葉
で
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
何
の
問
題
も
な
い
よ
う
な

感
じ
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
諸
々
の
人
間
的
徳
乱
立

g
vロ
ggω
ー
ー
と
と
で
ト
マ
ス
は
「
人
間
的
」
と
い
う
言
葉
を
人
聞
に
お
い

て
見
出
さ
れ
る
徳
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
意
味
で
用
い
て
お
り
、
あ
と
で
問
題
に
す
る
〈
神
に
よ
っ
て
）
注
入
さ
れ
る
徳
己

2
5
E－

E
Z
や
対
神
徳
乱
立

g
p
g
Z
E
g
な
ど
を
排
除
し
て
い
る
の
で
は
な
川
ド
ー
は
習
慣

V
与
吉
田
で
あ
旬
、
作
用
習
慣

Z
E吉田

。宮

E
巴

4
5
で
あ
り
、
善
い
習
慣

v
m
E宮田
V
O
ロロ
m

で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
に
由
来
す
る
伝
統
的
な
徳

の
定
範
に
部
分
的
な
修
正
を
加
え
て
「
徳
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
（
人
が
）
正
し
く
生
活
し
、
な
ん
び
と
も
そ
れ
を
悪
用
す
る
と
と
の
な
い

精
神
の
善
い
習
慣
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
の
見
解
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
さ
し
あ
た
り
「
習
慣
」
お
よ
び

「
善
い
」
と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
つ
き
と
め
る
、
と
い
う
仕
事
だ
け
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
か
れ
が
徳
を
め
ぐ
る
諸
々
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
徳
の
本
質
に
関
す
る
右
の
見
解
を
一
貫
し
て
堅
持
し
て
い
る

ζ

と
に
つ
い
て
も
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
〈
原
理
の
〉
直
知
、
学
知
、
知
恵
、
技
術
な
ど
の
知
的
徳
や
、
正
義
、
知
慮
、
剛
毅
、
節
制
な

内

H
M
》

《

阻

W

A

阻》

ど
の
倫
理
徳
が
習
慣
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
信
仰
、
希
望
、
愛
な
ど
の
対
神
徳
に
つ
い
て
も
、
そ



れ
ら
が
徳
で
あ
る
と
と
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
「
習
慣
」
と
い
う
言
葉
が
一
貫
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ト
マ
ス
は
と
れ
ら
対
神
徳
を

善
い
習
慣
と
い
う
意
味
で
の
徳
と
解
す
る
と
と
に
何
の
困
難
も
感
じ
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
り
、
今
日
ま
で
ト
マ
ス
を
読
む
者
の
多
く

目

M
M

が
そ
乙
に
何
ら
特
別
に
問
題
に
す
べ
き
と
と
を
見
出
さ
な
か
っ
た
乙
と
も
た
し
か
で
あ
る
。

向日
v

し
か
し
、
ト
マ
ス
が
か
れ
の
先
行
者
に
し
た
が
っ
て
信
仰
を
徳
と
解
し
、
そ
し
て
徳
の
本
質
を
善
い
習
慣
と
解
す
る
立
場
を
堅
持
し
た

と
き
に
、
か
れ
が
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
い
た
と
と
も
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
習
慣
は
人
間
の
理
性
的
な
諸
能
力
1
1
lそ
れ
ら

は
当
初
は
或
る
一
つ
の
働
き
を
な
す
よ
う
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
能
力
と
し
て
完
全
な
状
態
に
あ
る
と
は
い
え
な
川
ド
ー
の
う

｛

M
V
 

ち
に
内
在
し
、
そ
れ
ら
を
完
成
す
る
と
と
ろ
の
質
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
信
仰
は
神
が
人
聞
に
与
え
る
無
償
の
賜
物
で
あ
り
、
恩
寵
だ

か
ら
で
あ
待
。
い
か
に
し
て
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
人
閣
の
内
在
的
な
質
と
超
越
的
な
神
の
賜
物
と
い
う
こ
つ
の
対
立
的
な
要

素
を
つ
つ
み
こ
む
乙
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ト
マ
ス
自
身
、
習
慣
は
人
間
的
行
為
の
内
的
根
源
で
あ
り
、
思
寵
は
外
的
根
源
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
徳
も
ま
た
ー
ー
そ
の
本
質
が
善
い
習
慣
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
l
l
l人
間
的
行
為
の
内
的
根
源
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
の
徳
の
一
つ
に
思
寵
で
あ
る
信
仰
仇
を
数
え
る
と
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
。

乙
れ
ら
二
つ
の
要
素
｜
｜
習
慣
と
賜
物
ー
ー
と
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
と
の
印
象
は
、
習
慣
は
通
常
、
人
間
的
努
力
の
積
み
重
ね
を
通

じ
て
は
じ
め
て
獲
得
さ
れ
る
完
全
性
で
あ
切
、
神
的
な
賜
物
は
自
己
否
定
の
態
度
を
も
っ
て
受
け
い
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を

考
慮
に
入
れ
る
と
き
、
い
や
が
上
に
も
強
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
罪
人
た
る
人
聞
が
神
と
和
解
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
信
仰
に
よ

る
と
さ
れ
る
純
、
自
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
自
己
を
正
し
い
者
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
習
慣
や
徳
が
、
ど
う
し
て
神
に
よ
み
さ
れ
る
い
け
に

え
た
り
え
ょ
う
か
。
「
神
へ
の
い
け
に
え
は
全
焼
の
捧
げ
物
で
は
な
く
砕
か
れ
た
魂
。
悔
い
あ
ら
た
め
、
う
ち
砕
か
れ
た
心
」
と
詩
篇
に

も
う
た
わ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
ト
7

ス
は
信
仰
、
希
望
、
愛
は
神
を
直
接
の
対
象
と
す
る
徳
で
あ
り
、
精
神
の
習
慣
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
忍
。
い
っ
た
い
か
れ
は
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
包
み
乙
ま
れ
て
い
あ
習
慣
と
賜
物
と
い
う
こ
つ
の
要
素
が
両
立
不

可
能
で
あ
る
と
は
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
初
何
の
問
題
も
ふ
く
ん
で
い
な
い
か
に
思
わ
れ
た
ト
マ
ス
の
徳
概
念
は
、
わ
れ
わ
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れ
が
そ
の
な
か
に
包
み
と
ま
れ
て
い
る
こ
つ
の
両
立
不
可
能
と
思
わ
れ
る
要
素
に
気
付
く
と
き
、
わ
れ
わ
れ
の
心
を
驚
異
の
感
情
で
満
さ

ず
に
は
お
か
な
い
。
ト
マ
ス
自
身
が
そ
ζ

に
問
題
を
見
て
と
っ
て
い
な
い
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
の
困
惑
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

－踊日

ト
マ
ス
が
右
に
提
起
し
た
問
題
を
問
題
と
し
て
受
け
と
め
て
い
な
か
っ
た
乙
と
は
、
か
れ
が
「
信
仰
は
徳
で
あ
る
か
」
と
い
う
聞
い
を

四回》

め
ぐ
っ
て
論
巳
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
明
白
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
か
れ
は
反
対
異
論
に
お
い
て
、
「
正
義
は
徳
の
全
体
で
あ
る
」
と
い
う

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
よ
り
ど
と
ろ
に
「
人
聞
は
諸
々
の
徳
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ
れ
る
官
帥
仲
間
出

g
Zご
と
の
ぺ
、
乙
の
命
題

白
山
田
】

と
、
使
徒
パ
ウ
ロ
の
「
わ
れ
わ
れ
は
信
仰
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ
れ
吉
田
仲
間
凶

g宮
司
、
平
和
を
得
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
し
て
、

信
仰
は
徳
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

ζ

の
議
論
に
て
ら
し
て
見
る
か
ぎ
り
、
ト
マ
ス
は
諸
々
の
倫
理
徳
に
よ
っ
て
人
聞
が
善
き
者
、
正

し
い
者
た
ら
し
め
ら
れ
る
ζ

と
と
、
罪
人
た
る
人
聞
が
信
仰
に
よ
っ
て
神
の
前
に
義
と
さ
れ
る
と
と
と
を
閉
じ
次
元
で
理
解
し
て
い
る
よ

高田
v

う
に
見
え
、
論
理
学
的
に
は
多
義
性
の
虚
偽
を
犯
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
は
宗
教
を
倫
理
に
還
元
す
る
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
よ
う

に
息
わ
れ
却
。
は
た
し
て
か
れ
は
そ
の
よ
う
な
初
歩
的
か
つ
根
本
的
な
誤
り
を
見
落
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

II 

と
乙
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
「
徳
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
、

う
言
葉
の
慣
用
に
て
ら
し
て
、
そ
れ
を
信
仰
、
希
望
、
愛
な
ど
、
神
的
な
賜
物
を
指
す
の
に
用
い
る
と
と
が
は
た
し
て
許
さ
れ
る
か
ど
う

か
、
そ
ζ

ま
で
外
延
を
拡
大
す
れ
ば
と
の
言
葉
は
記
号
と
し
て
の
有
効
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ト

マ
ス
は
素
質
と
し
て
の
卓
越
性
や
完
全
性
が
「
徳
」
と
呼
ば
れ
る
と
と
に
つ
い
て
も
、
と
う
し
た
い
わ
ゆ
る
「
自
然
本
性
的
な
徳
」
は
厳

【

U
H

密
な
意
味
で
の
徳
で
は
な
い
ζ

と
を
注
意
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
た
。
そ
の
か
れ
が
「
超
自
然
的
」
な
仕
方
で
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
賜
物

を
「
徳
」
と
呼
ぶ
ζ

と
に
つ
い
て
、
し
か
も
そ
れ
と
そ
は
完
全
な
意
味
で
の
徳
で
あ
る
と
主
張
す
る
乙
と
に
つ
い
て
何
ら
言
語
上
の
問
題

を
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
徳
」
と
い



四

ト
マ
ス
が
「
徳
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
言
語
的
問
題
に
気
が
つ
い
て
い
な
か
っ
た
、
と
は
け
っ
し
て
い
え
な
憎
む
し
ろ
、
か
れ
の

徳
論
に
お
い
て
見
曲
さ
れ
る
数
々
の
区
別
は
、
或
る
意
味
で
す
べ
て
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
様
々
の
用
法
を
論
じ
た
も
の
と
も
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
は
知
的
徳
、
倫
理
徳
、
ハ
行
為
を
通
じ
て
〉
獲
得
さ
れ
る
倫
理
徳
と
（
抽
仰
に
よ
っ
て
思
寵
と
し
て
〉
注
入

さ
れ
る
倫
理
徳
、
神
を
直
接
的
対
象
と
す
る
と
と
ろ
の
注
入
的
徳
で
あ
る
〈
信
仰
、
希
望
、
愛
な
ど
の
）
対
神
徳
、
な
ど
に
お
い
て
「
徳
」

as 

と
い
う
言
葉
が
異
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
忍
。
乙
の
場
合
、
「
徳
」
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
忍

の
で
は
な
く
、
徳
と
し
て
の
完
全
性
と
い
う
観
点
か
ら
い
く
つ
か
の
段
階
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異
は
け
っ
し
て
小

さ
い
も
の
で
は
な
い
。

両国》

ト
マ
ス
が
行
っ
て
い
あ
徳
の
意
味
に
つ
い
て
の
様
々
の
区
別
は
、
徳
は
そ
れ
を
有
す
る
者
を
「
善
き
者
」
た
ら
し
め
る
、
徳
は
精
神
の

「
善
き
質
」
で
あ
る
、
と
語
ら
れ
る
さ
い
の
「
善
」
の
様
々
な
る
意
味
に
も
と
づ
い
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
と
の
善
に

a即
日

つ
い
て
、
「
有
」

o
n
m
と
置
き
か
え
ら
れ
る
超
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
な
善
で
な
く
、
理
性
的
な
在
り
方
と
い
う
意
味
で
の
「
理
性
の
善
」

V
0

・

ロロ目

g
a
o回目
ω
で
あ
る
、
と
一
般
的
に
規
定
し
て
い
る
が
、
理
性
の
善
に
つ
い
て
も
様
々
の
完
全
性
の
段
階
を
区
別
す
る
ζ

と
が
可
能

で

あ

閥

、

し

た

が

っ

て

「

徳

」

と

い

う

言

葉

の

様

々

の

意

味

が

区

別

さ

れ

る

と

と

に

な

そ
の
と
と
に
も
と
づ
い
て
徳
の
様
々
の
段
階
、

る。
と
の
よ
う
に
ト
マ
ス
は
、
人
間
的
努
力
を
適
じ
て
獲
得
さ
れ
る
倫
理
的
卓
越
性
が
「
徳
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
と
、
信
仰
が
「
徳
」
と
呼

ば
れ
忍
場
合
と
で
は
、
「
徳
」
と
い
う
言
葉
が
大
い
に
異
な
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
と
を
明
瞭
に
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
か

れ
は
「
徳
」
と
い
う
雷
葉
の
使
用
範
囲
を
そ
と
ま
で
拡
大
す
る
と
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
は
論
じ
て
い
な
い
。
裏
か
ら

い
弓
と
、
か
れ
は
「
徳
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
基
本
的
意
味
を
損
う
ζ

と
な
し
に
倫
理
徳
と
し
て
の
正
義
と
恩
寵
と
し
て
の
信
仰
の
両

者
を
指
す
の
に
用
い
る
と
と
が
で
・
き
る
、
と
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
ζ

の
と
と
は
、
か
れ
が
倫
理
的
な
卓
越
性

あ
忍
い
は
完
全
性
と
、
恩
寵
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
義
認
な
い
し
赦
し
と
を
連
続
的
に
捉
え
て
い
た
と
の
印
象
を
生
み
だ
し
、
そ
と
か
ら



か
れ
に
お
い
て
は
宗
教
を
倫
理
へ
と
還
元
・
解
消
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
、
と
の
非
難
に
道
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
と
の
よ

う
に
見
て
く
る
と
、
さ
き
に
提
起
さ
れ
た
問
題
は
た
ん
に
言
葉
の
上
で
の
問
題
と
し
て
は
す
ま
さ
れ
な
い
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

III 

し
か
し
、

乙
ζ

で
わ
れ
わ
れ
は
問
題
意
識
の
方
向
を
反
転
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
と
れ
ま
で
、
ど
う

し
て
ト
マ
ス
は
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
人
閣
の
内
在
的
な
質
で
あ
る
習
慣
と
神
的
な
賜
物
（
と
い
う
互
い
に
両
立
不
可
能
に
見
え

る
二
つ
の
要
素
）
を
包
み
と
む
こ
と
に
問
題
を
感
じ
な
か
っ
た
の
か
、
と
問
う
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
と
と
で
そ
の
聞
い
を
わ
れ
わ
れ
自

身
へ
と
反
転
さ
せ
て
、
は
た
し
て
と
の
二
つ
の
要
素
は
相
互
に
排
除
し
あ
う
も
の
な
の
か
、
と
あ
ら
た
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
さ
き
に
「
人
聞
は
徳
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
と
「
わ
れ
わ
れ
は
（
思
寵
で
あ
る
〉
信
仰
に
よ
っ
て
正
し
い
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者
と
さ
れ
る
」
と
い
う
命
題
と
が
一
つ
の
議
論
の
う
ち
に
と
り
ζ

ま
れ
て
い
る
ζ

と
を
問
題
に
し
た
が
、
そ
の
さ
い
わ
れ
わ
れ
の
頭
に
あ

8
3
 

っ
た
の
は
「
徳
（
し
た
が
っ
て
善
き
業
〉
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ
れ
る
」
乙
と
と
「
信
仰
（
つ
ま
り
思
寵
）
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ

れ
る
〈
義
認
と
と
と
と
は
両
立
し
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
と
の
考
え
方
は
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
程
自

明
的
な
も
の
で
あ
る
う
か
。

こ
ん
に
ち
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
に
と
っ
て
右
の
考
え
方
は
自
明
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

も
し
ト
マ
ス
が
と
の
考
え
方
に
接
す
る
機
会
を
持
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
大
い
に
問
題
視
し
、
最
終
的
に
は
斥
け
た
に
ち
が
い
な
い
6

そ
う
で
あ
れ
ば
と
そ
、
か
れ
自
身
は
さ
き
の
二
つ
の
命
題
を
一
つ
の
議
論
の
構
成
要
素
と
し
て
取
り
乙
む
と
と
が
多
義
性
の
虚
偽
を
犯
す

お
そ
ら
く
、

乙
と
で
あ
る
と
は
受
け
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
か
れ
は
、

乙
れ
ら
二
つ
の
命
題
が
両
立
可
能
で
あ
る
と
認
め
る
と
と
が
そ
の
ま

ま
宗
教
を
倫
理
へ
と
解
消
す
る
乙
と
に
つ
な
が
る
、
と
も
考
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
か
れ
は
、
恩
寵
と
倫
理
的
卓
越
性
と
し
て
の
徳
と
の

聞
に
は
無
限
の
落
差
が
あ
り
、
そ
し
て
人
が
正
し
い
者
と
さ
れ
ハ
義
認
可
救
わ
れ
る
の
は
根
本
的
に
恩
寵
に
よ
る
と
と
を
認
め
た
上
で

五
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そ
の
と
と
は
人
聞
が
徳
に
よ
っ
て
正
し
い
者
と
さ
れ
る
と
と
と
無
関
係
で
は
な
く
、
ま
た
と
の
二
者
は
相
互
に
排
除
的
で
は
な
い
、
と
考

え
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
か
れ
に
と
っ
て
信
仰
を
（
善
い
習
慣
と
し
て
の
〉
徳
の
一
つ
に
数
え
あ
と
と
は
何
ら
問
題
で
は
な
く

ま
た
「
徳
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
包
み
ζ

ま
れ
て
い
る
習
慣
お
よ
び
神
的
な
賜
物
と
い
う
こ
つ
の
要
素
は
け
っ
し
て
相
互
排
除
的
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
う
し
て
ト
マ
ス
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
ζ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
と
の
問
題
を
解
く
た
め
の
鍵
は
か
れ
の
習
慣
概
念
、
と
く
に
「
自
然
本
性
へ
と
本
質
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た

も
の
と
し
て
の
習
髄
」
と
い
う
捉
え
方
、
お
よ
び
自
然
（
本
性
）
と
恩
寵
の
関
係
を
め
ぐ
る
か
れ
の
考
え
方
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
乙
れ
ら
二
つ
の
点
を
ふ
り
か
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
命
題
、
も
し
く
は
（
「
徳
」
と
い
う
言
葉
に
包
み
ζ

ま
れ
て
い
る
）

二
つ
の
要
素
は
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
立
場
に
光
を
あ
て
る
乙
と
が
で
き
る
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

乙
れ
ら
二
つ
の
命
題
、
も
し
く
は
二
つ
の
要
素
が
ト
マ
ス
の
立
場
に
お
い
て
原
理
的
に
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
と

と
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
問
題
は
や
は
り
残
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
人
聞
の
自
然
本
性
と
の
関
連

r

お
い
て
理
解
さ
れ
た
徳
の
概
念
が
、
思
寵
、
つ
ま
り
（
ト
マ
ス
の
言
い
方
に
従
う
と
）
神
的
本
性
へ
の
参
品
右
意
味
す
る
と
と
ろ
ま
で
拡

大
さ
れ
た
と
と
は
、
徳
の
概
念
の
歴
史
に
お
け
る
画
期
的
な
出
来
事
だ
か
ら
で
あ
る
。
乙
う
し
た
意
味
の
拡
大
は
ト
マ
ス
の
先
行
者
た
ち

に
よ
っ
て
次
第
に
準
備
さ
れ
た
と
は
い
尽
か
れ
が
そ
の
と
と
を
問
題
と
し
て
受
け
と
っ
て
い
な
い
と
と
は
説
明
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

私
は
本
論
の
末
尾
で
、
ト
マ
ス
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
徳
概
念
の
意
味
の
驚
く
べ
き
拡
大
を
問
題
と
し
て
意
識
し
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う

点
に
つ
い
て
一
つ
の
心
理
的
な
説
明
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

IV 

ま
ず
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
習
慣
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
人
聞
の
自
然
本
性
と
の
関
係
に
お
い
て
習
慣
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

ト
マ
ス
は
習
慣
（
お
よ
び
状
態
品
目
的
吉
田
即
位
。
）
を
ア
リ
ス
ト
テ

ら
れ
て
い
た
の
か
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
と
ろ
で
、
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《韓日

レ
ス
に
従
っ
て
質
必
ロ
釦
ロ
宮
田
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
四
個
の
種
の
な
か
の
一
っ
と
じ
て
位
置
づ
け
る
に
さ
い
し
て
、
と
く
に
ジ
ン
プ
リ

内却】

キ
ウ
ス
の
解
釈
を
斥
け
つ
つ
、
習
慣
と
（
人
聞
の
）
自
然
本
性
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は

一
般
的
に
事
物
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
未
規
定
の
可
能
性
が
何
ら
か
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
そ
う
し
た
規
定

が
当
の
事
物
の
本
性
そ
の
も
の
へ
む
け
て
吉

o邑
Z
o
m
a
v
e
g
g
ロ
m
z
g
g
同
巴
な
さ
れ
る
と
き
に
習
慣
と
呼
ば
れ
る
、
と
さ
れ
て

四

岨

－

【

輔

】

い
る
。
習
慣
は
第
一
か
つ
自
体
的
に
官
同

B
o
z
－u
R
g
事
物
の
自
然
本
性
へ
の
秩
序
づ
け
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
い
い
か
え
る
と
、
自

【岨】

然
本
性
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
が
習
慣
の
本
質
的
側
面

E
巴
O

K
属
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
習
慣
は
（
人
閣
の
〉
自
然
本
性
へ
と
第
一
か
つ
自
体
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
だ
け
で
は
と
の
二
者
の
聞
の
関

係
を
厳
密
に
理
解
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。

ζ

と
で
ハ
秩
序
づ
け
」

o
a
o
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
と
と
な
の

か
。
わ
れ
わ
れ
が
習
慣
の
現
存
に
気
づ
く
の
は
、
以
前
に
は
出
来
な
か
っ
た
と
と
が
何
時
の
間
に
か
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
か
、

よ
り
容
易
か
つ
迅
速
に
、
ま
た
斉
一
的
に
、
或
る
悦
び
を
も
っ
て
為
し
う
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
行
動
の
変
容
に
気
づ
く
と
と
を
通
じ
て

目町田

で
あ
る
が
、
乙
う
し
た
行
動
の
変
容
は
当
然
、
能
力
の
変
容
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
習
慣
の
本
来
的
な
担
い
手
は
、

右
に
の
べ
た
よ
う
な
変
容
を
被
り
う
る
ど
と
き
諸
々
の
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
お
r
し
か
し
、
ト
マ
ス
は
し
ば
し
ば
習
慣
（
あ
る
い
は
む
し

内岨》

ろ
徳
〉
に
よ
っ
て
変
容
を
被
る
の
は
「
人
間
」
で
あ
る
、
と
い
う
語
り
方
を
し
て
お
り
、
そ
と
に
習
慣
と
（
人
聞
の
）
自
然
本
性
と
の
関

係
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
見
曲
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

向
山
凶
》

ト
マ
ス
は
徳
と
は
何
で
あ
る
か
を
の
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
し
ば
し
ば
「
徳
は
そ
れ
を
有
す
る
者
を
善
き
者
た
ら
し
め
る
」

と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
引
用
す
る
が
、
と
れ
は
「
習
慣
は
そ
れ
を
有
す
る
者
（
人
間
）
を
変
容
さ
せ
る
」
と
言
い
か
え
る
と

円

av

と
が
で
き
る
。
ま
た
か
れ
は
「
徳
は
人
聞
を
そ
の
行
為
の
よ
り
よ
い
遂
行
へ
む
け
て
完
成
す
る
」
と
の
べ
て
い
る
が
、
と
の
言
葉
も
習
慣

が
人
聞
を
変
容
さ
せ
る
と
と
を
合
意
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
善
い
習
慣
で
あ
る
徳
が
人
聞
を
「
善
き
者
と
す
る
」
「
完
成

す
る
」
、
あ
る
い
は
一
般
に
習
慣
が
人
聞
を
「
変
容
・
変
化
さ
せ
る
」
と
は
ど
う
い
う
と
と
か
。
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
の
「
変
化
」

す
な
わ
ち
、

七
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で
あ
ろ
う
か
。
そ
と
で
「
変
化
」
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
肥
満
体
が
細
身
に
変
忍
と
か
、
虚
弱
な
体
質
が
健
康
に
な
あ
、
あ
る
い

は
能
力
が
向
上
す
る
、
な
ど
の
量
的
、
質
的
な
変
化
の
次
元
に
と
ど
ま
る
の
か
、
あ
忍
い
は
さ
ら
に
進
ん
で
本
性
が
変
化
す
る
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

同盟》

と
と
で
頭
に
浮
ぶ
の
は
「
人
間
本
性
は
可
変
的
で
あ
る
」
ロ
巳
ロ
g
v
o
g
E
2
0え
BEmσ
己
目
白
と
い
う
、
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
ト

マ
ス
の
言
葉
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
人
間
本
性
の
可
変
性
に
つ
い
て
語
る
の
は
自
然
本
性
的
な
法
な
い
し
は
正
し
さ
が
、
自
然
本
性
的
で
あ

両国】

り
な
が
ら
可
変
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
問
題
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
と
と
の
説
明
と
し
て
人
間
本
性
が
或
る
意
味
で
可
変
的

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
場
合
、
可
変
的
で
あ
る
の
は
人
聞
を
人
間
た
ら
し
め
る
本
質
側
面
そ
の
も
の

f
g
g江
O

で

【副
v

は
な
く
、
「
本
性
に
と
も
な
う
こ
と
が
ら
、
た
と
え
ば
諸
々
の
状
態
、
行
為
、
お
よ
び
運
動
」

ρロ
釦
ゅ
の
O
ロ田

2
g
z
E
Z吋
ロ

m
E
B
B－
。
守

宮
内
出
回
旬
。
白
山
氏
。
ロ
o
P
R
Z
Oロ
2
0昨
日
。
宮
田
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
と
と
で
ト
マ
ス
が
問
題
の
可
変
性
を

い
わ
ば
人
間
存
在
の
中
核
に
ふ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
ζ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間

本
性
が
可
変
的
で
あ
る
、
と
語
る
と
と
の
意
味
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

根
元
的
な
性
格
の
も
の
、

つ
ま
り
根
元
的
な
意
味
で
の
人
閣
の
変
化
に
つ
い
て
語
忍
ζ

と
に
と
く
べ
つ
の
困
難
が
と
も
な
う
と
と
も

あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
「
あ
の
人
は
す
っ
か
り
変
っ
て
し
ま
っ
た
」
「
い
ま
の
か
れ
は
す
っ
か
り
別
の
人
間
だ
」
と
言

他
方
、
人
間
本
性
の
変
化
、

ぃ
、
同
じ
乙
と
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
「
か
れ
は
生
れ
変
っ
た
」
と
い
う
表
現
を
す
る
乙
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
さ
い
わ
れ
わ
れ
が

言
い
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
或
る
人
聞
に
お
け
る
大
き
な
変
化
で
あ
っ
て
、
人
閣
の
変
化
で
は
な
い
。
お
よ
そ
変
化
は
変
化
し

な
い
何
か
を
背
景
に
置
い
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
の
全
体
が
変
化
す
る
の
で
あ
れ
ば

そ
の
変
化
は
も
は
や
人
閣
の
変
化
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ふ
つ
う
人
間
本
性
も
し
く
は
人
聞
が
変
化
す
る
と
い
わ
れ
る
場
A
口、

次
の
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

ぅ
。
そ
の
一
つ
は
種
的
に
は
同
一
で
あ
り
つ
づ
け
な
が
ら
数
的
も
し
く
は
個
的
に
変
化
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
人
間
で
あ
る
と
い
う
種
的



本
性
は
保
持
し
つ
つ
、
別
の
個
体
へ
と
変
化
す
る
場
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
同
一
の
個
的
存
在
で
あ
り
つ
づ
け
な
が
ら
種
的
に
異
な
っ

た
も
の
へ
と
変
化
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
一
の
場
A
口
、
人
聞
は
別
人
（
者
〉
へ
と
変
化
し
、
第
二
の
場
合
は
別
の
物
へ
と
変
化
す
る
、
と

い
え
忍
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
乙
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
厳
密
に
は
人
間
本
性
の
変
化
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
の
場
合
、
数

的
な
い
し
個
的
変
化
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
種
的
・
本
質
的
変
化
と
呼
び
う
る
と
と
ろ
ま
で
達
し
な
い
付
帯
的
な
変
化
で
あ
る
か
、
あ
る

い
は
個
的
本
性
の
変
化
と
い
う
意
味
に
理
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
前
者
は
（
人
間
）
本
性
の
変
化
で
は
な
く
、
後
者
に
つ
い
て
は
種
的

【回】

本
性
か
ら
区
別
さ
れ
た
個
的
本
性
な
る
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
忍
。
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
い
う
と
、
或
る
個
的
人
聞
に
と
っ

トマス・アクイナスにおける徳の概念（稲垣〉

て
存
在
す
る
と
と
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
離
れ
て
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
人
間
で
あ
る
乙
と
を
止
め
る
と
は
端
的
に
存
在
す
る
乙
と
を
止

向田｝

め
る
、
と
い
う
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
場
合
に
は
人
聞
は
ま
っ
た
く
別
の
物
（
た
と
え
ば
死
体
）
へ
と
変
化
す
る

の
で
あ
っ
て
、
人
間
本
性
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
と
と
は
最
早
意
味
が
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
い
か
え
る
と
、
人
間
本
性
の
変
化
に
つ
い
て
語
る
と
と
が
意
味
を
も
つ
た
め
に
は
、
当
の
変
化
は
人
間
本
性
そ
の
も
の
に
触
れ
る
ほ

そ
れ
と
同
時
に
人
間
本
性
の
一
性
な
い
し
同
一
た
る
と
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け

ど
根
元
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

一
一
性
が
保
た
れ
る
な
ら
ば
変
化
に
つ
い
て
語
る
ζ

と
に
意
味
が
あ
る
の
か
。
い
っ
た
い
、
人
間
本
性
の
可
変

そ
の
一
性
と
を
同
時
に
肯
定
す
る
と
と
が
来
し
て
可
能
で
あ
る
う
か
。
い
い
か
え
る
と
、
可
変
的
な
人
間
本
性

と
不
可
変
な
人
間
本
性
と
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
と
を
肯
定
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
人
間
本
性
は
可
変
的
で
あ

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

性
な
い
し
は
可
塑
性
と
、

る
」
と
語
る
と
と
に
は
意
味
が
あ
る
の
か
。
ト
マ
ス
は
右
の
言
明
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

V 

右
の
問
題
は
、
ふ
つ
う
人
間
本
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
経
験
的
に
認
識
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
人
間
本
性
（
ト
マ
ス
の
言
葉
で

い
う
と
「
諸
々
の
状
態
、
行
為
お
よ
び
運
動
な
ど
、
本
性
に
と
も
な
う
こ
と
が
ら
」
と
、

そ
の
よ
う
な
現
象
と
し
て
の
人
間
本
性
を
成
立

九



。

さ
せ
る
原
因
、
あ
る
い
は
そ
の
認
識
根
拠
と
し
て
の
人
間
本
性
と
を
区
別
す
る
と
と
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
解
決
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
者

は
可
変
的
な
い
し
可
塑
的
な
人
間
本
性
で
あ
り
、
後
者
は
不
可
変
な
人
間
本
性
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
場
合
、
人
間
本
性
の
可
変
性
と
可

｛町田

塑
性
は
習
慣
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
と
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
自
身
は
「
習
慣
は
第
二
の
自
然
本
性
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
は

い
な
い
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
事
物
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
へ
の
秩
序
づ
け
」
が
習
慣
の
本
質
に
属
す
る
と
考
え
て
お
り
、
ま
た
「
習
慣

A

岡
田

は
自
然
本
性
へ
の
類
似
性
を
も
っ
」
「
（
習
慣
は
）
い
わ
ば
自
然
本
性
へ
と
転
化
し
た
も
の
」
「
慣
れ
は
自
然
本
性
の
在
り
方
へ
む
か
う
」

な
ど
と
諮
っ
て
い
る
。

ζ

と
か
ら
し
て
、
か
れ
に
お
い
て
は
可
変
的
・
可
塑
的
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
人
間
本
性
と
習
慣
と
が
同
一
視
さ
れ

て
い
た
と
解
釈
す
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
不
可
変
性
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に

も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
通
常
の
意
味
で
経
験
さ
れ
る
の
は
可
変
的
な
人
間
本
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら

問
題
は
、
さ
き
に
の
べ
た
原
因
・
根
拠
と
し
て
の
人
間
本
性
が
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
さ
れ
、

区
別
さ
れ
た
不
可
変
な
人
間
本
性
は
ど
ζ

で
捉
え
ら
れ
る
の
か
、
不
可
変
な
人
間
本
性
な
る
も
の
が
捉
え
ら
れ
る
べ
き
本
来
的
な
場
面
は

ど
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
か
、
が
問
題
で
あ
る
。
乙
の
場
合
、
可
変
的
な
人
間
本
性
は
時
間
も
し
く
は
歴
史
的
制
約
の
下
に
あ
り
、
不
可
変

な
人
間
本
性
は
そ
う
し
た
制
約
を
趨
え
出
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
一
の
人
間
本
性
が
時
間
的
制
約
の
下
に
あ
り
、
か

っ
そ
の
制
約
を
超
え
出
る
、
と
い
っ
た
と
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
ト
マ
ス
が
不
可
変
な
人
間
本
性
を
認
識
し
え
た
と
す
る
と
、
そ

れ
は
（
通
常
の
意
味
で
経
験
さ
れ
る
）
可
変
的
な
人
間
本
性
を
離
れ
た
と
と
ろ
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
当
の
可
変
的
本
性
の
省

察
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
時
間
的
制
約
の
下
に
あ
る
可
変
的
本
性
と
そ
う
し
た
制
約
を
超
え
出
る
と
と
ろ
の
、
そ
の

意
味
で
永
遠
的
な
不
可
変
的
本
性
と
を
距
て
る
深
淵
は
き
わ
め
て
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

ト
マ
ス
は
そ
の
深
淵
を
ど
の
よ

う
な
仕
方
で
の
り
乙
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ζ

の
場
合
ト
マ
ス
が
と
っ
た
方
法
は
、
可
変
的
な
人
間
本
性
の
変
化
過
程
｜
｜
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
可
変
的
な
人
間
本
性
が
形
成
（
そ

れ
は
一
義
的
に
完
成
へ
と
向
う
と
は
か
ぎ
ら
ず
、

そ
の
反
対
の
方
向
を
と
る
と
と
も
可
能
で
あ
る
が
）
さ
れ
て
い
く
過
程
ー
ー
の
な
か
に



身
を
お
い
て
、

乙
の
過
程
の
根
源
を
つ
き
と
め
る
と
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
い
い
か
え
忍
と
、
そ
れ
は
可
変
的
な
人
間
本
性
と
し
て

目

回

》

【

個

》

【

国

》

の
習
慣
の
原
因
ハ
習
慣
の
生
成
、
お
よ
び
増
強
と
弱
化
・
消
滅
の
原
因
）
を
つ
き
と
め
る
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
乙
う
し
た

習
慣
（
可
変
的
な
人
間
本
性
）
の
原
因
な
い
し
根
漉
が
そ
の
ま
ま
不
可
変
な
人
間
本
性
で
あ
忍
と
と
が
確
認
さ
れ
る
と
き
、
前
述
の
問
題

に
た
い
し
て
一
応
の
解
決
が
与
え
ら
れ
た
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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習
慣
形
成
の
原
閣
に
関
す
る
ト
マ
ス
の
見
解
は
き
わ
め
て
独
自
な
も
の
で
あ
る
。
通
俗
的
な
見
解
に
よ
る
と
、

l
l通
常
は
長
期
間
に
わ
た
る
、
数
多
く
の
行
為
の
反
復
ー
ー
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
。
「
桃
李
巌
を
成
す
」

つ
」
な
ど
の
言
葉
が
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
教
訓
は
別
と
し
て
、
そ
ζ

に
は
行
為
な
い
し
働
き
の
反
復
が
習
慣
形
成
の
原
因
で
あ
る
、
と

い
う
通
俗
的
見
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
ひ
と
は
家
を
建
て
る
と
と
に
よ
っ
て
建
築
師
と
な
り
、
琴
を
弾
く
乙
と

習
慣
は
行
為
の
反
復

「
水
滴
石
を
う
が

に
よ
っ
て
琴
弾
き
と
な
る
。
そ
れ
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
ζ

と
を
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
人
に
な
り
、

節
制
あ
る
と
と
を
す
る
と
と
に
よ
っ
て
節
制
す
る
人
に
な
り
、

2
g
 

る
」
と
語
る
と
き
、
と
の
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験
に
よ
っ
て
明
瞭
に
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

勇
気
あ
る
と
と
を
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

勇
気
あ
る
人
に
な
る
の
で
あ

と
の
よ
う
な
通
俗
的
見
解
は
、
近
世
ス
コ
ラ
哲
学
の
代
表
者
で
あ
る
ス
ア
レ
ス
の
見
解
で
も
あ
る
。
ス
ア
レ
ス
は
あ
き
ら
か
に
ト
マ
ス

の
立
場
を
批
判
し
つ
つ
、
習
慣
が
自
体
的
に
自
然
本
性
そ
の
も
の
へ
の
秩
序
づ
け
を
ふ
く
む
ζ

と
を
否
定
し
、
習
慣
の
機
能
を
た
ん
に

円出
v

諸
々
の
能
力
を
補
完
し
て
、
よ
り
よ
く
働
き
を
な
さ
し
め
る
と
と
に
限
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
と
の
基
本
的
な
習
慣
理
解
と
関
連
し

て
、
習
慣
形
成
の
原
因
は
働
き
・
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
堅
持
し
、
個
々
の
働
き
が
跡
を
残
し
て
い
く
と
い
う
仕
方
で
習
慣
は
生

向田】

成
・
増
強
せ
し
め
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

習
慣
の
原
因
に
つ
い
て
の
右
の
よ
う
な
見
解
は
、

「
石
を
一
万
回
も
上
方
に
放
り
な
げ
て
習
慣
づ
け
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
上
方
に



南町】

運
動
す
る
よ
う
に
習
慣
づ
け
る
乙
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
そ
の
問
題
点
が
あ
か
る
み
に
出
さ
れ

る
。
行
為
・
働
き
の
反
復
は
そ
れ
自
体
で
は
習
慣
を
生
ぜ
し
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
散
慢
に
為
さ
れ
る
行
為
は
習
慣
の
増
強

《個｝

よ
り
は
む
し
ろ
そ
の
弱
化
へ
導
く
、
と
い
う
事
実
も
、
習
慣
の
原
因
は
行
為
の
反
復
で
あ
る
、
と
単
純
に
考
え
忍
と
と
を
難
し
く
す
る
。

さ
ら
に
進
ん
で
、
習
慣
の
形
成
へ
と
導
く
行
為
と
、
形
成
さ
れ
た
習
慣
か
ら
出
て
く
る
行
為
と
の
聞
の
顕
著
な
質
的
相
違
に
注
目
す
る
と

き
、
習
慣
形
成
に
先
行
す
る
行
為
が
習
慣
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
習
慣
の
形
成
に
つ
い
て
何
事
も
説
明
し
な
い
、
と
い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
・
働
き
の
反
復
は
習
慣
形
成
に
お
け
る
一
つ
の
条
件
｜
｜
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
不
可
欠
の
条
件
ー
ー
で

は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
厳
密
な
意
味
で
の
習
慣
形
成
の
原
因
と
見
な
す
と
と
は
で
き
な
い
。

で
は
ト
7

ス
は
習
慣
形
成
の
原
因
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
と
っ
て
い
る
か
。
か
れ
に
よ
る
と
習
慣
が
そ
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ

内
向
》

る
基
体
は
、
純
粋
に
能
動
的
あ
る
い
は
純
粋
に
受
動
的
な
能
力
で
は
な
く
、
能
動
的
か
つ
受
動
的
な
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
う

ち
な
る
能
動
的
な
根
謀
に
よ
っ
て
働
き
に
移
り
う
る
か
ぎ
り
で
能
動
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
完
全
な
仕
方
で
働
き
を
な
す
と

円

nM

と
は
で
き
ず
、
何
ら
か
の
付
加
的
な
形
相
あ
る
い
は
質
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
受
動
的
で
あ
り
、
未
規
定

で
あ
る
。
諸
々
の
理
性
的
能
力
は
こ
う
し
た
能
動
的
1
受
動
的
と
い
う
構
造
を
そ
な
え
て
お
り
、

ζ

こ
か
ら
し
て
理
性
的
能
力
は
能
力
と

【担》

し
て
根
元
的
に
未
完
成
・
未
規
定
で
あ
り
、
習
慣
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
習
慣
形
成
の
原
因
は
理
性
的
能

力
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
能
動
的
な
根
源
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
基
本
的
見
解
に
ほ
か
な
ら
な
い
川

V

ト
マ
ス
が
習
慣
の
原
因
で
あ
る
（
理
性
的
能
力
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
）
能
動
的
な
根
源
の
例
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の

内

相

同

日

内

向

日

は
第
一
原
理
の
自
然
本
性
的
認
識
、
お
よ
び
善
へ
の
自
然
本
性
的
な
欲
求
な
ど
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
と
う
し
た
原
理
の
認
識
や
普

の
欲
求
が
自
然
本
性
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
か
r
ト
マ
ス
は
人
聞
の
自
然
本
性
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
理
性
的
本
性
そ
の
も

の
が
習
慣
形
成
の
原
因
で
あ
る
と
は
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
自
然
本
性
的
な
諸
根
源
胃

zo－－MW
ロ州
W
E
E
－E
が
習
慣

と
と
ろ
で
、

形
成
の
原
因
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
と
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
厳
密
な
意
味
で
の
習
慣
形
成
の
原
因
は
人
閣
の



理
性
な
い
し
意
志
の
う
ち
に
先
在
す
る
自
然
本
性
的
な
根
源
で
あ
っ
て
、
行
為
・
働
き
な
い
し
そ
の
反
復
で
は
な
い
。

で
は
自
然
本
性
的
な
根
源
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
習
慣
を
生
ぜ
し
め
る
の
か
、
ま
た
行
為
の
反
復
が
そ
ζ

で
果
す
役
割
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
。
ト
マ
ス
は
ζ

の
問
題
の
考
察
に
さ
い
し
て
、
は
じ
め
一
端
に
点
火
さ
れ
、
し
だ
い
に
そ
の
火
が
他
の
部
分
へ
と
ひ
ろ
が
っ
て
、

《宵》

や
が
て
全
体
が
燃
え
あ
が
る
可
燃
物
を
例
に
あ
げ
て
い
る
。
と
と
で
最
初
に
燃
え
て
い
る
部
分
が
自
然
本
性
的
な
能
動
的
根
源
に
あ
た

り
、
可
燃
物
の
他
の
部
分
が
受
動
的
な
根
源
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
自
然
本
性
的
な
根
源
は
自
ら
の
あ
り
方
を
受
動

的
で
未
規
定
の
部
分
に
た
い
し
て
刻
印
づ
け
る
、
な
い
し
は
後
者
を
自
ら
の
あ
り
方
へ
と
転
化
せ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
習
慣
を
生
ぜ
し

め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
の
反
復
は
、
自
然
本
性
的
な
能
動
的
根
源
に
対
立
す
る
よ
う
な
状
態
を
除
去
し
て
、
能
動
的
根
振
が
自
ら

を
お
し
ひ
ろ
げ
て
い
く
の
を
助
け
る
と
い
う
役
割
を
果
す
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
能
動
的
根
源
が
受
動
的
根
漉
の
惰
性
に
う

ち
か
つ
て
、
自
ら
の
類
似
性
を
後
者
に
た
い
し
て
刻
印
す
る
と
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
の
が
そ
の
役
割
で
あ
る
。

トマス・アクイナスにおける徳の概念（稲垣）

乙
の
よ
う
に
習
慣
を
生
ぜ
し
め
る
の
は
反
復
さ
れ
る
行
為
で
は
な
く
、
自
然
本
性
的
な
根
源
で
あ
る
と
す
る
と
、
習
慣
の
形
成
は
反
復

さ
れ
る
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
跡
を
残
し
、

そ
れ
ら
が
し
だ
い
に
明
確
な
形
を
と
る
と
い
う
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自

【四回

g
m口
氏

g
z
g
過
程
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
習
慣
そ
の
も
の

然
本
性
そ
の
も
の
が
し
だ
い
に
自
ら
を
明
示
す
る

ー
ー
ー
可
変
的
本
性
ー
ー
ー
は
あ
ら
た
に
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
形
相
な
い
し
質
で
あ
り
、
そ
の
形
成
は
時
間
な
い
し
歴
史
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。

そ
の
同
じ
形
成
過
程
は
自
然
本
性
そ
の
も
の
が
自
ら
を
明
示
す
る
過
程
で
あ
り
、
乙
の
後
者
は
超
時
間
的
で
あ
る
。
乙
の
よ
う

し
か
し
、

に
自
然
本
性
的
な
根
漉
が
習
慣
形
成
の
原
因
で
あ
る
乙
と
を
見
て
と
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
可
変
的
な
人
間
本
性
と
不
可
変
的
な
人
間
本
性

と
を
区
別
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
同
一
性
を
品
同
定
す
る
道
が
聞
か
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
習
慣
の
形
成
過
程
を
不
可
変
的
な
人

そ
れ
が
同
時
に
不
可
変
的
な
人
間
本
性
の
自
己

間
本
性
と
は
別
個
の
、
後
者
に
付
加
さ
れ
た
単
に
付
帯
的
な
過
程
と
見
る
の
で
は
な
く
、

明
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
乙
と
を
見
て
と
る
と
と
が
、
習
慣
と
（
人
聞
の
）
自
然
本
性
と
の
関
係
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
最
も
必
要
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。
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不
可
変
的
な
人
間
本
性
は
、
習
慣
す
な
わ
ち
可
変
的
な
人
間
本
性
が
そ
れ
へ
と
む
か
つ
て
形
成
さ
れ
る
究
極
目
的
と
し
て
自
ら
を
明
示

す
る
、
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
行
為
と
そ
の
目
的
お
よ
び
習
慣
と
の
聞
の
関
係
は
、
行
為
を
然
る
べ
き
目
的
へ
と
秩
序
づ
け
る

｛四日

内
的
根
源
が
習
慣
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
説
明
で
き
る
。
習
慣
は
文
字
通
り
目
的
（
終
極
防
巳
巴
へ
と
行
為
主
体
を
導
く
手
段
（
中
間

自
oa吉
自
）
で
あ
る
。
と
乙
ろ
で
諸
々
の
目
的
は
自
由
か
つ
選
択
的
に
意
志
さ
れ
る
の
で
あ
る
杭
「
そ
の
よ
う
な
特
殊
的
な
目
的
の
意
志

そ
れ
ら
す
べ
て
の
目
的
欲
求
を
基
礎
づ
け
、
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
と
ろ
の
根
源
的
な
目

な
い
し
欲
求
と
は
異
っ
た
次
元
に
お
い
て
、

的
欲
求
が
見
出
さ
れ
る
。
乙
の
後
者
の
場
合
、
目
的
の
意
志
・
欲
求
は
も
は
や
自
由
・
選
択
的
に
で
は
な
く
、
必
然
的
あ
る
い
は
自
然
本

性
的
な
仕
方
で
な
さ
れ
認
。
と
の
目
的
欲
求
は
経
験
的
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
経
験
の
領
域
に
お
け
る
目
的
欲
求
を
可
能
な
ら
し
め
る

そ
の
意
味
で
超
越
論
的
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
ふ
つ
う
に
究
極
目
的
と
か
幸
福
の
欲
求
と
呼
ば
れ
る
も
の

根
拠
で
あ
り
、

は
、
じ
つ
は
超
越
論
的
な
性
格
を
も
っ
と
と
ろ
の
、
自
然
本
性
的
な
目
的
欲
求
を
指
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

何
ら
か
の
特
殊
な
目
的
を
め
ざ
し
て
営
ま
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
、
す
べ
て
と
う
し
た
自
然
本
性
的
な
目
的
欲
求
を
原
動
力
と
し
て

成
立
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
習
慣
形
成
の
運
動
の
全
体
を
成
立
さ
せ
る
の
も
同
じ
自
然
本
性
的
な
目
的
欲
求
で
あ
る
と
い
え
忍
で
あ
ろ

う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
自
然
本
性
的
な
目
的
欲
求
の
終
極
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
当
初
は
き
わ
め
て
漠
然
と
し
た
見
通
し
、
あ

《回》

る
い
は
予
感
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
究
極
目
的
へ
の
到
達
を
通
じ
て
実
現

《制》

さ
れ
る
べ
き
自
ら
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
不
完
全
な
認
識
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
習
慣
〈
あ

る
い
は
む
し
ろ
徳
〉
の
形
成
を
通
じ
て
そ
う
し
た
究
極
目
的
へ
と
よ
り
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
に
応
じ
て
、
究
極
目
的
も
し
く
は
（
目

A

師
V

的
と
し
て
の
）
自
然
本
性
に
つ
い
て
よ
り
明
確
な
認
識
を
も
っ
と
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
と
と
は
、

（
目
的
と
し
て
の
）
不
可
変
的
な

人
間
本
性
へ
と
そ
れ
だ
け
接
近
し
た
と
と
を
意
味
す
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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ト
マ
ス
は
「
徳
に
よ
っ
て
人
聞
は
、
か
れ
を
至
福
へ
と
秩
序
づ
け
て
く
れ
る
と
と
ろ
の
諸
行
為
へ
と
む
け
て
完
成
さ
れ
る
」
と
の
ベ
て

い
る
が
、

そ
の
と
と
は
、
人
聞
は
諸
々
の
習
慣
｜
｜
可
変
的
な
人
間
本
性
ー
ー
を
通
じ
て
、
至
福
｜
｜
目
的
と
し
て
の
不
可
変
な
人
間
本

性
ー
ー
へ
と
む
け
て
完
成
さ
れ
る
、
と
言
い
か
え
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
聞
は
究
極
目
的
へ
の
道
に
お
い
て
根
元
的
な
変
容
を

乙
の
根
元
的
な
変
容
を
言
い
あ
ら
わ
す
た
め
に
は
可
変
的
な
人
間
本
性
に
つ
い
て
語
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
可
変
的
な
人
間
本
性
の
形
成
を
通
じ
て
到
達
さ
れ
あ
の
は
〈
目
的
と
し
て
の
）
不
可
変
な
人
間
本
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

被
む
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
習
慣
と
（
人
間
）
の
自
然
本
性
と
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
行
っ
て
き
た
考
察
を
通
じ
て
、
次
の
洞
察
が
え
ら
れ
た
と
と
に
注

ト7 ス・アクイナスにおける徳の概念（稲垣〉

そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
別
の
次
元

に
属
す
る
自
然
本
性
そ
の
も
の
の
自
己
明
示
と
い
わ
ば
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
が
人
聞
に
固
有
の
、
つ
ま
り
第
二
次
原
因

に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
因
果
性
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
第
一
原
因
に
帰
せ
ら
る
べ
き
、
創
造
的
因
果
性
で
あ
る
。
乙
乙
で
か
り

に
、
習
慣
の
形
成
を
人
聞
に
よ
る
自
己
創
造
の
過
程
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
の
自
己
創
造
の
業
は
直
接
的
に
神
的
創
造
の

一
つ
に
な
っ
て
い
初
、
と
い
え
よ
う
。
時
間
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
習
慣
の
形
成
過
程
が
、
そ
の
深
い
側
面
に
お
い
て
は

意
を
む
け
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
習
慣
な
い
し
徳
の
形
成
へ
む
か
つ
て
行
わ
れ
る
人
間
的
努
力
は
、

業
と
結
び
つ
き
、

そ
の
ま
ま
自
然
本
性
そ
の
も
の
の
自
己
明
示
で
あ
り
、
超
時
間
的
な
創
造
の
業
と
直
接
に
結
び
つ
く
と
い
う
洞
察
は
、
本
論
で
と
り
あ
げ

て
い
る
問
題
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

vm 

次
に
考
察
す
べ
き
問
題
は
、

ト
マ
ス
に
お
い
て
入
閣
の
自
然
本
性
は
｜
｜
思
寵
と
の
関
係
に
お
い
て
ー
ー
ー
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い

乙
の
点
に
関
す
る
か
れ
の
考
え
が
最
も
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
「
（
人
閣
の
）
霊
魂
は
自
然
本
性
的
に
恩
寵
を
受

容
す
る
可
能
性
を
有
す
碍
」

S
E
E－昨
2
8
5
ω
gご
州
自
民
自
の
印
刷
出
M

と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
思
寵
と
、
人

そ
の
意
味
で
思
寵
は
ま
さ
し
く
超
自
然
本
性
的
で
あ
る
。

た
か
で
あ
あ
が
、

閣
が
自
ら
の
努
力
で
到
達
で
き
る
完
全
性
と
の
聞
に
は
無
限
の
落
差
が
あ
り
、

一五
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角田》

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恩
寵
を
受
容
す
る
と
と
は
人
閣
の
自
然
本
性
的
な
可
能
性
を
超
え
出
る
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
恩
寵
に

よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
罪
人
の
義
認
は
奇
跡
で
は
な
い
｜
｜
た
と
え
ば
死
者
の
復
活
が
奇
跡
で
あ
る
よ
う
に
｜
｜
と
ト
マ
ス
は
論
じ
て
い

家
人
聞
は
ま
さ
し
く
神
の
か
た
ど
り
吉

ω
m
o
u
E
と
し
て
創
造
さ
れ
た
、
と
い
う
そ
の
ζ

と
か
ら
し
て
恩
寵
を
適
じ
て
神
を
受
容
す

る
可
能
性
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

ζ

と
で
、
人
間
が
神
の
か
た
ど
り
と
し
て
、

つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
自
然
本
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
と
が
、

そ
の
ま
ま
恩

寵
に
た
い
す
る
受
容
可
能
性
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
ζ

と
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
の
主
張
は
自
然
（
本
性
）
と
思

寵
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
陥
り
が
ち
な
誤
解
、
す
な
わ
ち
自
然
本
性
を
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
も
の
と
考
え
、
そ
の
上
に
思

寵
を
積
み
重
ね
忍
傾
き
と
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
（
人
閣
の
）
自
然
本
性
に
と
っ
て
可
能
な
最
高
の
完
全
性
は
、
一
種
の
自
己

否
定
と
い
う
仕
方
で
自
ら
を
思
寵
に
た
い
し
て
聞
く
と
と
に
よ
っ
て
到
達
さ
れ
忍
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
立
場
で
あ
忍
。
「
恩
寵
は
自

然
本
性
を
廃
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
者
を
予
想
し
、
完
成
す
出
」
と
か
れ
が
諮
る
と
き
の
自
然
本
性
は
、
恩
寵
へ
の
受
容
可
能

性
を
自
然
本
性
的
に
ふ
く
む
と
乙
ろ
の
人
間
本
性
を
指
す
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ト
マ
ス
は
と
の
よ
う
な
思
寵
へ
の
受
容
可
能
性
を
人
閣
の
精
神
的
能
力
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
読
み
と
っ
て
い
初
r

す
な
わ
ち
、
入
閣
の

精
神
は
限
定
さ
れ
・
特
殊
化
さ
れ
た
諸
々
の
存
在
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
あ
る
い
は
全
的
な
存
在

o
g
c
E
4
2
g
F

品

川

田

】

《

師

V

を
認
識
す
る
能
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
ト
マ
ス
は
こ
う
し
た
能
力
を
無
限
へ
の
能
力
と
し
て
捉
え
、
そ
と
に
人
聞
の
自
然
本
性
が

《蝿》

「
存
在
の
普
遍
的
な
根
源
へ
と
直
接
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
と
」

0
邑
o
E
H
B
E
E
E白
色

MMHZaMMZS
ロ
E
4
2
g
z

g
g
E訟
の
徴
し
を
見
て
と
っ
た
の
で
あ
る
。

人
聞
は
被
造
物
と
し
て
諸
々
の
第
二
次
原
因
の
系
列
の

そ
れ
と
同
時
に
第
一
原
因
へ
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
に
お
い
て
存
在
し
て
い
勿
と
い
う
と
と
を

意
味
す
る
。
入
閣
の
自
然
本
性
が
「
存
在
の
普
遍
的
な
根
源
へ
の
直
接
的
な
秩
序
づ
け
」
な
い
し
第
一
原
因
へ
の
直
接
的
な
か
か
わ
り
を

有
す
る
、
と
い
う
洞
察
は
、
人
聞
が
何
で
あ
る
か
を
認
識
す
る
さ
い
に
測
り
し
れ
ぬ
ほ
ど
の
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
そ
れ
は
人
間
本
性
が

そ
れ
は
い
い
か
え
あ
と
、

う
ち
に
置
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、



本
質
的
に
未
完
結
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
を
乙
え
て
高
め
ら
れ
う
る
と
と
を
意
味
す
る
。
前
述
し
た
人
間
精
神
の
自
然
本
性
的
な
恩
寵
受
容

【冊】

能
力
（
「
従
順
的
可
能
色
て
あ
る
い
は
ト
マ
ス
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
神
性
へ
の
参
与
の
可
能
性
な
ど
は
い
ず
れ
も
右
の
調
察
に
も
と

づ
い
て
は
じ
め
て
理
解
す
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

I茎

さ
き
に
習
慣
と
自
然
本
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
べ
た
と
と
、

お
よ
び
右
に
恩
寵
と
の
関
係
に
お
い
て
人
間
の
自
然
本
性
が
い
か
に
捉

え
ら
れ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
べ
た
と
と
、

と
の
こ
っ
か
ら
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
だ
さ
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
習
慣
の
形
成
は
そ
の
ま
ま
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思
寵
の
受
容
と
し
て
理
解
す
る
と
と
が
可
能
だ
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
習
慣
の
形
成
は
同
時
に
自
然
本
性
の
自
己
明
示
で

あ
り
、
い
い
か
え
る
と
自
然
本
性
の
完
成
で
あ
る
が
、
そ
の
と
と
は
人
聞
が
自
ら
を
完
全
に
神
に
た
い
し
て
聞
く
ζ

と
を
意
味
す
る
か
ら

（
問
）

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
思
寵
の
注
入
と
、
人
聞
が
自
ら
を
神
に
む
か
つ
て
聞
く
こ
と
と
は
別
個
の
と
と
が
ら
で
は
な
い
。
人
聞
が
自
ら
を
神

に
む
か
つ
て
聞
く
と
と
｜
｜
そ
し
て
と
の
聞
き
を
習
慣
の
形
成
を
通
じ
て
よ
り
完
全
な
も
の
に
し
て
い
く
ζ

と
ー
ー
は
、

そ
れ
自
体
、
第

一
原
因
の
働
き
か
け
を
予
想
し
、
思
寵
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
と
と
は
当
の
開
き
が
人
聞
の
自
由
な
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（

m
v
 

乙
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
習
慣
の
概
念
と
思
寵
な
い
し
神
的
賜
物
の
概
念
と
は
相
互
に
他
を
排
除

す
る
も
の
で
は
け
っ
し
て
な
い
と
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

右
に
の
べ
た
と
と
が
ト
マ
ス
の
立
場
を
忠
実
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
乙
と
ほ
、
恩
寵
に
よ
る
罪
人
の
義
認
と
自
由
意
思
の
関
係
に
つ
い

〈
拙
〉

て
か
れ
が
の
べ
て
い
る
と
乙
ろ
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
と
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
神
は
罪
人
を
正
し
い
者
た
ら
し
め
る
思
寵
を
注
ぎ
と

む
と
と
に
よ
っ
て
罪
人
を
動
か
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
さ
い
あ
く
ま
で
も
動
か
さ
れ
る
者
の
在
り
方
と
合
致
す
る
仕
方
で
動
か
す
ζ

と
に

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
人
閣
を
か
れ
の
人
間
本
性
の
在
り
方
と
合
致
す
る
仕
方
で
動
か
す
の
で
な
か
っ
た
ら
、
人
聞

を
動
か
す
乙
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
で
自
由
意
思
に
よ
っ
て
行
動
す
る
ζ

と
が
人
間
本
性
に
固
有
の
在
り
方
で
あ
る
か

一七



J¥ 

ら
、
抽
仰
が
人
聞
を
動
か
す
と
い
う
か
ぎ
り
、

そ
ζ

で
動
か
さ
れ
て
い
る
人
聞
は
同
時
に
自
ら
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
行
為
し
て
い
忍
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
神
が
罪
人
に
思
寵
を
注
ぎ
と
む
と
い
う
乙
と
は
、
同
時
に
罪
人
の
自
由
意
思

を
、
当
の
思
寵
の
賜
物
を
受
容
す
る
と
と
へ
む
け
て
動
か
す
と
と
を
合
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
聞
の
自
由
意
思
が
（
第
一
原
因
た
る
）

神
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

（
第
二
次
原
因
た
る
）
当
の
人
聞
が
自
ら
の
自
由
意
志
を
働
か
せ
る
ζ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

じ
っ
さ
い
に
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
信
仰
に
よ
る
義
認
は
、
何
よ
り
も
右
に
の
ぺ
た
恩
寵
と
自
由
意
思
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら

（
加
）

理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
信
仰
は
根
本
的
に
い
っ
て
、
人
間
の
精
神
を
動
か
し
て
神
自
身
の
方
へ
と
向
わ
し
め
る

8
ロ
42zs

と
と
ろ
の
思
寵
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
人
聞
が
自
ら
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
自
ら
の
精
神
を
神
へ
と
向
け
る
行
為
で
あ
る
。

〈
捌
〉

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
簡
潔
に
の
べ
て
い
る
よ
う
に
「
な
ん
び
と
も
意
志
す
る
の
で
な
け
れ
ば
信
じ
る
と
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
り
、

ト
マ
ス
は
そ
の
信
仰
論
に
お
い
て
信
じ
る
と
い
う
内
的
行
為
が
、
意
志
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
ζ

と
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
忍
と
と

ハ
間
一
）

を
繰
返
し
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
認
の
た
め
に
信
仰
が
必
要
と
吉
れ
る
の
は
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
・
人
間
精
神
が
神
へ
と

向
う
l
ー
と
れ
が
信
仰
の
内
的
行
為
で
あ
る
｜
｜
の
で
な
け
れ
ば
、
神
が
思
寵
に
よ
っ
て
人
間
精
神
を
自
ら
の
方
へ
向
わ
し
め
る
と
い
う

乙
と
が
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

X 

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
自
由
意
志
の
行
使
、
つ
ま
り
人
間
的
努
力
を
通
じ
て
の
習
慣
の
形
成
と
、
思
寵
の
注
入

と
は
相
互
に
排
除
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
者
は
前
者
を
予
想
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
と
を
、
或
る
程
度
あ
き

乙
の
ニ
者
が
相
互
排
除
的
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
ひ
と
ま
ず
受
け
い

れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
現
実
の
結
び
つ
き
が
大
き
な
神
秘
で
あ
忍
と
と
に
は
変
り
が
な
い
。
と
れ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
「
徳
」

と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
人
間
の
内
在
的
な
質
と
超
越
的
な
神
の
賜
物
と
い
う
こ
つ
の
要
素
を
つ
つ
み
ζ

む
立
場
が
矛
盾
を
含
む
も
の
で
は

ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
し
、



な
い
、
と
い
う
と
と
が
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
徳
の
概
念
を
そ
と
ま
で
拡
大
す
る
と
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
と
う
つ

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
ど
う
し
て
ト
マ
ス
は
と
の
問
題
を
問
題
と
し
て
受
け
と
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
ζ

と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
か
れ
に
お
い
て
は
、
人
聞
が
か
れ
に
固
有
の
、
自
然
本
性
的
な
能
力
に
よ
っ
て
は
到
達
で
き
な
い
究

〈
醐
〉

極
目
的
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
が
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
を
考
え
る
さ
い
の
根
本
的
前
提
に
な
っ
て
い
た
と
と
を
考

慮
に
い
れ
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
人
聞
の
自
然
本
性
の
う
ち
に
は
ζ

う
し
た
超
越
的
な
究
極
目
的
に
対
応
す
る
可
能
性
が
ふ

そ
れ
ゆ
え
に
人
聞
は
か
れ
の
自
然
本
性
を
超
越
す
る
究
極
目
的
を
自
然
本
性
的
に
欲
求
す
忍
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
基

ま
れ
て
お
り
、

本
的
見
解
で
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
な
基
本
的
見
解
に
て
ら
し
て
見
る
と
き
、
究
極
目
的
へ
と
人
聞
を
秩
序
づ
け
る
も
の
と
し
て
の
徳
が
人

聞
の
内
在
的
な
卓
越
性
で
あ
る
と
同
時
に
神
的
な
賜
物
で
も
あ
る
と
と
は
、
む
し
ろ
当
然
の
と
と
と
受
け
と
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

トマス・アクイナスにおけQ徳の概念（稲垣）

さ
ら
に
ト
マ
ス
に
お
い
て
、
右
に
の
ぺ
た
人
閣
の
究
極
目
的
に
関
す
る
確
信
を
支
え
て
い
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
は
真
の
神
で
あ
り
、
か

つ
真
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
托
身
官
。
常
国
丘
町
O

の
神
秘
の
単
純
に
し
て
全
面
的
な
受
容
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト

に
お
け
る
神
性
と
人
間
性
と
の
合
一
と
い
う
神
秘
の
圧
倒
的
な
光
の
下
に
お
い
て
は
、
人
間
的
な
徳
に
お
け
る
さ
き
の
ニ
つ
の
要
素
の
結

合
と
い
う
神
秘
が
、
と
く
に
取
り
た
て
て
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
も
の
と
う
つ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
と

と
は
裏
か
ら
い
え
ば
ト
マ
ス
の
徳
概
念
の
拡
が
り
ゃ
深
さ
を
充
分
に
評
価
す
る
た
め
に
は
、
右
に
の
ベ
た
根
源
的
な
神
秘
へ
と
目
を
く
ば

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

〈

1
〉

〈

2
）

ハ
3
）

ハ
4
）

（

5
〉

（

6
）
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〈部〉

ω・
4
・
・
ロ
ム
F
A
m・印・

（

muv

『
ユ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
巴
包
世
田
・

門
部
）
『
ロ
マ
書
』
第
五
章
、
第
一
節
。

〈
却
〉
「
正
し
い
者
と
さ
れ
る
」
』
E
Z由
g
Z『
と
い
う
言
葉
が
倫
理
的
な
意
味
と
、
神
の
前
に
義
と
溢
れ
る
と
い
う
こ
つ
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
。

ハ卸〉

ζ

の
よ
う
な
批
判
の
一
例
と
し
て
次
を
参
照
。
回
－

hp・
の
宮
町
四
国
Y
の
円
同
ロ
四
国
ロ
色
何
回
曲
師
o
p
h
v
ω
Z身

Z
5
0
吋
Z
o－－司

a
v守

伸一

F
O
叫－

O
H同O
吋島・
H
回目
N
・M
M

－
H
M
m
－

ハ幻）

ω・吋－－
H
l
ロ・

8
・
H

・

（

mv
ト
マ
ス
が
論
理
や
言
語
の
問
題
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
た
乙
と
を
強
調
し
た
研
究
と
し
て
次
を
参
照
。
ロ
・
回
・
凶
＝

H
E－－－
h
r
a
a回
世
田
・
の
oa

同
国
島
〉

naoロ・回、。ロ晶
C
ロ－
H

由叶由・

《
お
）
乙
の
点
に
関
し
て
拙
著
『
習
慣
の
哲
学
』
創
文
社
、
昭
、
回
、
一
四
＝
一
ー
一
五
七
ペ
ー
ジ
を
多
照
。

門
担
）
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
ロ

g
回目・

〈お）

ω・J

『－－
F

♂
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ωuρ
ロ回何回神山
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ロ
四
回
恩
師
唱
己
主
白
骨
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〈
佃
ユ

g
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H
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H
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・

〈部〉

ω・吋－－
H
t
H
H
－
m
p
A
F

同角田
N
U

由同・

ω・

ハ
釘
）
た
と
え
ば
人
間
理
性
と
神
法
と
い
う
ニ
つ
の
規
則

2開
E
E
に
も
と
づ
い
て
区
別
さ
れ
る
。

ω・
戸
・

M
l
F
a－
N
・
8
ら
に
、
人
聞
が
自
ら
に

固
有
の
自
然
本
性
的
能
力
に
よ
っ
て
到
達
し
う
る
善
と
、
神
的
扶
助
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
到
達
し
う
る
善
と
の
区
別
も
重
要
で
あ
る
。

ω・寸・・

同1
ロ－
A
W
N

－
H

・
さ
ら
に
乙
の
閑
題
に
関
連
し
て
、
完
全
で
究
極
的
な
至
福
と
、
不
完
全
な
至
福
と
の
区
別
に
注
意
。

ω・
戸
・
ャ
ロ
－

P
T∞・

ハm
∞
〉
徳
を
た
だ
ち
に
人
間
的
努
力
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
倫
理
徳
、
し
た
が
っ
て
ま
た
善
き
業
と
同
一
視
す
る
傾
向
は
近
代
以
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
ト
マ
ス
に
回
帰
す
る
乙
と
は
で
・
き
な
い
。
前
掲
の
R
H
U
V
に
お
い
て
は
と
の
点
に
関
す
る
混
同
が
認
め
ら
れ
る
。
同
y
H白血・

ハ卸〉

ω・
吋
・
・
ャ
ロ
・
怠
・

ω・

〈同制）

ω・J

司－－
H
I
P
S
－
ご
H
H
0
・
f
H
H
M
・
M
・
『
ペ
テ
ロ
後
者
』
第
一
章
、
第
四
節
多
照
。

〈
創
出
〉
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
人
聞
が
徳
を
獲
得
す
る
の
は
神
を
追
求
す
る
乙
と
に
お
い
て
で
あ
り
、
「
徳
は
神
に
た
い
す
る
最
高
の
愛
に
ほ
か

な
ら
ぬ
」

U
m
冨
R
U
E
凶
n
n
g
a
s－ロ－
H
3
8
と
語
っ
て
い
る
が
、
信
仰
、
希
望
、
愛
に
つ
い
て
簡
潔
に
論
じ
た
著
作
何
回

n忠
弘
品
目
。
固
に
お

い
て
は
、

ζ
れ
ら
の
三
つ
を
「
徳
」
と
呼
ん
で
は
い
な
い
。
十
二
世
紀
の
ベ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
パ
ル
ド
ゥ
ス
は
ζ
れ
ら
三
つ
を
「
徳
」
と
呼
ん
で
い
る
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四

「
選
択
」
己
叩
円
仲
間
O

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
が
常
で
あ
る
が

3
・
β
・同ム
H・

s・
ω）
、
乙
こ
で
は
特
殊
的
な
目
的
あ
る
い
は
善
の
欲
求
と
、

そ
の
よ
う
な
欲
求
を
基
礎
づ
け
る
根
源
的
な
欲
求
を
区
別
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
ト
マ
ス
の
用
法
に
は
乙
だ
わ
ら
な
い
。

〈刷出）

ω
・叶・・同自由
F
H
0・
H
U
ω
・吋－－

F
白

N
－
H・

ハ
回
）
と
の
用
語
は
閃
－

HUVロ
2
・同－

F
O
G－∞－

F
O
ロ
叩
門
間
同
ロ
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
超
越
論
的
ト
マ
ス
学
派
」
の
立
場
を
予
想
す
る
。

（
部
）
乙
の
点
に
関
連
し
て
、
ト
マ
ス
が
究
極
目
的
（
あ
る
い
は
至
福
）
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
何
が
究
極
目
的
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を

区
別
し
て
い
る
と
と
に
注
意
。

ω・、『－－

H
l
H
p
r
J
J
印・∞・

（
山
田
）
乙
の
不
完
全
な
認
識
は
、
ト
マ
ス
の
い
う
精
神
の
個
別
的
な
仕
方
に
よ
る
自
己
認
識
｜
｜
普
遍
的
な
仕
方
に
よ
る
精
神
の
本
質
に
つ
い
て
の
認
識

と
対
比
し
て
ー
ー
に
あ
た
る
。
巴
冊
〈
由
岡
山
骨
・
・

H0・
f
ω
・寸・・

H－∞
F
H・

（
部
）
「
普
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
欲
求
能
力
を
持
つ
者
が
究
極
目
的
と
し
て
欲
求
す
る
善
が
最
も
完
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

ω・吋－
L
l同F
F
叶・

と
い
う
ト
マ
ス
の
言
葉
を
参
照
。

門町）

ω－J

円
・
・
岡
山
戸
田
N
－
r

（
釘
）
人
間
精
神
が
第
一
原
因
へ
と
直
接
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
次
を
参
照
。

ω
・
戸
・
ロ
ム
H・
M

－
r
H
F
H
H
・
H・

ハ邸）

ω
・吋－－

T
H
F
H
H
ω
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卸
〉
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恩
寵
へ
の
精
神
の
受
容
性

Z
乞－

p
g
は
：
：
：
精
神
の
自
然
本
性
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
。
」

ω・吋－
L
－
ぉ
・
品
・

（叩）

ω・J

『
・
・
ァ
ロ
・
ロ
∞
－
H

。・

〈
削
む
と
乙
で
ト
マ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
三
位
一
体
論
』
〈
第
十
四
巻
、
第
八
章
）
の
「
精
神
は
神
を
受
容
す
る
乙
と
が
で
き
、
神
に
参
与
し
う

る
者
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
神
の
か
た
ど
り
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
よ
り
ど
乙
ろ
に
論
を
進
め
て
い
る
。
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↓
・
・
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ロ
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P
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4
0
2
g
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2
2
E
U
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昔
一
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が
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れ
て
い
る
。
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