
PDF issue: 2025-07-04

ライプニッツの自然法思想

関口, 和男

(出版者 / Publisher)
法政大学教養部

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政大学教養部紀要. 社会科学編 / 法政大学教養部紀要. 社会科学編

(巻 / Volume)
55

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
27

(発行年 / Year)
1985-01

(URL)
https://doi.org/10.15002/00005152



１ 

ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
は
、
そ
の
箸
「
自
然
法
」
に
お
い
て
、
自
然
法
思
想
研
究
の
意
義
を
、
そ
の
構
造
解
明
よ
り
も
む
し
ろ
歴
史
的
社
会

（
「
）

的
状
況
に
お
け
る
そ
の
機
能
の
う
ち
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
事
実
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
法
思
想
の
示
す
根
本
理
念
は
、
い
か
な
る
時
代

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想

は
じ
め
に

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
法
学
観

自
然
法
の
根
本
概
念
と
し
て
の
「
正
義
」

自
然
法
の
構
造

自
然
法
の
性
格

お
わ
り
に

目

は
じ
め
に

次

関
口
和
男
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２ 
▲
 

状
況
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
一
の
不
変
的
な
内
実
を
も
っ
て
き
た
｝
」
と
、
お
よ
び
そ
の
理
念
が
現
実
の
政
治
社
会
秩
序
や
実
定
法
体
系
に

或
る
影
響
を
与
え
つ
つ
存
続
し
て
き
た
こ
と
は
、
明
白
で
あ
る
。
自
然
法
と
は
、
人
間
の
存
在
様
態
に
不
可
欠
な
指
針
を
与
え
る
「
人

（一一）

間
精
神
の
不
滅
の
財
産
」
と
一
一
一
一
口
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
法
の
根
本
理
念
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
お
け
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
移

動
が
惹
起
す
る
現
実
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
法
が

そ
の
機
能
に
お
い
て
理
念
と
現
実
・
当
為
と
存
在
と
の
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
場
合
に
は
、
自
然
法

の
表
現
で
あ
る
自
然
法
思
想
は
政
治
学
的
社
会
学
的
側
面
を
も
つ
と
同
時
に
、
実
践
哲
学
的
側
面
を
も
つ
こ
と
を
も
ま
た
認
め
ざ
る
を

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
自
然
法
を
語
る
者
は
、
み
ず
か
ら
の
実
践
哲
学
的
信
条
を
表
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
実
践
哲
学
的
側
面
に
光
を
あ
て
る
こ
と
は
、
自
然
法
思
想
研
究
に
と
っ
て
あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
場
合
、
彼
の
豊
か
な
思
想
全
体
が
形
而
上
学
に
依
拠
す
る
以
上
、
彼
の
自
然
法
思
想
を

考
察
す
る
際
に
は
そ
の
根
と
し
て
の
実
践
哲
学
お
よ
び
形
而
上
学
の
領
域
へ
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
く
に
、
彼
の
時
代
は
自
然
法
思
想
に
と
っ
て
も
一
大
転
換
期
で
あ
っ
た
。
ト
マ
ス
に
代
表
さ
れ
る
自
然
倫
理
の
柱
石
と
し

て
の
盛
期
ス
コ
ラ
の
自
然
法
思
想
は
、
後
期
ス
コ
ラ
を
経
て
漸
次
的
に
「
人
間
理
性
の
自
律
性
」
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
傾
向
に
あ
り
、

そ
れ
は
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
に
よ
り
一
層
押
し
進
め
ら
れ
て
い
わ
ゆ
る
近
代
自
然
法
思
想
の
前
提
が
準
備
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
自
然
法
思
想
は
、
英
国
経
験
論
の
土
壌
に
お
い
て
、
契
約
理
論
を
媒
介
と
し
て
政
治
的
性
格
を
強
め
た
が
、
反
面

そ
の
倫
理
的
色
彩
は
色
あ
せ
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
自
然
法
か
ら
自
然
権
へ
の
移
行
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
ク
セ
ン
ト
の
移
動
に
よ

る
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
背
景
と
し
て
の
哲
学
的
思
想
が
著
し
い
変
化
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

的
な
存
在
論
の
制
約
を
被
る
主
知
主
義
・
理
性
主
義
と
そ
の
制
約
を
受
け
な
い
合
理
主
義
と
の
間
に
は
架
橋
し
え
な
い
大
き
な
深
淵
が

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
全
体
的
秩
序
を
優
先
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
普
遍
的
理
性
を
有
す
る
個
を
優
先
さ
せ
る
の
か
。
法
の
淵

源
は
、
神
の
知
性
か
そ
れ
と
も
神
の
意
志
か
。
こ
れ
ら
中
世
以
来
の
根
本
問
題
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
形
而
上
学
的
思
想
如
何
に
よ

っ
て
自
然
法
の
機
能
に
重
大
な
変
化
を
及
ぱ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
自
然
法
の
機
能
自
体

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
実
践
哲
学
的
思
想
に
光
を
あ
て
て
そ
の
関
連
の
下
に
考
察
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
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３ 

ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
を
語
る
場
合
、
ま
ず
最
初
に
、
彼
の
多
方
面
に
わ
た
る
思
想
的
営
み
に
お
け
る
法
学
の
位
置
が
明
ら

か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

彼
の
学
的
経
歴
か
ら
す
る
と
、
一
六
六
五
年
か
ら
六
七
年
頃
の
関
心
は
結
合
法
と
法
学
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 （・Ｐ一》

（
注
）

し
か
も
、
こ
の
傾
向
は
程
度
の
差
一
」
そ
あ
れ
晩
年
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
く
。
初
期
の
Ｂ
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
践

的
諸
学
の
基
礎
づ
け
の
試
み
へ
の
関
心
は
、
Ａ
論
文
で
の
普
遍
学
の
意
図
と
な
ら
ん
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
生
涯
に
亘
る
学
的
姿
勢
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
法
学
に
関
し
て
は
、
彼
の
関
心
は
た
ん
に
実
践
的
方
向
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
旧
来
の
法
学
を
新
た
に

基
礎
づ
け
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
法
学
。
政
治
学
は
、
他
の
自
然
科
学
に
比
し
て
そ
の
後
進
性
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
新
た

な
基
礎
づ
け
が
彼
み
ず
か
ら
の
使
命
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
人
間
精
神
に
係
わ
る
学
と
し
て
、

（
■
）
 

外
的
世
界
に
係
わ
る
自
然
科
学
と
同
等
の
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
一
フ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
ホ
ッ

ブ
ス
、
プ
ロ
チ
ウ
ス
、
フ
ィ
ル
マ
ー
等
の
表
明
す
る
法
学
的
政
治
学
的
な
諸
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
み
ず
か
ら
の
理
論
形
成
へ

向
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
の
思
想
全
体
に
お
け
る
法
学
の
位
置
は
、
こ
の
よ
う
に
決
し
て
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
と
く
に

る
こ
と
と
な
る
。
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
時
代
は
、
自
然
科
学
の
急
速
な
進
歩
と
相
俟
っ
て
思
想
界
に
お
い
て
は
機
械
論
的
原
子
論
や
一
ア
カ

ル
ト
的
な
合
理
論
的
主
体
主
義
が
主
流
と
な
り
、
自
然
法
（
自
然
権
）
思
想
形
成
に
新
た
な
影
響
を
与
え
て
い
た
・
こ
の
よ
う
な
状
況

下
に
あ
っ
て
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
独
自
の
形
而
上
学
思
想
と
そ
れ
に
呼
応
す
る
普
遍
学
の
形
成
へ
と
向
い
、
近
代
の
思
想
全
体
を
支
え

る
土
台
の
構
築
を
意
図
し
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
の
試
み
は
、
排
他
的
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
と
の
積
極
的
な
交
流
を

通
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
結
実
た
る
彼
の
思
想
を
深
く
解
明
す
る
こ
と
は
、
中
世
な
ら
び
に
近
代
の
諸
思

想
に
対
す
る
彼
独
自
の
観
点
を
浮
び
上
が
ら
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
主
題
は
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の

自
然
法
思
想
の
構
造
を
そ
の
倫
理
学
的
形
而
上
学
的
背
景
に
遡
っ
て
解
明
し
、
彼
の
自
然
法
思
想
の
独
自
性
を
開
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
法
学
観
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４ 

自
然
法
思
想
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
実
践
哲
学
の
全
領
域
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
、
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ラ
ィ
プ

ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
、
自
然
法
と
は
た
ん
に
政
治
学
的
側
面
か
ら
だ
け
で
扱
わ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
想
契
機
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
法
学
は
若
年
期
か
ら
の
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
彼

の
自
然
法
思
想
を
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
学
に
対
す
る
彼
の
関
心
の
度
合
い
は
、
そ
れ
へ
の
態
度
を
物
語
っ

て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
に
、
彼
の
生
涯
に
亘
る
学
と
し
て
の
法
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
態
度
が
明

ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
の
基
本
的
な
性
格
の
一
端
が

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
若
年
期
、
す
な
わ
ち
Ａ
論
文
か
ら
一
六
七
○
年
前
後
の
時
期
は
、
認
識
論
で
は
感
覚
主
義
的
お
よ
び
経
験
主
義
的

傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
が
、
方
法
論
的
に
は
Ａ
論
文
の
思
想
が
主
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
。
一
般
的
方
法
論
に
関
す
る
Ｂ
論
文
第
一

部
で
、
自
然
的
方
法
と
し
て
「
も
し
甲
が
乙
な
く
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
乙
は
甲
な
く
し
て
は
認
識
し
造
紀
な
い
な
ら
ば
、

（
五
）

甲
は
乙
に
優
先
す
る
」
と
い
う
規
則
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
規
則
は
、
Ａ
茎
緬
文
に
お
け
る
複
合
概
念
の
単
純
概
念
へ
の
解
析
、
な
ら
び

に
単
純
概
念
で
あ
る
原
始
概
念
か
ら
の
複
合
概
念
の
構
成
と
同
一
の
思
想
を
表
明
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
規
則
か
ら
、
さ
ら
に

（
だ
）

つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
規
則
が
た
て
ら
れ
る
。

○
い
か
な
る
言
葉
も
解
明
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ｏ
い
か
な
る
命
題
も
論
証
さ
れ
る
こ
と
な
く
し
て
は
受
け
入
れ
て
は
な
ら
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
で
は
数
学
の
よ
う
な
抽
象
性
の
強
い
論
理
的
な
学
問
領
域
と
実
践
的
な
学
問
領
域
と
の
間
に
或
る
種
の

相
違
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
前
者
に
お
い
て
は
、
原
始
概
念
そ
の
も
の
の
意
義
よ
り
も
む
し
ろ
可
変
的
記
号
間
の
不
変
的
恒
常
的
な

関
係
そ
れ
自
体
に
真
理
性
が
見
出
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
と
く
に
実
践
哲
学
に
お
い
て
は
、
す
で
に
Ａ
論
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

原
始
概
念
自
体
の
意
義
な
い
し
真
理
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
任
意
的
選
択
に
拠
ろ
う
と
、
経
験
的
諸
命
題
の
比

較
論
証
に
拠
ろ
う
と
、
彼
の
学
的
方
法
論
に
お
け
る
原
始
概
念
の
意
義
は
依
然
と
し
て
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
こ
の

よ
う
な
方
法
論
的
思
想
を
背
景
と
す
る
法
学
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
論
文
に
お
い
て
は
、
法
学
は
そ
の
幾
何
学

う
か
が
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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５ 
（
七
）

と
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
文
作
成
過
程
で
の
結
合
法
の
演
鐸
的
操
作
理
論
の
適
用
が
説
か
れ
る
と
と
仏
ロ
に
、
そ

の
際
に
公
理
的
機
能
を
果
す
単
純
な
法
的
要
素
が
列
挙
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
、
い
わ
ゆ
る
法
学
で
の
原
始
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ

（
八
）

れ
ら
要
素
は
「
市
民
法
全
典
」
（
Ｏ
・
『
『
〕
ロ
の
盲
『
一
ｍ
Ｑ
ぐ
一
一
『
の
）
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
法
学
は
純
粋
経

験
科
学
で
は
な
く
、
む
し
ろ
演
鐸
的
な
理
性
的
学
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
法
学
は
科
学
で
あ
り
、
科
学
の
基
礎
は
論
証
で

（
九
）

あ
ハ
ソ
、
そ
の
論
証
原
理
は
定
義
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
法
学
の
基
本
的
要
素
は
、
幾
何
学
の
原
理
と
同
様
、
永
遠
的
真
理
と
し

（
一
○
）

て
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
諸
要
素
の
定
義
づ
け
は
、
「
市
民
法
全
典
」
な
い
－
し
「
カ
ノ
ン
法
典
」
に

見
出
さ
れ
る
旧
来
の
諸
命
題
を
比
較
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
経
験
主
義
的
側
面
も
ま
た
否
定
し
切

れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
年
期
に
お
け
る
法
学
は
、
ほ
ぼ
幾
何
学
と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
つ
ぎ
に
、
一
六
九
○
年
以
後
に
お
け
る
彼
の
法
学
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
Ｄ
論
文
の
序
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、

権
利
（
〕
５
）
お
よ
び
正
義
（
］
臣
⑩
昏
国
）
概
念
の
定
義
づ
け
を
試
み
、
さ
ら
に
具
体
的
に
法
学
の
基
本
的
な
諸
概
念
を
定
義
づ
け
る
。
こ

の
論
述
方
法
は
、
前
期
の
法
学
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
Ｈ
論
文
に
お
い
て
は
、
法
学
の
主
要
概
念
で
あ
る
正
義
が
神

（
→
一
）

の
知
性
に
由
来
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
必
然
的
で
永
遠
的
な
真
理
と
し
て
正
義
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
’
七
○
一
二
年
の

「
悟
性
新
論
」
に
お
い
て
、
法
学
の
原
理
で
あ
る
道
徳
は
内
的
で
生
得
的
な
原
理
に
基
づ
く
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す
る
と

思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
論
述
は
Ａ
論
文
と
関
連
づ
け
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
家
の
恐
意
的
な
権
力
に
由
来

す
る
の
で
は
な
く
純
粋
理
性
を
通
し
て
学
ば
れ
る
法
そ
の
も
の
を
基
礎
づ
け
る
根
本
的
公
理
、
自
然
法
を
形
成
す
る
根
本
的
公
理
の
存

（
一
起
一
）

在
が
語
ら
れ
て
い
る
。
後
期
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
形
而
上
学
的
思
想
の
円
熟
期
で
あ
り
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
法
学
が
語
ら
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
学
に
対
す
る
彼
の
基
本
的
な
態
度
に
は
前
期
と
の
本
質
的
な
相
違
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
よ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
全
生
涯
に
亘
る
法
学
に
対
す
る
態
度
は
、
本
質
的
に
不
変
的
で
あ
り
続
け
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
る
。
法
学
は
、
幾
何
学
と
同
様
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
経
験
科
学
で
は
な
く
、
そ
の
原
理
を
永
遠
的
で
必
然
的
な
真
理
の
う
ち
に
も

（一一・一）

っ
学
な
の
で
あ
、
ソ
、
そ
れ
は
定
義
づ
け
と
論
証
に
よ
っ
て
構
成
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
彼
の
法
学
観
は
、

法
学
の
実
践
的
性
格
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
理
性
真
理
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
自
然
法
は
、
法
学
の
根
本
規
範
と
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６ 

前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
法
学
に
お
け
る
方
法
論
は
、
原
理
に
お
け
る
根
本
概
念
の
定
義
づ
け
と
諸
原
則
の
明
蜥
化
、
そ

し
て
論
証
に
よ
る
諸
命
題
の
導
出
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
の
解
明
は
、
ま
ず
そ
の
根
本
概
念
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
原
理
と
し
て
の
自
然
法
の
根
本
概
念
の
定
義
づ
け

如
何
に
よ
っ
て
、
自
然
法
そ
れ
自
体
の
全
体
的
構
造
な
ら
び
に
性
格
が
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
｝
Ⅲ
）
 

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
の
根
本
概
念
は
、
「
正
義
」
（
百
ｍ
庁
宣
囚
）
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
若
年
期
よ
り
晩
年
に
至
る
自
然
法
思

想
の
根
底
に
一
貫
し
て
存
在
し
、
そ
の
意
味
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
全
期
間
に
亘
っ
て
本
質
的
に
は
不
変
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の

定
義
づ
け
に
用
い
ら
れ
る
諸
概
念
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
諸
概
念
間
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
位
置
に
は
明
白
な
変
化
を

み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
変
化
は
後
述
す
る
自
然
法
の
諸
命
題
が
そ
の
表
現
に
お
い
て
な
ん
ら
の
変
化
を
蒙
っ
て
い

な
い
以
上
、
そ
の
解
釈
に
微
妙
な
変
更
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
正
義
概
念
の
定
義
は
彼
の
自
然
法
命
題

を
解
釈
す
る
際
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
い
ま
便
宣
上
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
学
的
経
歴
を
、
「
結
合
法
論
」
を
出
発
点
と
し
て
そ

の
影
響
を
受
け
る
六
○
年
代
・
七
○
年
代
を
前
期
、
「
形
而
上
学
叙
説
」
を
出
発
点
と
し
て
彼
独
自
の
思
想
の
完
成
へ
と
向
う
九
○
年
代

以
後
を
後
期
と
し
て
、
正
義
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

し
て
そ
の
基
礎
づ
け
と
形
成
に
寄
与
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
他
方
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
根
本
概
念
を
定
義
づ
け
る
さ
い
の

経
験
主
義
的
方
法
は
、
自
然
法
の
実
践
的
な
有
効
性
を
も
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
法
学
は
、
彼
自
身

試
み
た
よ
う
に
、
法
典
編
纂
の
根
拠
と
し
て
実
定
法
体
系
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
然
法
そ
れ
自
体
が
現
実
の
実

定
法
体
系
な
ら
び
に
政
治
秩
序
の
実
効
的
根
拠
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の

自
然
法
は
倫
理
学
と
政
治
学
と
を
法
学
を
媒
体
と
し
て
架
橋
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然

（
一
門
）

法
思
想
は
、
彼
の
実
践
哲
学
全
体
で
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

自
然
法
の
根
本
概
念
と
し
て
の
「
正
義
」

Hosei University Repository



７ 
（
一
一
ハ
）

前
期
の
Ａ
論
文
に
お
い
て
、
正
義
は
対
他
的
感
情
に
中
庸
を
与
え
る
徳
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
た
だ
ち
に
、

他
者
な
い
し
み
ず
か
ら
を
喜
ば
す
こ
と
と
い
う
規
則
が
付
与
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
用
語
を
用
い
な
が
ら
も
彼

の
関
心
が
対
他
関
係
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
を
い
っ
そ
う
詳
細
に
展
開
し
て
（
一

い
る
Ｂ
ユ
銅
文
に
お
い
て
は
、
正
義
概
念
は
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
善
の
概
念
の
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
要
素
に
従
っ
て
規
定
●
さ
れ
る
の
で
あ

七
）

る
。
ひ
と
つ
は
、
自
己
保
存
的
行
為
の
正
当
性
に
基
づ
く
私
的
善
で
の
衡
平
（
四
の
Ｃ
巨
冒
⑪
）
と
配
分
（
Ｓ
ｍ
［
『
一
ヶ
目
・
）
で
あ
る
。
他
は
、

私
的
善
に
包
含
さ
れ
る
「
自
己
自
身
の
快
さ
（
Ｑ
の
一
の
Ｏ
Ｂ
二
○
）
の
追
求
」
と
い
う
観
念
へ
の
推
移
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
他
者
へ
の
愛

（
８
『
旨
印
）
で
あ
る
。
前
者
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
正
義
概
念
に
依
拠
す
る
内
実
を
表
し
、
後
者
は
強
い
て
言
え
ば
、
ス
ト
ア
的

博
愛
主
義
を
表
明
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
一
見
相
対
す
る
政
治
的
概
念
と
倫
理
的
概
念
と
を
、
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
ど
の
よ
う
に
調

停
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
に
と
っ
て
、
私
的
善
と
他
者
の
善
と
を
と
も
に
追
求
せ
ん
と
す
る
英
知
（
ご
『
目
の
昌
一
ロ
）
を
有
す
る
こ
と
は
、
正
し
い

（
一
八
）

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
英
知
が
正
義
に
と
っ
て
不
可
欠
な
前
提
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
に
関
す
る
正
－
）
い
推
理
能
力
で

あ
る
英
知
は
、
人
を
し
て
正
義
を
明
蜥
判
明
に
認
識
せ
し
め
、
私
的
善
と
他
者
の
善
と
の
追
求
へ
と
積
極
的
に
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
正
義
の
認
識
が
他
者
の
善
そ
の
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
と
く
に
要
求
す
る
こ
と
か
ら
、
正
義
は
、
他
者
の
善
そ
の
も
の

（
一
九
）

を
求
め
る
習
性
、
他
者
の
善
の
う
ち
に
喜
び
を
見
出
す
習
性
、
い
い
か
え
れ
ば
、
他
者
を
愛
す
る
習
性
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
○
）

し
か
し
、
こ
の
習
性
は
、
よ
り
大
な
る
苦
痛
を
も
た
ら
さ
な
い
か
ぎ
り
と
い
う
重
要
な
制
約
を
被
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
理
性
と
し

て
の
英
知
そ
の
も
の
の
愛
に
対
す
る
優
位
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
義
の
主
要
契
機
と
し
て
の
愛
の
至
高
性
が
強
調
さ
れ
る

に
し
て
も
、
英
知
に
そ
の
規
制
的
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
、
前
期
で
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
ひ
と
つ
の
傾

向
で
あ
る
主
知
主
義
が
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
前
期
の
正
義
概
念
に
関
す
る
思
想
は
、
重
要
な
問
題
を
孕
ん
で

い
る
。
そ
こ
で
は
、
私
的
善
か
ら
出
発
す
る
自
己
の
快
さ
の
追
求
が
他
者
の
善
の
追
求
へ
と
向
う
根
拠
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
過
程
に
、
一
応
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
必
然
性
を
認
め
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
基
礎
づ
け
の
不
十
分
さ
は
否
定
し
き
れ
な

い
と
思
わ
れ
る
。
政
治
的
法
的
概
念
で
あ
る
特
殊
的
正
義
か
ら
純
粋
に
倫
理
的
な
概
念
で
あ
る
普
遍
的
正
義
へ
の
推
移
は
、
カ
ヴ
ィ
ッ
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（
一
一
一
）

シ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
惹
起
す
る
根

ｎ
Ｋ
）
 

本
的
問
題
の
解
決
が
、
後
期
に
て
果
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
だ
こ
の
前
期
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
独
自
の
思
想
形
成
が
十
分

（ニーョー）

み
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
正
義
概
念
は
折
衷
的
性
格
を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
し
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

で
は
つ
ぎ
に
、
後
期
に
お
け
る
正
義
概
念
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
，
。
Ｅ
・
Ｈ
論
文
に
お
い
て
、
正
義
は
、
博
愛

、
、
、
、
、

（
蒼
胃
］
ａ
」
（
｝
。
§
：
－
ご
）
す
な
わ
ち
賢
き
者
の
愛
（
８
国
白
、
）
と
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
愛
す
る
習
性
（
目
】
昌
一
の
一
ぐ
の
昌
一
】
、
の
昌
一

富
己
冒
の
）
に
拠
る
善
遍
的
善
意
（
｛
）
の
。
①
ぐ
。
－
の
目
四
目
一
く
の
『
の
四
一
】
⑪
）
と
し
て
の
愛
が
英
知
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
愛
と
英
知
と
の
結
合
は
、
政
治
的
な
衡
平
と
配
分
の
根
拠
と
し
て
、
全
体
的
福
祉
実
現
の
た
め
に
実
定
法
の
諸
法
規
を
創

出
し
て
い
く
。
し
か
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
結
合
は
目
的
論
的
性
格
を
有
す
る
た
め
に
、
正
義
自
体
も
「
共
通
の
目
的
を
追
求

（》一】二）

す
る
種
々
の
人
々
の
結
合
」
と
し
て
の
社
会
を
維
持
す
る
徳
と
し
て
、
社
会
性
と
共
に
目
的
論
的
色
彩
を
強
く
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
正
義
概
念
は
、
最
完
全
社
会
の
実
現
１
１
－
普
遍
的
で
至
高
の
幸
福
の
達
成
１
－
－
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
正
義
概
念
に
本
質
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
英
知
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
独
自
の
形
而
上
学
的
思
想
の
影
響
が
は
っ
き
り
と

読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幸
福
概
念
の
規
定
に
み
ら
れ
る
完
全
性
概
念
に
お
い
て
明
白
に
認
め
ら
れ
る
。
前
期
に
お
け
る
行

（
完
刷
》

為
に
関
す
る
正
し
い
推
理
能
力
と
し
て
の
英
知
は
、
，
。
Ｆ
論
文
に
て
幸
福
に
関
す
る
知
（
⑪
、
一
の
目
口
）
と
し
て
規
定
●
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

（
二
Ｋ
）

こ
の
幸
福
は
、
永
遠
的
な
喜
び
の
状
態
で
あ
り
、
精
神
の
力
に
よ
っ
て
自
己
の
う
ち
に
見
出
す
快
さ
の
知
覚
状
態
で
あ
る
と
一
一
二
口
わ
れ
る
。

（
一
一
一
ハ
）

し
か
も
、
そ
の
快
さ
こ
そ
完
全
性
の
感
情
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
形
而
上
学
思
想
に
お
い
て
は
、
存
在
者
の
本

質
は
、
力
（
ぐ
一
ｍ
）
と
表
出
（
『
〕
の
『
月
目
。
）
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
存
在
者
の
本
質
の
充
実
と
し
て
の
自
由
と
権
能
と
の
う

ち
に
存
在
者
の
完
全
性
が
顕
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
践
哲
学
的
に
は
、
｜
存
在
者
の
自
由
な
行
為
を
通
し
て
一
存
在

者
の
う
ち
に
他
者
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
、
モ
ナ
ド
概
念
の
二
に
お
け
る
多
の
表
出
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
己
の
本
質
の
全
き
展
開
と
し
て
の
力
と
表
出
が
「
一
に
お
け
る
多
」
で
あ
る
こ
と
は
、
自
己
の
完
全

性
が
他
者
の
存
在
を
必
要
不
可
欠
の
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
自
由
な
行
為
に
お
い
て
積
極
的

な
対
他
関
係
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
義
概
念
を
支
え
る
人
間
の
共
存
在
性
が
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
あ
る
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が
、
し
か
し
こ
の
段
階
で
は
、
「
一
に
お
け
る
多
の
表
出
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
い
ま
だ
「
多
に
お
け
る
こ
は
不
明
の
ま

ま
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
後
に
詳
論
す
る
よ
う
に
、
完
全
性
の
共
感
に
拠
る
相
互
関
係
と
い
う
観
念
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
く
。

以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
期
の
正
義
概
念
の
孕
ん
で
い
た
困
難
性
は
形
而
上
学
的
に
除
去
さ
れ
、
自
己
の
幸
福
の
追
求
は
他
者
の

幸
福
の
追
求
に
よ
っ
て
初
め
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
二
に
お
け
る
多
の
表
出
」
に
基
づ
く
「
多
に
お
け
る
一
」
こ
そ
、

神
の
完
全
性
と
叡
智
と
を
顕
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
個
々
人
の
幸
福
に
も
と
づ
く
全
体
の
幸
福
の
成
就
こ
そ
、
社
会
の
最
高

目
的
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
後
期
の
正
義
概
念
の
社
会
性
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
期
で
は
正
義
概
念
の
主
要
契
機
で
あ
る
英
知
と
愛
と
の
関
係
が
、
愛
に
対
す
る
規
制
的
役
割
か
ら
し
て
英
知
の
優
位

性
が
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
後
期
の
Ｈ
論
文
に
お
い
て
は
、
特
殊
的
正
義
か
ら
善
遍
的
正
義
へ
の
推
移
で
の
重
要
契
機
と
し
て
、
神

（
二
七
）

と
魂
の
不
滅
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
形
而
上
学
的
宗
教
的
色
彩
が
後
期
に
て
強
ま
っ
て
い
る
と
の
印
象
を
与
え
る
。
し
か

し
、
そ
の
こ
と
は
特
殊
的
正
義
の
根
拠
と
し
て
愛
と
英
知
の
両
者
が
共
働
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
関

係
の
本
質
的
な
逆
転
を
示
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
根
本
的
態
度
は
、
理
性
と
宗
教
的
信
条
と

の
調
和
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
お
い
て
は
、
愛
と
英
知
の
共
働
の
う
ち
に
真
の
正
義
概
念
（
普
遍
的

正
義
）
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
自
然
法
の
根
本
概
念
で
あ
る
「
正
義
」
は
、
前
後
期
に
わ
た
っ

て
善
と
英
知
と
愛
と
い
う
そ
の
契
機
は
不
変
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
基
礎
づ
け
に
関
し
て
は
、
前
期
の
感
覚

主
義
的
な
い
し
経
験
主
義
的
試
み
か
ら
後
期
の
モ
ナ
ド
概
念
と
予
定
調
和
説
に
よ
る
試
み
へ
と
大
き
な
展
開
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
ま

た
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

｜
自
然
法
の
構
造

交換的正義における私権〈］扇の（『一ｎＥｇご］ロ昌冒８日目巨白こぐ回）（二八）
「
正
義
」
を
根
本
概
念
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
は
、
つ
ぎ
の
一
一
一
命
題
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
。

⑩
「
他
者
に
害
を
な
す
べ
か
ら
ず
」
〈
口
の
ヨ
ヨ
の
ご
一
画
の
烏
『
の
）

（
二
九
）

⑪
「
各
人
に
は
各
人
の
も
の
を
」
（
の
目
日
、
巳
。
こ
の
〔
ユ
ヶ
ロ
の
『
の
）
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配
分
的
正
義
に
お
け
る
衡
平
（
四
Ｂ
巳
白
②
ご
］
こ
の
言
一
四
曰
⑪
ヨ
ヮ
目
く
煙
）

川
「
誠
実
に
生
き
よ
」
（
９
コ
の
の
戸
の
ぐ
茸
①
『
の
）

普
遍
的
正
義
に
お
け
る
敬
虐
（
ロ
の
国
の
１
℃
『
Ｃ
亘
国
、
－
ヨ
］
口
の
感
冒
昌
一
ぐ
の
『
８
一
一
）

こ
れ
ら
一
一
一
命
題
に
よ
っ
て
、
前
述
の
正
義
概
念
は
具
体
的
な
表
現
を
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
三
命
題
の
関
係
は
い
ま
だ

明
ら
か
で
は
な
い
。
た
し
か
に
正
義
概
念
に
お
い
て
、
善
と
英
知
と
を
本
質
的
契
機
と
す
る
特
殊
的
正
義
が
、
神
と
魂
の
不
滅
性
を

介
し
て
普
遍
的
正
義
へ
と
推
移
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
拠
る
自
然
法
の
一
一
一
命
題
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
⑩
仰
か
ら
川
へ
と
段

階
的
に
展
開
す
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
政
治
的
段
階
か
ら
倫
理

的
宗
教
的
段
階
へ
と
進
展
す
る
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
普
遍
的
正
義
が
、
他
者
を
愛
す
る
習
性
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
も
そ
の
倫
理
的
宗
教
的
色
合
い
は
強
く
感
じ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
正
義
概
念
の
社
会
性
な
い
し
政
治
性
は
、
決

し
て
失
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
自
然
法
は
、
自
然
的
な
諸
社
会
を
維
持
発
展
せ
し
め
る
法
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
で

（
三
。
）

あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
高
ま
り
ゆ
く
倫
理
性
と
基
調
と
し
て
の
社
会
性
、
い
い
か
え
れ
ば
倫
理
的
主
体
性
と
社
会
的
共
在
性
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
正
義
概
念
の
解
明
に
お
い
て
、
自
己
と
他
者
と
の
関
係
と

い
う
こ
と
で
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
根
本
概
念
で
あ
る
正
義
の
孕
む
問
題
が
、
ふ
た
た
び
自
然
法
思
想

に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
を
解
明
す
る
に
は
、
正
義
概
念
の
孕
む
問
題
を

軸
と
し
て
行
う
こ
と
が
最
良
の
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
哲
学
思
想
の
根
本
課
題
で
あ

る
「
普
遍
と
個
」
の
問
題
を
自
然
法
思
想
に
お
い
て
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
一
一
一
命
題

の
関
係
を
十
分
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
を
理
解
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
思
想
の
全
体
像
に
光

を
あ
て
る
こ
と
に
少
な
か
ら
ず
役
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
観
点
よ
り
、
自
然
法
の
三
命
題
の
関
係
を
、
そ
の
根
本
概
念
で
あ
る

正
義
の
解
明
に
お
い
て
用
い
た
方
法
に
従
っ
て
、
前
後
期
に
分
け
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

前
期
に
つ
い
て
は
、
三
命
題
の
関
係
を
政
治
思
想
的
観
点
と
倫
理
的
観
点
の
両
方
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

既
述
の
よ
う
に
、
前
期
の
経
験
主
義
的
な
い
し
感
覚
主
義
的
な
傾
向
は
、
こ
の
自
然
法
思
想
に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
快
苦
の
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感
情
を
自
己
の
善
悪
の
基
準
と
す
る
個
人
を
考
察
の
出
立
点
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
反
面
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ

（
一
二
一
二
）

の
独
自
性
も
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
自
然
状
態
と
い
う
仮
説
の
明
瞭
な
拒
否
に
表
わ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ

は
、
自
然
状
態
か
ら
原
始
契
約
を
経
て
社
会
状
態
へ
至
る
展
開
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
そ
の
徹
底
し
た
経
験

主
義
的
な
洞
見
を
通
し
て
、
人
間
の
社
会
的
な
共
在
性
を
た
と
え
原
始
状
態
と
言
え
ど
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
熟
知
し
て
い
た

（一二一二）

こ
と
を
、
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
ロ
ッ
ク
に
近
い
と
一
一
一
一
口
え

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
ｍ
は
、
他
者
へ
の
加
害
行
為
が
み
ず
か
ら
の
不
利
益
と
な
り
う
る
政
治
的
な
不
安
定
状
態
で

の
命
法
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
の
不
安
定
性
を
排
除
し
て
仙
命
法
を
実
効
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
第
二
の
要
請
と
し

て
、
主
権
に
よ
る
正
義
の
執
行
が
立
ち
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
の
状
態
に
お
け
る
個
々
人
の
同
意
な
い
し
一
致
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ロ
ッ
ク
的
な
原
始
契
約
思
想
を
表
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
政
治
思
想
的
観
点

か
ら
は
、
こ
の
原
始
契
約
の
段
階
に
お
い
て
自
然
法
の
機
能
は
語
り
尽
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
場
合
に
は
、
さ
ら

に
⑪
命
題
が
続
く
。
で
は
、
こ
の
倫
理
的
色
彩
の
強
い
⑪
命
題
は
ど
の
よ
う
な
政
治
学
的
な
意
義
を
⑩
⑪
命
題
に
対
し
て
も
っ
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
⑩
⑪
命
題
は
自
然
法
の
政
治
的
機
能
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
認
識
論
的

な
観
点
か
ら
し
て
重
大
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
⑪
命
題
の
示
す
発
展
段
階
で
の
正
義
の
執
行
に
お
い
て
は
、
正
義
そ

の
も
の
の
誤
ま
る
こ
と
な
き
認
識
が
要
請
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
間
の
一
切
の
倫
理
的
態
度
を
規
定
す
る

力
を
有
す
る
全
能
で
完
全
な
る
神
へ
の
敬
虚
な
態
度
が
要
請
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ

ン
へ
の
絶
対
服
従
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
神
の
完
全
性
と
叡
智
の
表
出
と
し
て
の
調
和
秩
序

を
知
覚
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
神
こ
そ
自
然
法
の
究
極
的
根
拠
、
そ
の
必
然
的
な
前
提
と
言
わ
れ
る

（
三
閏
）

の
で
あ
ろ
う
。
さ
て
ま
た
、
以
上
の
説
明
を
か
の
一
二
命
題
の
対
象
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
の
政
治
的
な

意
図
が
み
て
と
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
定
法
の
対
象
と
し
て
の
個
人
に
直
接
係
わ
る
命
法
は
⑩
命
題
の
み
で
あ
り
、

他
の
⑪
⑪
命
題
は
正
義
の
執
行
者
に
関
す
る
命
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
的
社
会
の
維
持
発
展
を
自
然
法
の
本
質
的
機

（
一
・
一
正
）

能
と
す
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
そ
の
自
然
的
社
会
に
お
け
る
個
の
意
義
は
以
上
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
な
っ
て
は
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こ
な
い
。
む
し
ろ
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
英
明
な
る
君
主
な
い
し
は
指
導
者
に
よ
る
国
家
管
理
を
想
定
し
、
国
家
お
よ
び
法
秩
序
に
教

育
的
意
義
を
与
え
ん
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
絶
対
君
主
制
で
は
な
く
、
立
憲
君
主
制
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
さ

き
の
原
始
契
約
思
想
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
治
思
想
的
観
点
か
ら
す
る
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
結
果
的
に

は
、
「
全
体
に
お
け
る
個
」
と
い
う
視
点
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
つ
ぎ
に
、
前
期
に
お
け
る
自
然
法
の
三
命
題
の
関
係
を
そ
の
倫
理
学
的
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
既
述
の
正
義
概
念
《二毛

の
倫
理
的
内
実
に
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
一
フ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
個
人
の
善
を
そ
の
出
立
点
に
据
え

六
）

る
。
こ
の
場
合
の
善
と
は
、
有
益
さ
（
巨
三
旨
、
）
。
快
さ
〈
Ｑ
の
］
の
ｎ
国
【
一
○
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
そ

れ
ら
は
善
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
有
益
さ
。
快
さ
が
私
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、
他
者
は
い
ま
だ
視
野
に
入
っ
て
は
こ
な
い
。

自
己
の
快
さ
の
追
求
が
ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
へ
係
わ
る
の
か
が
、
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
こ
こ
に
「
愛
」

（
８
回
国
の
）
の
概
念
を
導
入
す
る
。
こ
れ
は
、
「
他
者
の
幸
福
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
の
快
さ
を
求
め
る
」
働
き
と
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
定
義
で
注
意
す
べ
き
は
、
快
さ
そ
の
も
の
の
も
つ
価
値
の
至
高
性
の
ゆ
え
に
、
他
者
へ
の
係
り
が
二
義
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
愛
は
、
決
し
て
無
私
の
愛
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
快
さ
の
追
求
を
目
的
と
す
る

ひ
と
つ
の
働
き
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
他
者
の
善
（
幸
福
）
を
欲
す
る
理
由
と
し
て
、
「
自
己
の
善
を
追
求
す
る
」
こ
と
、

お
よ
び
「
他
者
の
善
が
あ
た
か
も
自
己
の
善
の
た
め
の
ご
と
き
外
観
を
呈
し
て
い
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
者
の
善
は
、
自

己
に
快
さ
を
も
た
ら
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
自
己
の
行
為
の
目
的
と
な
り
、
ま
た
、
他
者
に
お
い
て
は
そ
れ
が
他
者
自
体
に
快
さ
を
も
た

ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
示
す
例
と
し
て
の
息
子
に
対
す
る
父
親
の
善
は
、
た
し
か
に
二
者

（
三
七
》

関
係
に
お
い
て
利
己
的
側
面
と
利
他
的
側
面
と
を
同
時
に
表
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
一
」
の
例
示
の
重
点
が
あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
快

さ
の
追
求
と
い
う
利
己
的
立
場
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
状
態
で
は
も
っ
ぱ
ら
⑩
命
題

が
容
易
に
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
正
し
い
推
論
に
よ
っ
て
他
者
へ
の
加
害
行
為
を
禁
ず
る
英
知
こ
そ
、

自
己
を
快
さ
に
導
く
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
上
述
の
観
点
か
ら
は
、
自
然
法
の
⑪
⑪
命
題
は
十
分
に
は
基
礎
づ
け

ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
の
命
題
は
、
個
が
他
者
へ
積
極
的
に
係
わ
っ
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
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１３ 

で
は
つ
ぎ
に
、
後
期
に
お
け
る
三
命
題
の
関
係
を
お
も
に
倫
理
学
的
観
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
Ｄ
論
文
に
お
い
て
、
ラ

ィ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
前
期
に
み
ら
れ
た
自
然
法
（
冒
切
ゴ
四
目
『
四
一
の
）
の
一
一
一
命
題
を
自
然
権
（
）
Ｅ
⑩
目
白
『
四
の
）
の
一
一
一
段
階
（
四
，
且
巨
⑪
）
と
し

（
一
二
八
）

て
理
解
す
る
。
こ
の
場
合
、
権
利
（
］
戸
勗
）
は
善
き
人
に
と
っ
て
本
性
的
な
道
徳
的
能
力
（
己
。
【
の
目
四
日
。
『
囚
一
一
い
）
と
し
て
「
幸
福
」
を

（
三
九
》

志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
前
期
の
二
一
命
題
は
、
後
期
に
至
っ
て
そ
の
倫
理
的
色
彩
を
一
段
と
強
く
帯
び
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
後
期
に
関
し
て
は
倫
理
的
観
点
か
ら
の
考
察
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
交
換
的
正
義
に
お

（
■
Ｃ
）
 

け
る
私
権
を
表
す
Ⅲ
段
階
は
、
個
々
人
相
互
の
不
安
定
な
状
態
を
回
避
し
平
和
を
維
持
す
る
原
理
に
由
来
す
る
と
一
一
二
口
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
Ⅲ
段
階
に
お
い
て
は
、
万
人
は
万
人
に
対
し
て
対
等
な
も
の
と
み
な
さ
れ
、
他
者
を
害
し
、
ま
た
他
者
か
ら
害
さ
れ
る
正

当
事
由
が
本
来
的
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
思
想
的
意
味
の
強
さ
を
感

じ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
権
利
そ
れ
自
体
の
意
味
合
い
が
倫
理
的
で
あ
る
以
上
、
こ
の
段
階
に
お
け

る
倫
理
的
性
格
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
は
拘
束
力
を
有
す
る
命
令
法
の
み
を
要
請
す
る
状
態
と

は
考
え
に
く
い
の
で
あ
っ
て
、
⑪
命
題
は
、
あ
た
か
も
各
個
人
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
指
示
法
と
し
て
の
自
然
的
道
徳
律
（
一
の
×

目
自
国
一
一
の
）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
「
幸
福
」
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
他
者
を
害
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
他
者
か
ら
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
成
就
し
え
な
い
こ
と
を
各
個
人
が
自
覚
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
明

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
各
個
人
の
不
安
定
な
状
態
は
、
そ
の
倫
理
的
目
的
か
ら
し
て
除
去
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
配
分
的
正
義
に
お
け
る
衡
平
を
表
す
⑪
段
階
は
、
さ
ら
に
倫
理
的
色
彩
を
強
め
て
い
く
。
こ
の
段
階
で
は
、
各
個
人

（
同
一
）

の
諸
特
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
各
人
の
義
務
を
相
互
に
履
行
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
義
務
（
○
す
一
一
碇
：
。
）

時
期
と
言
え
よ
う
。

か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
「
善
」
概
念
を
中
心
と
す
る
倫
理
学
的
側
面
か
ら
の
解
明
で
は
、
全
体
よ
り
も
む
し
ろ
個
の
観
点
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
法
に
対
す
る
以
上
ふ
た
つ
の
側
面
か
ら
す
る
解
明
の
も
た
ら
す
帰
結
の
矛
盾
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
困
難
性
を
排
除
し
て
、
自
然
法
を
統
一
的
に
さ
ら
に
深
く
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ

と
が
、
後
期
で
の
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
諸
論
文
の
意
図
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
前
期
は
自
然
法
の
基
礎
づ
け
の
不
十
分
な
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1４ 
（
円
曼
）

と
は
、
道
徳
的
必
然
性
（
口
の
、
の
⑪
⑰
旨
の
曰
・
『
四
一
』
の
）
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
法
は
命
令
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
他
方
、
こ
の

段
階
で
の
倫
理
的
性
格
は
、
配
分
的
正
義
で
の
衡
平
の
表
現
す
る
目
的
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
の
配
分
性
お
よ
び
義

務
の
相
互
履
行
は
、
各
人
の
幸
福
を
目
ざ
す
こ
と
に
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
他
者
を
可
能
な
限
り
益
す
る
と
と
も
に
、
他
者
の
幸
福

の
う
ち
に
み
ず
か
ら
の
幸
福
を
見
出
し
、
そ
れ
を
増
大
す
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
前
期
に
お
け
る
、

段
階
で
の
愛
の
契
機
を
す
で
に
⑪
段
階
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
伽
段
階
に
お
け
る
自
然
法
と
は
、
人
間
の
外

的
な
法
１
１
指
示
法
で
あ
れ
零
法
で
あ
れ
’
の
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
内
的
鞍
自
然
的
道
徳
律
了
・
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
た
ん
な
る
外
的
強
制
に
も
と
づ
く
義
務
履
行
は
、
必
ず
し
も
自
己
の
幸
福
を
自
覚
せ
し
め
る

に
至
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
、
衡
平
を
愛
と
置
換
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
は
、
こ
の
段
階
で
の
倫
理
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
川
段
階
に
つ
い
て
は
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ

は
多
く
を
語
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
権
利
と
し
て
の
敬
度
は
、
純
粋
に
道
徳
的
生
活
場
面
で
の
諸
関
係
の
み
に
限
定
さ
れ
て
述
べ

（
四
三
）

ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
こ
の
川
段
階
は
純
粋
に
道
徳
的
な
く
叩
法
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
期
に
お
け
る
自
然

法
の
示
す
機
能
は
、
後
期
で
は
Ⅲ
伽
段
階
で
す
で
に
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
⑪
段
階
は
、
⑪
⑪
段
階
を
よ
り

確
実
に
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
、
倫
理
的
目
的
の
成
就
は
個
人

の
道
徳
的
完
成
に
お
い
て
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個
的
主
体
の
深
い
自
覚
こ
そ
、
倫
理
的

目
的
成
就
へ
の
第
一
の
契
機
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
個
を
出
立
点
と
し
つ
つ
も
、
個
と
他
者
と
の
係

わ
り
を
倫
理
的
な
相
互
関
係
に
お
い
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
、
自
然
権
の
目
ざ
す
幸
福
の
内
実
を
手
掛
り
と
し
て
明
ら

幸
福
が
そ
れ
自
体
と
し
て
追
求
せ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
至
高
の
倫
理
的
価
値
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
伝
統
的
な
見
解
で
あ
る
が
、
そ

れ
が
さ
ら
に
他
者
へ
ど
の
よ
う
に
積
極
的
に
係
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
前
期
の
遺
し
た
課
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
後

期
の
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
神
の
完
全
な
る
幸
福
か
ら
語
り
始
め
る
。
神
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
完
全
な
幸
福
は
、
神
の
有
す
る
至
高
の

（
ｎ
日
）

権
能
と
叡
智
と
の
ゆ
え
に
、
人
間
の
幸
福
の
う
ち
に
形
造
ら
れ
、
さ
ら
に
人
間
の
幸
福
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
と
、
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
し

か
に
し
て
い
き
た
い
。
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1５ 
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
神
よ
り
の
一
方
的
な
働
き
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
側
に
お
け
る
英
知
と
神
へ
の
愛
に
よ
っ
て
成

（
円
丘
》

就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
幸
福
は
自
体
的
に
目
的
と
し
て
求
め
ら
れ
る
以
上
、
神
の
至
高
の
幸
福
を
見
出
す
こ
と
は
自
己
の
無

上
の
幸
福
を
成
就
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
幸
福
に
関
す
る
神
と
人
間
と
の
関
係
は
、
人
間
の
あ
い
だ
で
の
幸
福
一

（
囿
六
）

般
に
類
比
的
に
妥
当
し
、
他
者
の
幸
福
は
自
己
の
幸
福
の
必
然
的
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
愛
す
る
こ
と
は
、
他
者
の
幸
福
の
う
ち

に
快
さ
を
見
出
す
こ
と
、
他
者
の
幸
福
を
自
己
の
幸
福
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
他
者
の
幸
福
が
自
己
の
幸
福

に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
お
い
て
は
、
他
者
の
幸
福
が
な
に
ゆ
え
自
己
を
幸
福
に
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

こ
の
解
明
の
た
め
に
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
形
而
上
学
的
領
域
へ
踏
み
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。
Ｅ
論
文
に
お
い

て
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
人
間
の
行
為
お
よ
び
意
欲
の
原
理
と
し
て
完
全
性
へ
の
志
向
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
Ｆ
論
文
に

お
い
て
さ
ら
に
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
。
み
ず
か
ら
の
本
性
と
し
て
の
完
全
性
へ
の
志
向
は
、
魂
そ
の
も
の
の
感
取
す
る
快
さ
（
一
巨
閂
）

の
感
情
を
伴
う
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
快
さ
の
感
情
に
よ
る
喜
び
（
両
『
の
巳
の
）
の
永
遠
的
状
態
こ
そ
幸
福
（
の
旨
、
六
冊
の
厨
穴
の
芹
）
そ

（
阿
七
）

の
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幸
福
と
は
、
人
間
の
本
性
た
る
完
全
性
に
拠
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
神
の
幸
福
こ
そ
至
高

の
幸
福
で
あ
る
以
上
、
神
の
う
ち
の
完
全
性
こ
そ
至
高
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
見
解
に
拠
っ

て
存
在
と
本
質
と
の
一
致
に
完
全
性
の
成
就
を
み
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
被
造
物
は
完
全
性
へ
の
志
向
な
い
し
傾
向
性
を
生
得

的
に
有
す
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
前
述
の
幸
福
概
念
と
同
様
、
ひ
と
り
神
と
被
造
物
と
の
関
係
に
お

い
て
の
み
被
造
物
の
完
全
性
へ
の
道
程
を
考
え
る
の
で
は
な
い
。
既
述
の
よ
う
に
、
最
大
多
数
者
の
完
全
性
に
よ
っ
て
最
高
の
完
全
性

が
顕
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
多
数
者
の
完
全
性
を
成
就
す
る
方
途
が
、
神
へ
の
直
接
的
な
愛
の
ほ
か
に
措
定
さ
れ
て
い
る

（
円
八
）

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
完
全
性
に
関
す
る
共
感
（
の
邑
曰
９
国
豆
）
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
ひ
と
が
他
者
の
う
ち
な
る
完
全
性
へ

目
を
向
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
他
者
の
完
全
性
の
或
る
部
分
が
そ
の
人
の
う
ち
へ
移
入
さ
れ
、
そ
の
人
の
う
ち
に
完
全
性
を
生
ぜ
し
め

（
円
九
）

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
知
覚
は
、
悟
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
心
性
（
の
①
ョ
屋
【
ず
）
に
よ
っ
て
悟
性
に
先
行
す
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
共
感
は
、
力
お
よ
び
表
象
と
と
も
に
人
間
存
在
の
本
性
を
な
し
、
完
全
性
へ
の
志
向
を
個
の
心
性
と
自
由
行

為
に
拠
っ
て
支
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
よ
り
大
い
な
る
完
全
性
が
よ
り
多
い
完
全
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
共
感
を
通
し
て
の
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1６ 

と
こ
ろ
で
、
自
然
法
の
一
一
一
命
題
に
関
す
る
政
治
思
想
的
考
察
は
、
Ｈ
論
文
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
私
権
（
旨
印

（
五
一
）

の
【
１
，
日
目
）
の
意
義
で
あ
る
。
私
権
は
、
衡
平
な
い
し
敬
度
と
い
う
原
理
か
ら
の
特
段
の
規
制
事
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

常
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ⅲ
命
題
が
た
ん
に
⑪
⑪
命
題
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
述
の
基
礎
づ
け
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
個
々
の
権
利
（
』
『
Ｃ
己
を
重
視
す
る
以
上
、
い
わ

ゆ
る
個
の
力
を
全
体
の
た
め
に
無
制
約
的
に
抑
制
す
る
こ
と
は
回
避
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
普
遍
的
正
義
は
、
特
殊

的
正
義
の
実
現
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
期
に
お
け
る
自
然
法
の
三
命
題
の
関
係
は
、
全
体
に
対
す
る
部
分
の
意
義
、
さ
ら
に
は
部
分
に
対
す
る
全
体
の

意
義
が
同
質
で
相
互
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
期
で
の
三
命
題
の
関
係
は
、
相
互
補
完
的
で
あ
る

よ
り
多
く
の
存
在
者
と
の
積
極
的
な
係
わ
り
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
よ
り
多
く
の
他
者
と
の
共
感
な
い
し

他
者
へ
の
働
き
か
け
は
、
自
己
の
完
全
性
志
向
を
充
足
す
る
前
提
的
条
件
と
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
前
期
に
お
い
て
示
さ
れ
た

（
瓜
ｏ
）

英
知
（
ミ
の
」
⑩
ケ
の
岸
）
が
、
後
期
で
は
我
々
に
幸
福
を
成
就
す
る
こ
と
を
説
く
知
（
の
Ｑ
の
口
冒
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ

は
我
々
に
事
物
の
完
全
性
を
洞
見
せ
し
め
る
知
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
お
い
て
は
、
我
々
を
幸
福
へ
と
導

く
知
は
、
た
ん
に
哲
学
的
倫
理
学
的
な
思
想
の
み
で
は
な
く
、
自
然
科
学
一
般
を
も
包
含
す
る
知
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
完
全

性
と
は
調
和
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
幸
福
と
は
、
自
己
の
幸
福
の
み
な
ら
ず
、
他
者
の
幸
福
を
も

成
就
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
権
の
⑪
段
階
は
、
後
期
に
お
い
て
そ
の
完
全
な
基
礎
づ
け
を
得
た
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
き
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
自
然
権
思
想
は
、
英
国
の
自
然
権
思
想
と
著
し
い
相
違
を
示
す
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
個
を
出
立
点
と
し
な
が
ら
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
を
し
て
自
然
状
態
の
教
説
を
拒
否
せ
し
め
る
も
の

は
、
個
そ
の
も
の
の
完
結
性
が
本
来
的
に
他
者
の
完
結
性
を
前
提
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
後
期

に
お
い
て
自
然
権
思
想
が
語
ら
れ
る
の
は
、
前
期
の
自
然
法
思
想
の
出
立
点
で
あ
る
個
か
ら
他
者
へ
の
係
わ
り
が
、
彼
独
自
の
形
而
上

学
思
想
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
期
は
前
期
の
道
し
た
課
題
の
基
礎
づ
け
の
試
み
の
時
期
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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1７ 
と
と
も
に
、
個
に
お
い
て
全
体
を
、
ま
た
全
体
に
お
い
て
個
を
看
取
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
形
而
上
学
思
想
を
自
然
法
の
形
式
を
通
し

て
展
開
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

｜
自
然
法
の
性
格

さ
て
つ
ぎ
に
、
以
上
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
諸
家
に
よ
る
従
来
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
自
然
法
思
想
に
関
す
る
解
釈
を
手
掛
り
と
し
つ
つ

彼
の
自
然
法
思
想
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

カ
ヴ
ィ
ッ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
の
三
命
題
を
、
よ
り
高
い
段
階
が
下
位
の
段
階
を
確
実
に
し
補
完
し
完
全
に
す
る
段
階
的

（
五
二
）

価
値
づ
け
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
の
理
解
の
背
景
に
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
ご
と
き
功
利
主
義
者
（
ご
皀
菌
『
一
ｍ
（
三
一
の
四
・
ヶ
席
⑫
）
と
し
て
ま

ず
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
を
捉
え
、
そ
の
後
キ
リ
ス
ト
教
神
学
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
倫
理
学
を
導
入
す
る
ラ
ィ
プ
ー
ー
ッ
ッ
を
想
定
す
る
態

（
五
三
）

度
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
完
全
な
快
楽
主
義
的
観
点
を
宗
教
的
形
而
上
学
的
な
聖
化
を
以
っ
て
修
正
す
る
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
を
考
え
て
い
る

（
正
田
）

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
、
私
権
か
ら
出
発
す
る
自
然
法
が
他
者
へ
の
積
極
的
な
係
り
を
有
す
る
に
至
る
過
程
を

明
ら
か
に
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
で
は
、
個
か
ら
他
者
へ
の
関
心
の
移
行
は
明
ら
か
と
な

る
が
、
反
面
、
下
位
に
価
値
づ
け
ら
れ
る
各
段
階
が
よ
り
上
位
の
段
階
に
対
し
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
は
、
判
然
と
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
止
揚
的
な
発
展
段
階
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
止
揚
そ
の
も
の
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
カ
ヴ
ィ
ッ
は
、
こ
の
三
命
題
を
、
否
定
を
媒
介
と
す
る
発
展
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ィ

プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
で
は
人
類
・
国
家
・
社
会
な
ど
の
全
体
の
利
益
が
、
究
極
的
に
は
各
個
人
の
特
殊
利
益
に
優
先
す
る
の
だ
と

（
五
五
）

考
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
解
釈
で
は
、
一
フ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
ホ
ッ
ブ
ス
的
な
い
し
ロ
ッ
ク
的
な
自
然

権
思
想
を
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
否
定
的
修
正
を
通
し
て
、
再
び
中
世
自
然
法
思
想
の
内
実
を
回
復
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
、
カ
ヴ
ィ
ッ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
の
究
極
的
根
拠
な
い
し
必
然
的
前
提
を
キ
リ
ス
ト
教
的
な
全
能
の
神
の
存
在

（
五
六
）

に
求
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
を
徹
底
的
に
倫
理
的
な
理
性
法
と
し
て
理
解
し
、
倫
理
的
な
諸
原
則
の
妥
当

《
五
七
》

根
拠
を
、
立
法
者
と
し
て
の
一
人
の
人
間
な
い
し
唯
一
の
神
に
帰
す
る
こ
と
を
拒
不
口
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
淵
源
は
神
さ
え
も
遵

Hosei University Repository



1８ 

守
せ
ざ
る
を
え
な
い
普
遍
妥
当
的
で
恒
常
的
な
理
性
の
規
則
の
う
ち
に
（
旨
・
の
『
目
三
四
己
①
一
宮
『
の
口
困
め
い
の
Ｅ
の
『
ぐ
の
日
目
岸
）
求
め
ら
れ

（
五
八
》

る
こ
と
に
な
る
。
神
概
念
は
、
道
徳
哲
学
の
か
な
め
で
は
あ
り
え
て
も
、
そ
の
基
礎
づ
け
』
癖
極
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
と
同
様
に
、
自
然
法
を
自
律
的
理
性
に
依
拠
せ
し
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
自
然

（
Ｋ
几
）

法
は
実
定
法
の
創
出
を
饗
導
す
べ
き
統
制
的
原
理
（
宛
の
ｍ
こ
｝
四
斤
一
ぐ
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
よ
う
な
統

制
的
原
理
と
し
て
の
自
然
法
の
三
命
題
を
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
も
ま
た
発
展
段
階
と
し
て
理
解
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
⑪

命
題
は
、
各
個
人
の
実
効
範
囲
を
各
個
人
に
限
界
づ
け
保
証
さ
せ
て
排
他
的
所
有
へ
の
意
欲
が
そ
の
自
然
的
限
界
を
有
す
る
こ
と
を
自

（
六
○
）

覚
せ
し
め
る
機
能
を
有
し
、
さ
ら
に
、
⑪
命
題
は
諸
個
人
間
を
媒
介
し
諸
個
人
を
共
通
の
課
題
へ
と
結
合
す
る
統
一
を
要
請
す
る
こ
と
（一ハ

と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
統
一
へ
の
参
与
と
共
働
に
よ
っ
て
諸
個
人
は
至
高
の
主
体
的
な
力
と
喜
び
と
を
獲
得
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

一
）

る
。
し
か
し
、
最
終
段
階
の
神
の
愛
（
一
一
の
ウ
の
○
○
【
（
の
⑫
）
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
の
解
釈
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
最
終
段
階
の
意
義
は
十
分
解
明
し
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
解
釈
で
は
全

体
へ
の
個
の
参
与
が
個
に
力
と
喜
び
と
を
獲
得
せ
し
め
る
に
至
る
理
由
に
つ
い
て
十
分
考
察
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー

に
と
っ
て
、
理
性
法
と
し
て
の
自
然
法
の
認
識
は
、
一
切
の
経
験
的
な
個
的
相
違
を
超
え
て
、
個
人
が
た
ん
な
る
手
段
へ
と
下
落
す
る

（
六
二
）

の
を
究
極
的
に
排
除
す
る
人
格
性
（
勺
の
『
⑩
唾
。
一
一
向
冨
の
岸
）
と
い
う
統
一
概
念
を
形
成
す
る
こ
と
へ
と
導
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
理
念
に
お

い
て
も
、
普
遍
は
特
殊
に
、
全
体
は
部
分
に
優
先
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ル
テ
ィ
ン
グ
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ

の
自
然
法
思
想
を
そ
の
幸
福
主
義
の
ゆ
え
に
批
判
し
、
人
間
理
性
の
自
律
性
の
思
想
の
欠
如
が
自
然
法
の
三
段
階
の
基
礎
づ
け
を
不
完

（
▲
ハ
一
二
）

全
な
仏
〕
に
し
て
い
る
と
、
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
に
関
す
る
諸
家
の
見
解
は
、
お
お
む
ね
ふ
た
つ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

極
立
っ
た
対
立
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
自
然
法
思
想
に
お
け
る
神
の
存
在
の
意
義
と
人
間
理
性
の
自
律
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
問
題
は
、
奇
し
く
も
彼
の
自
然
法
思
想
の
自
然
法
史
上
で
の
位
置
を
決
定
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
前
者
で
は
、
中
世

自
然
法
思
想
と
の
関
係
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
近
代
自
然
権
思
想
と
の
関
係
が
指
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で

は
こ
の
ふ
た
つ
の
問
題
を
中
心
と
し
て
彼
の
自
然
法
思
想
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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1９ 

ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
に
お
け
る
神
の
存
在
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
諸
家
の
間
に
大
き
な
相
違

（
六
円
）

が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
が
グ
ロ
チ
ウ
ス
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
手
掛
り
に
し
て
み
た
い
。
彼
に

よ
る
と
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
努
力
は
「
神
学
的
論
争
が
も
は
や
人
々
を
信
服
さ
せ
る
よ
う
な
法
体
系
を
樹
立
す
る
能
力
を
漸
次
的
に
失
い
つ

つ
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
を
樹
立
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
神
学
的
前
提
を
必
須
の
条
件
と
し
な

い
法
体
系
の
樹
立
の
可
能
性
は
、
す
で
に
後
期
ス
コ
ラ
に
み
ら
れ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
既
述
の
彼
の
法
学
観
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
み
ず
か
ら
の
法
学
思
想

に
お
い
て
神
の
存
在
の
意
義
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
道
徳
や
倫
理
お
よ
び
法

律
の
諸
原
則
を
理
性
真
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
事
実
真
理
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
諸
原
則
の
究
極
的
原
理
は
、
既
述
の
よ

う
に
、
自
然
法
さ
ら
に
そ
の
根
本
概
念
た
る
正
義
へ
と
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
正
義
こ
そ
永
遠
的
真
理
と
呼
ば
れ

て
、
神
の
意
志
さ
え
も
傾
け
さ
せ
る
神
の
知
性
に
依
拠
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
法
が
神
の
存
在
す
な
わ

ち
神
の
知
性
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
自
然
法
思
想
に
お
い
て
は
神
の
存
在
は
必
然
的
前
提

で
あ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
点
は
、
自
然
法
が
神
の
知
性
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
て
神
の
意
志
に
は
依
存
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
神
の

存
在
は
、
法
お
よ
び
道
徳
の
諸
原
理
の
最
普
遍
的
妥
当
性
と
恒
常
性
の
根
拠
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
最
終
的
審
判

（
六
丘
）

者
と
し
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
自
然
法
思
想
に
お
い
て
も
デ
カ
ル
ト
の
神

学
論
的
絶
対
主
義
に
反
対
す
る
立
場
を
貫
く
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
神
の
愛
・
神
へ
の
愛
に
つ
い
て
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
言
及
す
る
が
、

法
思
想
の
展
開
に
お
い
て
法
に
対
す
る
神
へ
の
信
仰
の
意
義
が
表
現
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
見
当
ら
な
い
。
こ
の
点
こ
そ
、
盛
期
ス
コ
ラ

の
自
然
法
思
想
と
大
い
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
自
然
法
が
そ
も
そ
も
永
久
法
へ
の
人
間
の
積
極
的
参
与
を
意
味
す
る
ト
マ
ス
の

自
然
法
思
想
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
は
信
仰
お
よ
び
恩
寵
が
絶
対
不
可
欠
の
意
義
を
有
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、

、
、

、
、

ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
が
自
然
法
を
通
し
て
要
求
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
精
神
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
ラ
ィ
プ
ニ
ッ
ッ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
立
脚
し
つ
つ
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
思
想
、
近
代
自
然
科
学
思
想
を
積
極
的
に

摂
取
し
え
た
の
も
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
永
遠
の
相
の
下
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
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彼
の
精
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
快
さ
と
し
て
の
完
全
性
の
感
情
は
、
自
然
や
比
岸
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
へ

（
六
六
）

の
洞
察
あ
る
い
は
土
日
楽
や
芸
術
を
通
し
て
十
分
獲
得
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
神
へ
の
愛
へ
と
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
意
味
で
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
自
然
神
学
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
も
、
永
遠
的
真
理
と
し
て
の
自
然
法
は
、
人
間

に
と
っ
て
生
得
的
な
神
的
賜
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
何
び
と
と
い
え
ど
も
自
然
法
の
認
識
を
通
し
て
自
己
の
完
全
性
の
成
就
へ

（
六
七
）

と
向
う
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
味
に
お
い
て
初
め
て
、
国
家
制
度
お
よ
び
実
定
法
体
系
の
根

（
六
八
）

本
的
機
能
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
と
っ
て
は
、
教
育
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
ラ
ィ
プ
ニ
ッ

ッ
の
自
然
法
に
と
っ
て
は
神
の
存
在
は
必
然
的
前
提
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
決
し
て
ト
マ
ス
的
自
然
法
思
想
に
お
け
る

そ
の
意
義
と
は
同
じ
で
は
な
い
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
近
代
的
思
想
と
キ
リ
ス
ト
教
精
神

に
も
と
づ
い
て
自
然
法
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
人
間
理
性
の
自
律
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
ホ
ッ
ブ
ス
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
思
想
的

洗
礼
を
受
け
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
彼
ら
と
は
大
い
に
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ホ
ッ
プ
ス
な

ど
が
、
こ
の
理
性
の
自
律
性
と
い
う
観
念
の
下
に
、
人
間
存
在
の
完
結
性
す
な
わ
ち
徹
底
し
て
孤
立
的
な
ア
ト
ム
的
人
間
存
在
を
同
時

に
措
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
そ
の
人
間
理
性
の
自
律
性
と
人
間
存
在
そ
の
も
の
を
同
一
視
し
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
い
わ
ば
緊
張
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
存
在
は
、
被
造
物
と
し

（
六
九
）

て
不
完
全
で
あ
り
有
限
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
間
理
性
に
対
し
て
感
性
的
制
約
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
人
間
理

性
は
、
そ
の
制
約
を
超
え
て
、
秩
序
と
調
和
の
う
ち
に
美
と
完
全
性
と
を
人
間
に
洞
見
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
は
み
ず
か
ら
の
不
完
全
性
を
自
覚
し
、
完
全
性
へ
の
志
向
を
積
極
的
な
意
欲
へ
と
表
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
人
間
理

性
の
自
律
的
営
為
の
基
本
的
動
向
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
理
性
は
人
間
存
在
を
完
全
性
へ
と
導
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
既
述
の
よ
う
に
、
実
践
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
然
法
の
認
識
と
そ
れ
に
拠
る
社
会
的
共
存
在
の
自
覚
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
た
と
え
人
間
理
性
の
自
律
性
の
思
想
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
の
う
ち
に
直
接
的
に
看
取
さ
れ
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
意
義
は
過
小
評
価
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
の
思
想
は
、
当
時
の
個
人
主
義
的
自
然
権
思
想
の
も
つ
人
間
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以
上
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
彼
の
哲
学
思
想
と
同
様
、
古
い
皮
袋
に
新
し
い
酒
を
注
ぎ
込
む
試
み
で
は
あ

る
が
、
そ
の
独
自
性
は
お
も
に
基
礎
づ
け
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
自
然
法
思
想

研
究
で
の
璽
要
課
題
で
あ
る
自
然
法
の
機
能
ｌ
政
治
社
会
へ
の
現
実
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
ー
は
明
ら
か
に
駁
ら
な
い
．
中
世
霜
の

ト
マ
ス
的
自
然
法
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
統
一
世
界
形
成
の
た
め
の
自
然
倫
理
の
礎
と
し
て
、
ま
た
近
世
の
個
人
主
義
的
合
理
論

的
自
然
法
思
想
は
、
そ
の
天
賦
人
権
説
と
契
約
説
と
に
よ
っ
て
現
代
世
界
へ
の
道
を
拓
い
た
。
で
は
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想

は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
無
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
急
進
的
な
政
治
的
変
革
を
招
来
さ
せ
る
に
は
、
秩
序
・
調
和
へ
の
理
性
的
信
頼
の
態
度
は
あ
ま
り
に
も
保
守
的
す
ぎ
、
さ
ら

に
宗
教
的
反
動
を
招
来
さ
せ
る
に
は
、
そ
の
主
知
主
義
的
傾
向
は
あ
ま
り
に
も
不
適
切
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
晩

年
の
政
治
的
不
幸
を
も
物
語
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
で
は
何
故
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
み
ず
か
ら
自
然
法
を
語
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
の
自
然
法
思
想
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
思
想
と
の
積
極
的
交
通
、
徹
底
し
た
思
考
、
人
間
へ
の
絶

対
的
信
頼
を
十
分
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
思
想
家
と
し
て
の
彼
の
良
心
が
よ
り
良
き
も
の
の
実
現
に
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
よ
り
良
き
も
の
と
は
、
人
間
お
よ
び
一
切
の
被
造
物
に
と
っ
て
無
条
件
的
に
よ
り
良
き
も
の
で
あ
る
。
し
か

Ⅲ
人
間
理
性
と
い
う
図
式
へ
の
根
本
的
批
判
を
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
し
て
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
そ
の
表
現
に
お
い
て
中
世
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
基
礎
づ
け

に
お
い
て
は
、
中
世
と
近
世
の
主
要
な
自
然
法
思
想
に
対
す
る
批
判
的
試
み
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
の
自
然

法
思
想
は
、
幸
福
主
義
・
快
楽
主
義
・
理
性
主
義
な
ど
、
’
八
○
度
相
異
な
っ
た
評
価
を
受
け
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
彼
の
自
然
法
思

想
が
、
独
断
論
を
避
け
て
従
来
の
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
法
思
想
を
批
判
的
且
つ
総
合
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
か

ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
逸
す
る
と
き
、
－
彼
の
自
然
法
思
想
も
ま
た
、
ヤ
ヌ
ス
神
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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も
、
こ
の
こ
と
に
は
、
全
体
は
部
分
に
よ
っ
て
、
部
分
は
全
体
に
よ
っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
結
合
法
論
」

以
来
の
彼
の
信
条
が
脈
打
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
は
、
こ
の
み
ず
か
ら
の
信
念
を
実
践
哲
学
の
領
域
に
お
い
て
、
自
然

法
の
形
式
を
以
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
個
と
普
遍
」
と
い
う
根
本
問
題
を
「
個

人
と
社
会
」
、
「
自
己
と
他
者
」
と
い
う
関
係
に
お
い
て
積
極
的
に
取
り
扱
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
自
然
法
思
想
は
、
新
た
な
る
今
日
的
な

意
義
を
も
っ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ｏ
Ｅ
論
文
’
一
七
○
○
年
？

Ｃ
Ｄ
論
文
’
一
六
九
三
年

、
。
□
の
〆
］
こ
『
一
ｍ
ｍ
の
ロ
［
旨
Ｈ
ｐ
Ｑ
一
己
一
○
回
国
ご
ｎ
口
⑪
卓
○
・
目
国
・
印
・
い
⑬
⑦
－
ｍ
や

Ｏ
Ｂ
論
文
－
一
六
六
七
年

○
Ａ
論
文
’
一
六
六
六
年

Ｚ
。
ご
囚
冨
の
ｓ
ｏ
□
口
の
臼
⑪
、
の
二
○
口
の
Ｑ
Ｏ
Ｄ
の
ロ
ロ
山
口
ロ
の
旨
ユ
⑩
ご
日
ロ
の
。
【
国
の
》
勺
シ
』
ご
・
一
・
印
・
蹟
①
－
褐

○
Ｃ
論
文
’
一
六
七
○
～
七
二
年
？

国
の
ョ
の
。
Ｂ
旨
鳥
目
目
『
四
一
厨
・
勺
シ
・
。
』
，
の
．
←
＄
‐
＆
こ
の
論
文
名
は
、
【
．
ご
色
一
一
の
『
の
ｇ
『
・
ロ
房
で
は
、
同
一
の
ロ
〕
の
ご
白
］
ｐ
１
ｍ
Ｃ
冒
一
一
⑫
》
と
し

て
、
ロ
・
ロ
四
週
円
の
『
版
で
は
、
言
Ｃ
ｌ
－
ｇ
と
同
様
、
］
ニ
ュ
⑫
の
（
四
日
己
の
一
の
日
の
二
画
》
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
六
七
一
一
一

年
頃
の
ア
ル
ノ
ー
宛
書
簡
（
。
』
・
の
・
国
）
中
に
、
国
の
曰
の
ご
曰
冒
『
》
：
四
日
目
一
〕
⑰
と
い
う
自
己
の
論
文
紹
介
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
で
、
上
記
の

名
称
を
用
い
る
。

Ｃ
】
⑩
、
⑦
『
汁
凹
ご
◎
。
①
シ
『
［
の
、
○
日
Ｑ
冒
囚
８
ユ
ロ
『
。
．
。
・
の
・
ざ
－
』
＆
．

由江

本
稿
の
参
照
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
諸
論
文
は
左
記
の
通
り
。
論
文
略
記
号
、
正
式
論
文
名
、
出
典
を
示
す
。

三口昌一のｍｍｎＣ＆Ｃ一の〕ロユ⑩、の。（旨ロ］Ｃ一己一○コ］算－９・肉國ぐ一の『・吋曰一一のご国（す一一○随Ｈｍ已三の。の、○のこく『の⑰』のＦの『ワヨＮ包勺ロ『一⑫］や笥・□・岳〔〔．．
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○
Ｆ
論
文
－
一
六
九
四
年

○
Ｈ
論
文
’
一
七
○
二
年
？

丙
の
車
、
沢
ご
回
、
⑩
二
『
一
ｍ
Ｃ
Ｃ
ｐ
ｎ
の
已
蔑
。
ご
ｎ
ｏ
ロ
肩
口
巨
口
の
ロ
の
）
巨
の
毬
、
の
ご
シ
〔
○
一
一
口
【
・
ロ
・
←
］
Ｉ
『
Ｐ

Ｆ
・
ロ
・
Ｐ
。
⑦
曰
六
の
『
・
で
三
一
・
⑩
●
己
亘
８
］
勺
：
。
『
⑪
目
。
Ｆ
の
芦
の
『
⑩
七
・
ｍ
①
】
１
国
（
英
訳
）

な
お
、
出
典
は
左
記
の
通
り
。

○
Ｇ
論
文
’
一
六
九
三
倖

Ｆ
ｇ
ロ
ロ
旨
㎡
ロ
Ｃ
【
①
⑪
○
コ

、
、
ゴ
ユ
（
・
胃
・
の
。
《
］
ニ
ー
］
鱒

な
お
、
出

○
略
記
号
Ｇ

○
略
記
号
の
目
．

Ｃ
略
記
号
勺
ン

（
一
）
し
・
勺
・
ロ
向
。
【
『
の
ぐ
①
の
．
ｚ
四
日
『
囚
一
一
：
「
》
シ
口
冒
【
『
Ｃ
目
日
・
ロ
［
○
Ｆ
の
、
口
一
勺
三
一
・
の
○
℃
ご
》
］
患
］
】
邦
訳
「
自
然
法
」
久
保
正
幡
、
一
○
頁
。

（
二
）
四
・
シ
・
幻
。
。
】
。
］
の
ニ
ワ
ー
の
２
局
の
三
一
巴
の
『
【
の
。
『
・
の
⑪
Ｚ
四
目
『
『
の
ｎ
頁
⑪
．
ニ
ン
呂
凋
の
．
］
》
合
》
邦
訳
「
自
然
法
の
歴
史
と
理
論
」
阿
南
成

旧
囚
す
已
凶
》
□
の
巨
扇

○
略
記
号
冨
＆
一
員
。

ご
●
己
。
の
『
ご
く
の
一
⑩
。
①
戸
・
の
’
ぐ
弓
・
の
・
生
③
Ｉ
⑫
『
》

Ｇ
論
文
’
一
六
九
三
年
～
一
七
○
○
年
？

Ｆ
①
忌
口
旨
㎡
ロ
Ｃ
【
①
⑪
○
口
］
Ｃ
ゴ
ロ
閂
の
一
旦
①
Ｐ
向
一
国
ロ
の
ロ
【
四

Ｆ
・
Ｐ
Ｆ
・
の
曰
穴
の
『
》
己
巨
○
の
・
己
三
ｓ
一
勺
：
の
『
⑰
■
且
Ｐ
①
耳
の
『
⑪
》
己
．
』
国
急
（
英
訳
）

□
一
の
□
嵐
］
Ｃ
ｍ
Ｃ
ｐ
嵐
⑪
、
汀
の
ｐ
ｍ
ｎ
可
『
一
津
の
ロ
ぐ
ｏ
ご
ｏ
・
葛
・
Ｐ
の
一
ケ
己
叩
』
田
切
Ｉ
屋
ｇ
》
汀
『
の
、
，
ぐ
ｏ
ｐ
ｎ
・
閂
．
（
】
の
昌
口
ａ
戸

Ｆの】す己凶・の・言・》の蝕日昌呂の、、ロ『一（【のご巨口・因『一の〔の．耳、ｍ・ぐ○コ・の『勺『２のの〕⑪ｎケの。シ六口・のヨーの巳の『三一ｍの①ごｍＣ目｛【の。『ご笛１＄》

冨
冒
の
】
］
目
碩
自
画
ロ
⑪
Ｐ
の
一
日
旨
§
⑪
目
碩
８
『
色
、
言
の
。
の
９
『
胃
の
ニ
ゴ
『
⑪
ｍ
・
ぐ
Ｃ
二
・
Ｃ
・
ｇ
ｏ
］
一
目
］
亀
山
。

、

＝ 

頁
｡ 

□
の
貝
の
。
面
の
の
ロ
ゴ
『
一
（
【
の
Ｐ
寺
『
⑪
い
く
。
己
。
・
向
・
の
巨
声
『
凹
巨
『
》
〕
函
四
⑬
－
』
つ
．

旨
『
厨
巨
己
ぐ
の
『
の
一
の
斤
冒
⑩
己
の
Ｑ
の
ロ
ロ
ワ
ー
ー
ロ
ー
］
こ
め
二
二
国
己
・
旬
『
四
コ
【
｛
巨
耳
扇
⑦
一
・
○
巨
彦
・
ロ
．
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2４ 

（一室）

（’《）

（一壱）

（一へ）

（一九）

（一一□）

（一一一）

（一一一）

（
四
）

（
五
）

（一ハ）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

（｜□） 

（一一）

（一一一）

（一一一一）

（
ｕ
）
 
こ
こ
で
は
、
自
然
法
の
根
本
概
念
の
定
義
づ
け
に
お
け
る
経
験
主
義
的
な
態
度
が
明
ら
か
と
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
、
自
然
法
そ
の
も
の

を
根
本
規
範
と
し
て
そ
れ
に
依
拠
す
る
道
徳
的
な
諸
命
題
も
ま
た
経
験
主
義
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
諸
命

題
は
、
そ
の
形
成
に
あ
た
っ
て
人
間
の
経
験
や
時
間
空
間
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
道
徳
的
な

い
し
倫
理
的
真
璽
は
混
合
真
理
ｌ
理
性
真
理
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
駆
案
真
理
Ｉ
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
．
（
。
ご
塵
：
『
）

自
然
法
の
要
素
を
論
ず
る
Ｃ
論
文
に
お
い
て
、
正
義
が
主
題
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
思
わ
れ
る
。

Ａ
論
文
、
○
・
二
・
め
・
色
，

Ｂ
論
文
、
厄
シ
ご
嵐
．
⑭
．
』
国
廟

Ｃ
論
文
、
五
節

】ず】□。

ご
『
・
屍
四
亘
厨
．
□
一
の
句
恵
一
Ｃ
の
。
□
亘
の
Ｑ
の
の
）
口
二
ｍ
の
。
旧
の
一
ワ
ョ
Ｎ
》
Ｂ
忌
・
、
，
患
魚
．

Ａ
論
文
、

Ｂ
論
文
、

Ｃ
論
文
、

】ワニ□。

ご
○
こ
ぐ
の
囚
巨
×
何
ｍ
の
口
一
の
の
ロ
【
曰
の
貝
の
ロ
・
の
曰
の
ヨ
ロ
ロ
『
已
口
員
の
日
。
こ
の
豈
の
庁
の
『
ロ
の
□
の
ロ
ゴ
、
『
目
Ｃ
己
の
□
『
①
の
⑰
［
■
ず
一
一
の
．
。
・
の
．
怠
》
韻
切
或
・
さ
『
。

Ｈ
論
文
、
ロ
凸
．

ＨＡＣＡＡＢＢＣ 
論論論論論論論論
文文文文文文文文
。、、、、、、、

旧
の
す
の
ョ
巨
口
□
ご
く
の
『
六
ぐ
○
二
○
・
一
『
・
Ｐ
の
弓
昌
憾
弓
『
⑩
頭
・
ぐ
・
穴
巨
再
三
已
一
の
『
．

Ｃ
論
文
、
宅
鈩
・
言
》
一
・
の
．
』
＄
．

二
五
節
。
こ
の
思
想
は
Ｅ
論
文
に
て
い
っ
そ
う
具
体
的
に
展
開
さ
れ
る
。

の
白
く
・
の
．
、
函
．

。
■
ぐ
・
の
．
⑰
、
廟

勺
シ
・
く
閂
」
・
の
．
怠
】
・

の
．
『
く
・
の
・
望
．

巳・」い【〔。

六

節
。

】
や
③
Ｐ
、
。
②
Ｉ
』
』
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2５ 

（一一一一）

（一一一一）

（一一四）

（一
三）

（一一六）

（一一七）

（一一へ）

（一一九）

_、￣、〆へ〆■、グー、￣、￣、戸口、ダム、￣、￣、

ワTゴー＝＝＝＝三三＝畠＝＝
￣プⅡ』ノヘ盃＝フ矢５ｺ三酉＝＝＝一・
、＝〆～〆－－プ～〆～プ、ご〆、－ジ～〆、＝〆ミーン

Ｈ
論
文
、
富
。
一
一
胃
も
’
ｓ
・

Ｄ
論
文
、
○
・
旨
。
ｍ
・
山
田
。
Ｈ
論
文
、
三
○
一
一
胃
》
己
．
＄
［
（
・

倉
］
口
の
の
【
１
，
冒
目
ご
に
つ
い
て
、
カ
ヴ
ィ
ッ
お
よ
び
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
倉
目
⑩
国
、
の
二
目
目
⑪
‐
。
』
の
『
宅
臥
ご
ｇ
［
の
、
冨
蔓
と
解
釈
す
る
。
他
方
、

レ
ム
カ
ー
は
、
、
庁
１
日
一
豊
「
（
己
『
旨
８
－
の
。
（
『
円
『
一
宮
牙
の
旨
の
（
】
、
の
）
と
解
釈
す
る
（
Ｆ
の
。
］
の
『
、
『
Ｈ
ゴ
の
勺
三
一
ｃ
ｍ
○
℃
ご
・
｛
一
の
『
す
已
悶
》
こ
『
単
）
。

後
者
は
、
既
に
強
制
権
力
を
前
提
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ラ
イ
プ
ー
ー
ッ
ッ
の
趣
旨
に
従
い
、
前
者
の
解
釈
の
枠
を
拡
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
漠
然
と
し
て
は
い
る
が
「
私
権
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

本
稿
「
自
然
法
の
性
格
」
参
照

Ｇ
論
文
、
。
：
』
・
の
．
←
】
一
・

Ｄ
論
文
、
の
，
曰
．
ｍ
・
路
『
．
Ｆ
論
文
、
の
・
く
員
の
患
。

Ｆ
論
文
、
の
．
ご
国
・
の
，
霊
．

一ワー。。

の
閂
・
の
・
露
・

【
囚
亘
百
・
一
一

Ｂ
論
文
、
用

（
二
一
）
参
照
。

（
三
）
参
照
。

号
匡
、
五
酷

Ｃ
論
文
、
三
節
。

Ｄ
論
文
、
○
・
国

忌
己
》
の
．
患
『
魚
．

（一一一一）参照。

ご
＆
、
五
節

（
一
六
）
参
照
。 一
一
一
・
・
ｍ
．
】
Ｃ
隙

宅
缶
・
く
Ｐ
・
－
ｍ
・
国
麗
，

ｏ
・
国
民
、
．
』
函
の
。
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2６ 
（四一）

（四一一）

（四一一一）

（四四）

（四三）

（酉云）

（四七）

（酉〈）

（四九）

（ニロ）

（三一）

（三一一）

（三一一一）

（三四）

（三三）

（雲六）

（雲ご）

（三〈）

（三九）

（六．）

（未一）

（六一一）

】
ず
一
。

『
す
】
。

】
す
」
。
》
⑫
。
」
Ｃ
司

剴
す
】
且
⑫
。
。
Ｃ
岸

】
ず
】
。
。
、
。
］
。
一

向
’
○
四
ｍ
巴
『
の
界

」
す
｛
。
。
、
。
←
、
岸

博す】具．⑫．』中』・

－
ヶ
一
旦
、
。
」
、
餌

】
ず
｛
□
。
、
。
②
ヨ

倒
す
】
且
⑫
。
⑬
９

Ｈ
論
文
、
言
〔

【
、
亘
日
』
豆
。

『
ず
一
口

凶
ロ
】
□

》
ず
『
。

Ｈ
論
文
、
］

（四一一一）参照。

Ｆ
論
文
、
（

】ず『□

月
す
『
具
⑫
’
い
②
９

】
亘
口
》
印
・
笛
『
廟
．

言
○
一
一
日
わ
’
電
凍
・

－
ヶ
芦
旦
⑫
。
』
つ
伊

○
・
く
冒
・
の
。
』
９

亭
自
。
］
一
四
ヶ
ロ
ー
の
べ
。

Ｐ
の
一
ヶ
三
凶
》
、
］
叩
【
の
ロ
〕
旨
い
の
旨
②
ゴ
ミ
勗
吻
の
二
ｍ
、
ロ
禺
色
旨
可
の
こ
の
【
ロ
ニ
ロ
一
四
胸
の
ご
》
］
ｇ
』
》
⑫
・
急
Ｃ
・

●
 

こ
こ
で
は
、
「
人
間
の
幸
・
不
幸
は
、
人
間
そ
れ
自
身
に
よ
る
よ
り
他
に
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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2７ 
（
六
一
一
一
）
【
｛
国
，
円
高
己
殴
ｚ
凹
目
『
『
の
、
耳
巨
。
。
、
一
三
一
、
ゴ
丙
の
一
（
・
〕
窟
⑭
》
め
・
褐
・

（
茜
）
邦
訳
、
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
「
自
然
法
」
七
六
頁
。

（
歪
）
向
．
○
四
ｍ
⑪
一
『
の
『
》
旨
。
》
の
．
←
紐
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ま
た
、
近
世
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
努
力
を
、
震
○
の
『
冨
曰
頁
○
の
『
⑫
。
【
国
二
戸

、
偶
の
口
曰
の
⑫
○
℃
三
切
片
弄
冨
と
規
定
す
る
。
（
｛
す
昼
、
，
」
忠
・
）

（
実
）
Ｆ
’
向
・
Ｐ
Ｃ
の
日
丙
の
『
．
Ｂ
可
の
つ
三
］
】
⑪
。
□
す
】
＆
Ｐ
の
ザ
己
鯏
の
。
．
ご
冨
伊
の
○
一
の
『
Ｐ
ｂ
・
笛
Ｃ
［
烏
・

（
宅
）
Ｇ
論
文
、
の
号
・
ロ
・
切
呂
『
】
｛
・
自
・
←
」
鳶
｛

（
云
〈
）
Ｆ
・
因
・
伊
。
、
冒
六
の
『
。
ご
苞
・
ロ
，
函
つ
や
・

（
夷
）
Ｈ
論
文
、
言
○
一
一
自
ら
・
←
］
．
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