
PDF issue: 2024-10-06

聖職制批判の根底 : カント『宗教論』の問
題圏

Hirai, Masato / 平井, 雅人

(出版者 / Publisher)
法政哲学会

(雑誌名 / Journal or Publication Title)
法政哲学 / 法政哲学

(巻 / Volume)
2

(開始ページ / Start Page)
1

(終了ページ / End Page)
12

(発行年 / Year)
2006-05

(URL)
https://doi.org/10.15002/00008007



本
稿
の
課
題
は
、
カ
ン
ト
の
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る

宗
教
』
（
『
宗
教
論
』
と
略
記
）
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
聖
職
制

批
判
の
意
義
を
、
「
道
徳
的
修
行
論
」
と
い
う
、
同
書
の
ラ
イ
ト
モ
チ

ー
フ
の
一
つ
を
手
が
か
り
と
し
て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

『
宗
教
論
』
は
、
今
日
も
な
お
、
我
々
に
対
し
て
、
様
々
な
問
題

を
考
え
直
す
機
会
を
提
供
し
続
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
悪
の
本
性
は

何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
克
服
の
可
能
性
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
の
か
、
さ
ら
に
ま
た
、
神
と
い
う
理
念
と
我
々
と
の
関
係
は
い

か
な
る
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
、
な
ど
は
比
較
的
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
同
書
第
四
編
で

聖
職
制
批
判
の
根
底

は
じ
め
に

Ｉ
カ
ン
ト
『
宗
教
論
』
の
問
題
圏
Ｉ

展
開
さ
れ
て
い
る
聖
職
制
批
判
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
省
み
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
（
１
）
。
し
か
し
実
は
、
こ
の
聖
職
制
批
判
の
う
ち
に
こ
そ
、

極
め
て
切
実
な
問
題
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
問
題
と
は
、

カ
ン
ト
の
言
葉
で
簡
潔
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
「
奴
隷
的
信
仰

（
三
の
閉
の
三
房
）
」
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
が
自
ら
考
え

る
こ
と
を
せ
ず
に
、
ま
た
良
心
を
省
み
る
こ
と
な
く
、
既
成
の
規
範

に
従
い
、
そ
の
状
況
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
封
建
的
な
カ
ン
ト
の
時
代
特
有
の
も
の
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
「
信
仰
」
の
対
象
を
様
々
に
変
え

な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
今
日
も
な
お
生
き
続
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
今
日
の
方
が
、
そ
の
「
信
仰
」
の
対
象
が
複
雑
か
つ
多
様
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
問
題
は
一
層
厄
介
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
問
題
の
基
本
的
な
構
造
を
、
カ
ン
ト
は

平
井
雅
人
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『
宗
教
論
』
の
聖
職
制
批
判
の
う
ち
で
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
が
明
ら
か
に
し
た
い
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
宗
教
論
』
第
四
編
の
聖
職
制
批
判
は
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
に
同
書
の
う
ち
で
示
さ
れ
る
、
ア
ポ
リ
ア
と
も
い
え
る
い
く
つ

か
の
困
難
か
ら
な
る
、
一
つ
の
問
題
圏
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の

問
題
圏
を
捉
え
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
考
察
の
手
引
き
と
し
て
、

道
徳
的
修
行
論
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
言
葉

に
よ
っ
て
『
宗
教
論
』
が
備
え
て
い
る
一
つ
の
重
要
な
性
格
を
、
特

に
批
判
期
の
道
徳
論
か
ら
区
別
す
る
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
が
、
こ

の
性
格
に
基
づ
い
て
上
述
の
問
題
圏
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
圏
を
な
す
困
難
を
、
さ
し
あ
た
り
定
式

化
し
て
お
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
人
間
が
、
い
わ
ば
別
言
（
で

あ
る
）
の
次
元
か
ら
叩
・
一
一
目
（
べ
き
で
あ
る
）
の
次
元
へ
と
移
行
せ

ん
と
す
る
際
に
否
応
な
く
現
れ
て
く
る
問
題
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

論
述
は
以
下
の
手
順
で
進
め
た
い
。
ま
ず
道
徳
的
修
行
論
と
い
う

言
葉
に
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
た
せ
て
い
る
の
か
を
確
認

す
る
（
二
・
そ
の
上
で
『
宗
教
論
』
の
構
成
に
目
を
向
け
、
道
徳
的

修
行
論
の
展
開
と
そ
れ
が
突
き
当
た
る
諸
問
題
と
を
概
略
的
に
示
し
、

聖
典
、
歴
史
の
知
識
、
教
会
制
度
な
ど
に
基
づ
く
啓
示
信
仰
が
必
要

と
さ
れ
る
理
由
を
探
る
（
二
）
。
そ
し
て
、
啓
示
信
仰
の
一
形
態
で
あ

る
奴
隷
的
信
仰
を
考
察
し
、
そ
れ
に
対
し
て
聖
職
制
批
判
が
、
啓
蒙

と
不
可
分
の
形
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
（
三
）
。
最
後
に
、
カ
ン

ト
の
聖
職
制
批
判
お
よ
び
そ
の
根
底
に
あ
る
諸
問
題
は
、
今
日
で
も

冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
道
徳
的
修
行
論
を
『
宗
教

論
』
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

必
ず
し
も
一
般
的
な
『
宗
教
論
』
の
捉
え
方
で
は
な
い
こ
と
を
ま
ず

確
認
し
て
お
き
た
い
。
む
し
ろ
、
『
宗
教
論
』
の
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
は
、

例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
や
、
カ
ン
ト
が
提
示
す
る
三
つ
の
問
い
に
答
え

を
与
え
る
こ
と
、
あ
る
い
は
理
性
宗
教
と
啓
示
信
仰
の
対
立
、
と
考

え
る
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
『
宗
教
論
』
第
一
編
の
根
元
悪
論
は
原
罪
に
つ
い
て
、
第
二
編
の

善
悪
両
原
理
の
戦
い
は
模
範
と
し
て
の
イ
エ
ス
に
つ
い
て
、
第
三
編

の
共
同
体
論
は
来
る
べ
き
神
の
国
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て

い
る
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
第
二
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

『
宗
教
論
』
は
、
カ
ン
ト
の
有
名
な
一
一
一
つ
の
問
い
の
第
三
の
も
の
、

「
私
は
何
を
望
ん
で
よ
い
か
」
に
対
し
て
、
「
倫
理
的
公
共
体

（
旦
言
＆
①
、
、
の
目
の
言
二
詩
ｍ
８
）
」
の
理
念
を
そ
の
答
え
と
し
て
提
出

し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
第
三
の
問
い
に
答
え
る

の
は
宗
教
で
あ
る
と
、
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
て
い
る
た
め
、
『
宗
教

論
』
に
そ
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
理
性
宗
教
と
啓
示
信
仰
の
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
カ

ン
ト
が
既
成
の
宗
教
を
、
そ
の
純
粋
な
部
分
と
経
験
的
な
部
分
と
に

な
お
意
義
を
も
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

道
徳
的
修
行
論
と
し
て
の
『
宗
教
論
』

２ 
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分
か
つ
仕
方
で
批
判
し
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

本
稿
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
よ
う
な
捉
え
方
に
反
対
す
る
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
捉
え
方
に
加
え
て
、
『
宗
教
論
』
を
道

徳
的
修
行
論
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
本
節
の
課
題
で
あ
る
道
徳
的
修
行
論
の
内
実
に
つ
い

て
見
る
こ
と
に
す
る
。

道
徳
的
修
行
論
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
『
宗
教
論
』
に
は
一
度
し

か
登
場
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
孜
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は

『
宗
教
論
』
の
重
要
な
一
側
面
を
適
切
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
次
節
以
降
の
考
察
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
こ
の

言
葉
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
確
認
す
る
。

さ
て
、
こ
の
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
、
有
名
な
根
元
悪
が
論
じ
ら

れ
る
『
宗
教
論
』
第
一
編
の
、
一
般
的
注
解
で
あ
る
（
２
）
。
こ
の
言

葉
は
、
道
徳
的
教
義
論
な
る
も
の
と
対
比
さ
れ
る
仕
方
で
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
第
一
編
で
論
じ
ら
れ
る
「
生

得
的
な
悪
」
に
つ
い
て
の
命
題
は
、
「
道
徳
的
教
義
論
（
目
・
国
一
宮
言

□
長
目
昌
宍
）
」
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
道
徳

法
則
の
違
反
に
向
か
う
よ
う
な
「
生
得
的
な
性
向
（
四
目
巴
」
を
我
々

が
も
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
道
徳
的
教
義
論
の
指
令
は
、
変
わ

ら
ぬ
義
務
を
含
ん
で
お
り
、
変
わ
ら
ぬ
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
道
徳
的
修
行
論

（
目
・
国
房
＆
①
シ
鼻
＆
【
）
」
（
言
．
い
つ
）
に
お
い
て
は
、
悪
に
つ
い
て
の

命
題
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に

以
上
か
ら
三
つ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
道
徳

的
教
義
論
は
悪
へ
の
性
向
の
有
無
と
無
関
係
に
固
有
の
意
味
を
も
つ

の
に
対
し
て
、
道
徳
的
修
行
論
は
む
し
ろ
悪
へ
の
性
向
を
前
提
と
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
道
徳
的
修

行
論
が
、
道
徳
性
の
「
形
成
」
を
課
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い

て
い
る
。
第
三
に
、
悪
へ
の
性
向
は
根
絶
さ
れ
え
な
い
の
で
、
そ
の

道
徳
形
成
は
、
不
断
の
抵
抗
と
い
う
仕
方
に
よ
る
し
か
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
箇
所
で
突
然
登
場
す
る
、
こ
れ

ら
道
徳
的
教
義
論
と
道
徳
的
修
行
論
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
は
っ
き
り
と
は
語
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お

い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
批
判
期
の
道
徳
論
が
、
道
徳
的
教
義
論
に
相
当

し
、
根
元
悪
を
も
っ
て
開
始
す
る
『
宗
教
論
』
は
、
こ
こ
で
言
う
道

述
べ
て
い
る
。

「
我
々
は
、
善
に
向
か
う
天
与
の
道
徳
的
素
質
（
シ
己
信
の
）
を
道

徳
的
に
形
成
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
…
根
本
的
な
道
徳
的
素
質

に
反
し
て
〔
選
択
意
志
の
〕
格
律
を
採
用
す
る
と
い
う
、
選
択
意

志
の
邪
悪
さ
と
い
う
前
提
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま

た
、
悪
へ
の
性
向
は
根
絶
や
し
に
さ
れ
え
な
い
の
で
、
こ
の
性
向

に
対
す
る
不
断
の
抵
抗
を
も
っ
て
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

（
く
伊
四
ｃ
ｍ
）
。
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徳
的
修
行
論
に
相
当
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
３
）
。

確
か
に
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
や
『
実
践
理
性
批

判
』
に
代
表
さ
れ
る
批
判
期
の
道
徳
論
の
課
題
は
、
善
い
意
志
の
概

念
そ
の
も
の
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
性
は

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
一
切
の
経
験
的
な
も
の
か
ら
自
由
に
、
ま
っ
た

く
純
粋
な
理
性
概
念
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
閂
戸
←
ご
）

こ
と
に
な
る
。
経
験
的
に
は
人
間
が
い
か
に
悪
に
ま
み
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
く
、
問
題
な
の
は
「
理
性
が

一
切
の
現
象
か
ら
独
立
し
て
独
自
に
、
何
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
か
を

命
じ
る
か
ど
う
か
」
（
自
宍
さ
巴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
実
践
理
性

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

批
判
』
が
、
「
人
間
の
本
性
へ
の
特
別
な
関
係
付
け
な
し
に
、
た
だ
純

粋
理
性
の
可
能
性
、
範
囲
と
限
界
に
関
す
る
諸
原
理
だ
け
を
完
全
に

提
示
す
る
」
（
戸
巴
〔
傍
点
筆
者
〕
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
批
判
期
の
道
徳
論
は
、
上
で

見
て
き
た
道
徳
的
教
義
論
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
宗
教
論
』
は
道
徳
的
修
行
論
と
重
ね
合
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
宗
教
論
』
は
、
悪
の
根
元
性
を
取
り
上
げ
る

こ
と
か
ら
始
め
、
悪
の
原
理
と
善
の
原
理
の
戦
い
の
果
て
に
倫
理
的

公
共
体
と
い
う
理
念
を
掲
げ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
た
め
に
は
常
に
悪

と
の
戦
い
を
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
で
は
、
批
判
期
道
徳
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
道
徳
的
な
意

志
の
次
元
よ
り
も
、
道
徳
性
に
基
づ
く
行
為
と
、
傾
向
性
に
基
づ
く

行
為
と
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
の
か
、
と
い
う
選
択
意
志
の
次
元
の

方
が
問
題
で
あ
り
、
能
力
の
本
性
よ
り
も
、
能
力
の
適
用
・
応
用
の

可
能
性
の
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
で
、
「
人
間
の
道
徳
的
改
善
こ

そ
あ
ら
ゆ
る
理
性
宗
教
の
本
来
の
目
的
を
な
す
」
（
ご
巨
已
）
と
述
べ
、

「
道
徳
的
心
術
を
絶
え
間
な
く
純
化
し
高
め
続
け
る
こ
と
」
（
二
・

］
弓
）
を
重
視
す
る
。
こ
う
し
て
、
道
徳
的
修
行
論
と
し
て
『
宗
教

論
』
の
性
格
は
、
悪
を
も
っ
て
始
ま
る
人
間
の
道
徳
的
改
善
を
課
題

と
す
る
も
の
、
と
定
式
化
で
き
よ
う
。
次
節
で
は
、
以
上
の
理
解
に

基
づ
い
て
、
道
徳
的
修
行
論
と
し
て
の
『
宗
教
論
』
が
必
然
的
に
突

き
当
た
る
問
題
群
を
取
り
上
げ
る
。

前
節
で
は
『
宗
教
論
』
が
道
徳
的
修
行
論
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
道
徳
的
修
行
論
と
い
う
観
点
か

ら
、
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
改
善
を
論
じ
て
い
る
の
か
、
そ

し
て
そ
の
よ
う
な
改
善
の
道
が
い
か
な
る
困
難
に
出
会
う
の
か
か
ら

考
察
を
開
始
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
の
冒
頭
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
観
点
か
ら
の
『
宗

教
論
』
の
捉
え
方
に
触
れ
た
が
、
実
は
そ
こ
に
は
道
徳
的
修
行
論
の

見
方
を
重
ね
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
原
罪
論
と
見
な
さ
れ

る
第
一
編
は
人
間
本
性
の
う
ち
な
る
悪
の
自
覚
、
イ
エ
ス
論
と
見
な

さ
れ
る
第
二
編
は
道
徳
的
人
格
と
い
う
模
範
を
通
し
て
の
悪
と
の
戦

一
一
根
元
悪
か
ら
倫
理
的
公
共
体
へ
の
道
の
り
と
啓
示
信
仰

４ 
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い
、
神
の
国
論
で
あ
る
第
三
編
は
悪
と
の
戦
い
を
経
て
目
指
す
べ
き

善
の
原
理
に
よ
る
支
配
の
姿
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
換
言
す
る
な

ら
ば
、
『
宗
教
論
』
第
一
編
か
ら
第
三
編
ま
で
を
、
悪
か
ら
善
へ
と

至
る
一
つ
の
道
徳
的
改
善
の
道
筋
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
改
善
は
そ
れ
ぞ

れ
容
易
に
成
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
第
一

編
か
ら
第
三
編
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
る
道
徳
的
改
善
が
孕
む
困

難
に
つ
い
て
概
略
的
に
示
し
、
そ
こ
か
ら
、
啓
示
信
仰
が
必
要
と
な

る
二
つ
の
要
因
が
生
じ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

さ
て
、
第
一
編
は
、
我
々
人
間
の
道
徳
的
改
善
に
と
っ
て
常
に
戦

い
続
け
る
べ
き
相
手
で
あ
る
、
人
間
本
性
の
内
な
る
根
元
悪
を
論
じ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
我
々
人
間
に
は
、
善
へ
の
素
質
と
悪
へ

の
性
向
が
あ
り
、
い
ず
れ
を
採
用
す
る
か
は
、
格
律
の
主
観
的
な
最

上
根
拠
に
よ
る
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
人
間
を
類
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、

経
験
か
ら
知
ら
れ
る
限
り
、
人
間
は
生
来
悪
で
あ
る
、
と
判
定
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
で
は
こ
の
よ
う
な
根
元
的
な
悪
は
一
体
何
に
由
来
す

る
の
か
。
悪
の
起
源
を
自
然
の
う
ち
に
求
め
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ

れ
を
も
は
や
悪
と
呼
ぶ
こ
と
は
な
か
ろ
う
。
悪
は
、
そ
の
起
源
に
関

し
て
、
や
は
り
我
々
の
自
由
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
て
い
る
、
と
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
悪
を
、
自
然
的
・

時
間
的
な
起
源
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
叡
知
的
行

い
に
よ
っ
て
招
き
入
れ
て
い
る
と
解
す
る
ほ
か
な
い
。
こ
う
し
て
悪

へ
の
性
向
の
「
理
性
起
源
は
ど
こ
ま
で
も
究
め
が
た
い
」
（
二
．
金
）

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
他
方
で
、
人
間
は
自
由
に
行
為
す
る
存
在
者

で
あ
る
か
ら
、
「
全
て
の
格
律
の
最
上
の
主
観
的
根
拠
が
腐
敗
し
た

も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
こ
れ
に
打

ち
勝
つ
こ
と
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
二
．
ご
）
と
、
い
う

こ
と
に
な
る
。
第
一
編
に
は
、
悪
の
根
元
に
つ
い
て
我
々
は
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
克
服
す
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
困
難
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
第
二
編
で
は
、
道
徳
的
に
善
い
人
間
に
な
る
た
め
に
、
ま

つ
た
き
道
徳
的
完
全
性
を
備
え
た
人
間
性
と
い
う
理
念
を
模
範
と
す

る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
改
善
の
営
み
は
、
次

の
三
つ
の
困
難
に
突
き
当
た
る
。
そ
の
第
一
は
、
我
々
が
実
現
す
べ

き
善
と
、
脱
ぎ
捨
て
る
べ
き
悪
と
に
は
無
限
の
隔
た
り
が
あ
り
、
時

間
の
中
で
は
こ
の
隔
た
り
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
困
難
に
対
し
て
は
、
時
間
の
中
に
あ
り
常
に
不
完

全
に
と
ど
ま
る
行
い
で
は
な
く
、
超
感
性
的
で
あ
る
心
術
全
体
を
、

「
人
の
心
を
見
通
す
神
（
因
の
目
の
ロ
の
三
己
侭
の
『
）
」
が
、
判
定
す
る
こ
と

で
、
人
間
は
神
に
嘉
さ
れ
う
る
、
と
い
う
仕
方
で
答
え
が
与
え
ら
れ

る
。
ま
た
第
二
に
、
善
に
向
か
う
心
術
の
不
変
性
を
、
一
体
い
か
に

し
て
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
困
難
が
指
摘
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
心
に
定
め
た
企
図
」
と
「
こ
れ
ま
で
の
自
分
の

生
き
方
」
（
室
・
室
）
と
を
比
較
す
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
自
分
自
身

の
心
術
が
改
善
さ
れ
た
と
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
今
後
も
そ

の
生
き
方
か
ら
逸
れ
ず
に
進
ん
で
ゆ
く
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
「
理
性

５ 
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的
な
希
望
」
（
弓
匡
・
）
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
第
三
に
、
い
く
ら
善
の
道
を
進
ん
で
も
、
人
間
は
悪
か
ら
始

ま
っ
た
と
い
う
罪
責
を
拭
い
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
困
難

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
道
徳
的
回
心
を
、
「
古
い
人
間

を
捨
て
新
し
い
人
間
を
着
る
こ
と
」
（
二
・
三
）
と
考
え
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
人
間
は
そ
の
自
然
的
性
格
に
関
し
て
は
同
一
の
有
罪
の

人
間
で
あ
る
が
、
叡
知
的
性
格
す
な
わ
ち
心
術
に
関
し
て
は
、
別
人

に
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
両
者
に
は
断
絶
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
回
心
に
伴
っ
て
、
そ
の
義
に
生
き
る
別
人
が
喜
ん

で
引
き
受
け
る
献
身
が
、
古
い
人
間
の
罪
に
対
す
る
、
神
か
ら
の
罰

と
し
て
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
編
の
諸
困
難
は
、
人
間
の
叡
知

的
な
性
格
と
神
と
の
関
係
に
対
す
る
信
頼
が
な
け
れ
ば
解
か
れ
え
な

い
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

第
三
編
で
は
、
人
間
が
神
の
国
た
る
倫
理
的
公
共
体
の
一
員
と
な

る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
倫
理
的
公
共
体
は
教
会
の
形
を
と
ら
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
困
難
が
生
じ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
善
の
原
理
に
よ
る
支
配
は
、
徳
の

法
則
に
よ
る
社
会
に
よ
っ
て
し
か
実
現
で
き
な
い
が
、
人
間
は
社
会

を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
の
原
理
に
よ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
や
す

く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
人
間
た
ち
の
中
に
い
る
と
、

他
人
に
よ
る
評
価
を
気
に
し
て
、
嫉
妬
や
様
々
な
欲
望
に
と
ら
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
お
互
い
に
自
ら
の
道
徳
的
素
質
を
腐
敗
さ
せ
あ
い
、

悪
く
し
あ
う
た
め
に
は
、
人
間
た
ち
が
そ
こ
に
い
て
、
人
間
を
取
り

囲
ん
で
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
そ
し
て
彼
ら
が
人
間
た
ち
で
あ
る
と

い
う
だ
け
で
十
分
」
（
三
・
宝
）
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
個
々
の

人
間
に
よ
る
の
で
は
不
可
能
な
、
善
の
原
理
に
よ
る
支
配
は
、
人
間

が
作
る
社
会
に
よ
っ
て
も
「
決
し
て
達
成
で
き
な
い
崇
高
な
理
念
」

（
く
ご
ｇ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
困
難
に
対
し
て
は
、

個
々
の
人
間
の
力
を
統
合
し
、
二
つ
の
共
同
の
働
き
」
に
す
る
よ
う

な
「
高
次
の
道
徳
的
存
在
者
」
（
言
・
翼
）
の
理
念
を
前
提
す
る
こ
と

の
必
要
が
説
か
れ
る
。
第
二
の
困
難
は
、
人
間
が
こ
の
よ
う
な
高
次

の
存
在
者
の
も
と
に
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
「
あ
た
か
も
全
て
が
自

分
に
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
舞
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

（
ご
巨
三
）
、
と
い
う
こ
と
が
、
人
間
自
身
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
「
道
徳
的
善
で
あ
る
よ
う
な
生
き

方
に
向
か
う
絶
え
ざ
る
精
励
」
（
く
巨
富
）
だ
け
が
、
高
次
の
存
在
者

に
対
す
る
奉
仕
た
り
え
、
そ
れ
以
外
の
仕
方
で
は
な
い
、
と
考
え
る

よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
存
在
者
も
ま
た
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
敬
わ

れ
、
賛
美
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人

間
の
義
務
を
神
の
命
令
と
見
な
す
理
性
宗
教
の
立
場
か
ら
逸
脱
し
た
、

礼
拝
を
重
視
す
る
信
仰
、
す
な
わ
ち
啓
示
信
仰
の
立
場
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
逸
脱
を
人
間
本
性
の
「
弱
さ
」
（
ぐ
こ
富
）
に
由

来
す
る
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
三
編
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
道
徳
的
改
善
と
そ
の
困
難

と
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
は
次
の
二
点
が
窺
え
る
。
一
つ
は
、

『
宗
教
論
』
を
道
徳
的
修
行
論
と
し
て
見
た
場
合
、
そ
の
道
徳
的
改

６ 
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と
は
い
え
、
む
し
ろ
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
意
図
は
、
自
ら
の
示
し

た
諸
困
難
に
対
し
て
、
人
間
は
「
理
論
的
な
観
点
」
で
は
な
く
実
践

的
な
態
度
に
よ
っ
て
し
か
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
後
者
か
ら
窺
え

る
よ
う
に
、
理
性
は
、
「
元
来
道
徳
の
取
り
扱
い
に
は
乗
り
気
で
は
な

い
」
（
二
・
望
）
た
め
、
実
践
的
な
努
力
を
必
要
と
す
る
困
難
に
出
会

っ
た
と
き
に
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
、
理
性
宗
教
の
代
替
物
と
し

善
の
仕
方
は
、
突
き
詰
め
て
ゆ
く
と
、
い
ず
れ
も
そ
れ
を
「
知
る
」

こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
叡
知
的
な
原
因
、
と
り
わ
け
高
次
の
存
在
者

で
あ
る
神
の
理
念
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
こ
の
叡
知
的
な
原
因
を
導
入
す
る
に
際
し
て
は
、
人
間
は
そ

の
弱
さ
ゆ
え
に
、
道
徳
的
な
秩
序
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ
く
理
性
宗

教
の
立
場
か
ら
逸
脱
し
が
ち
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
者
の
、
道
徳
的
改
善
の
仕
方
を
「
知
る
」
こ
と
の
困
難
を
そ
の

ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
自
身
次
の
よ
う

に
述
べ
て
認
め
て
い
る
。

「
確
か
に
理
性
宗
教
に
は
、
理
論
的
な
観
点
（
悪
は
ど
こ
か
ら
生

じ
る
の
か
、
い
か
に
し
て
悪
か
ら
善
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
我
々
は
そ
の
移
行
の
中
に
い
る
と
い
う
確
信
が
い
か
に

し
て
可
能
な
の
か
、
等
々
の
）
か
ら
見
れ
ば
不
完
全
さ
が
あ
」
る

（
×
閂
。
い
い
巴
。

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
、
第
一
節
で
は
『
宗
教
論
』
に
は
道
徳
的
修

行
論
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、
第
二
節
で
は
、
道
徳
的
修
行

論
と
し
て
見
た
場
合
、
第
一
編
か
ら
第
三
編
ま
で
が
孕
む
諸
困
難
か

ら
啓
示
信
仰
の
必
要
が
生
じ
て
く
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
き

た
。
本
節
で
は
、
啓
示
信
仰
の
も
つ
消
極
的
な
側
面
と
し
て
の
奴
隷

的
信
仰
を
考
察
し
、
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
が
遂
行
し
た
聖
職
制
批

判
や
、
そ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
啓
蒙
も
、
前
節
ま
で
で
示
し

て
き
た
諸
困
難
か
ら
な
る
問
題
圏
に
由
来
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

前
節
で
、
第
三
編
に
お
け
る
道
徳
的
改
善
に
伴
う
困
難
に
つ
い
て

て
の
啓
示
信
仰
に
す
が
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
理
性
は
、

「
自
己
改
善
と
い
う
こ
の
要
求
に
対
し
て
は
、
自
然
的
な
無
能
力
を
口

実
に
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
不
純
な
宗
教
理
念
を
動
員
し
て
く
る
」
（
三
ｓ

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
啓
示
信
仰
を
も
つ
こ
と
の
背
景
に
は
、
道

徳
的
改
善
の
も
つ
諸
困
難
か
ら
な
る
一
つ
の
問
題
圏
と
、
そ
れ
に

立
ち
向
か
う
こ
と
を
厭
う
人
間
の
弱
さ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
次
節
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
必
要
と
さ
れ
る
啓
示
信
仰

の
一
形
態
で
あ
る
奴
隷
的
信
仰
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

対
し
て
カ
ン
ト
が
遂
行
し
た
聖
職
制
批
判
は
啓
蒙
と
不
可
分
で
あ
る

こ
と
を
示
す
。

三
奴
隷
的
信
仰
と
聖
職
制
批
判

７ 
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概
観
し
た
が
、
実
は
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
人
間
の
弱
さ
の

他
に
も
、
啓
示
信
仰
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
々

人
が
一
つ
の
公
共
体
を
形
成
す
る
た
め
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
各
個
人
の
理
性
宗
教
だ
け
で
は
、
「
普
遍
的
統
合
」
に
は
ま

だ
足
り
ず
、
信
じ
る
人
々
を
「
純
粋
理
性
宗
教
の
諸
原
理
」
に
よ
っ

て
、
共
同
体
に
統
合
す
る
た
め
に
は
、
な
お
、
知
識
と
し
て
伝
達
さ

れ
う
る
「
特
定
の
法
規
的
な
制
定
」
（
く
Ｐ
］
畠
）
が
必
要
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
（
４
）
。
と
は
い
え
、
啓
示
信
仰
が
是
と
さ
れ
る
の
は
、
．
そ

れ
が
ど
こ
ま
で
も
理
性
宗
教
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
限
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
啓
示
信
仰
は
あ
く
ま
で
も
、
人
間
が
理
性
宗
教
に
接
近
す

る
た
め
の
乗
り
物
、
補
助
手
段
、
あ
る
い
は
伝
道
手
段
と
し
て
の
み

捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
（
５
）
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
人
間
が

そ
の
よ
う
な
手
段
を
最
後
は
必
要
と
し
な
く
な
り
、
啓
示
信
仰
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
啓
示
信
仰
を
も
つ
教
会
だ
け
が
、
真
の
教
会

と
呼
ば
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
自
覚

と
目
標
と
を
伴
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
啓
示
信
仰
は
、
奴
隷
的
信
仰
、

あ
る
い
は
苦
役
信
仰
（
田
『
・
信
一
目
ず
の
）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
奴
隷
的
信
仰
の
内
実
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

上
述
の
よ
う
な
啓
示
信
仰
と
の
違
い
か
ら
指
摘
し
て
ゆ
こ
う
。
上
述

の
啓
示
信
仰
は
、
ど
こ
ま
で
も
理
性
宗
教
の
手
段
の
位
置
を
占
め
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
啓
示
信
仰
に
お
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
な
す
律

法
の
解
釈
者
は
常
に
理
性
宗
教
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
奴
隷
的

信
仰
は
、
そ
の
律
法
が
常
に
特
定
の
解
釈
者
の
恋
意
に
依
存
し
て
お

り
、
権
威
と
し
て
利
用
さ
れ
る
啓
示
信
仰
で
あ
る
。
つ
ま
り
解
釈
の

原
理
が
理
性
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
啓
示
信
仰
に
つ

い
て
の
学
識
が
な
い
者
は
、
こ
の
信
仰
の
命
令
に
盲
目
的
に
服
従
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
事
態
は
次
の
よ
う
に
進

み
さ
え
す
る
こ
と
に
な
る
。

奴
隷
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
学
識
を
も
つ
権
威
あ
る
者
が
、
と
き

に
は
恐
怖
に
よ
り
、
と
き
に
は
希
望
に
よ
り
無
学
な
者
、
無
知
な
者

を
強
制
す
る
。
そ
の
た
め
奴
隷
的
信
仰
の
も
と
に
あ
る
者
は
、
良
心

に
反
す
る
こ
と
も
是
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
信
仰
が
、
「
ど

の
よ
う
な
間
違
い
で
も
、
し
た
が
っ
て
不
誠
実
と
い
う
間
違
い
で
も

元
通
り
に
修
正
す
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
、

皮
肉
を
込
め
て
、
信
仰
の
事
柄
に
お
け
る
「
安
心
の
格
律

（
四
ｓ
①
弓
の
言
目
算
言
の
）
」
（
二
・
一
舅
）
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
う
し
て
奴
隷
的
信
仰
に
お
い
て
は
、
「
命
令
を
発
す
る
高
位
の

「
命
題
が
理
性
に
よ
っ
て
も
、
書
き
物
に
よ
っ
て
も
無
学
な
人
々

に
は
確
か
め
よ
う
が
な
け
れ
ば
、
命
題
へ
の
信
仰
は
絶
対
的
義
務

（
命
じ
ら
れ
た
信
仰
）
と
さ
れ
て
し
ま
お
う
し
、
か
く
し
て
そ
れ
は
、

命
題
と
結
び
つ
い
た
他
の
厳
律
と
も
ど
も
、
苦
役
奉
仕
と
し
て
、

行
為
の
道
徳
的
規
定
根
拠
な
し
で
も
浄
福
に
な
れ
る
信
仰
、
と
い

う
位
階
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
し
ま
お
う
」
（
二
』
ａ
）
。

８ 
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公
職
者
（
官
吏
）
」
（
三
』
ａ
）
が
、
教
会
に
お
け
る
奉
仕
を
、
教
会

構
成
員
の
支
配
へ
と
変
え
て
し
ま
い
、
彼
ら
の
自
由
や
道
徳
的
価
値

を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
『
宗
教
論
』
第
四
編
で
展
開
さ
れ
て
い
る
聖
職

制
批
判
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

啓
蒙
の
営
み
と
も
不
可
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
批
判
さ

れ
る
奴
隷
的
信
仰
は
、
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
の
言
葉
で
言
え
ば
「
人
間

が
自
ら
招
い
た
未
成
年
状
態
」
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
「
抜
け
出
る
こ
と
」
（
ぐ
国
・
患
）
の
妨
げ
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
実
際
同
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
特
に
宗
教
が
槍
玉
に
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
の
宗
教
に
関
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
奴
隷
的
信
仰
の

問
題
は
根
深
い
。
奴
隷
的
信
仰
の
強
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
に
は
、
確

か
に
意
欲
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
欲
が

す
で
に
、
「
内
面
的
に
閂
が
差
さ
れ
た
（
①
旨
固
①
、
①
］
ぐ
・
侭
ｏ
ｍ
ｇ
ｏ
ｓ
ｇ
）

意
欲
」
（
二
．
】
邑
）
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
奴
隷
的
信
仰
は
、
啓

蒙
に
お
い
て
重
要
な
、
「
他
人
の
指
導
が
な
く
と
も
自
ら
の
悟
性
を

「
私
は
啓
蒙
の
主
眼
点
、
す
な
わ
ち
人
間
が
自
ら
招
い
た
未
成
年

状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
の
主
眼
点
を
、
特
に
宗
教
に
関
す
る
事

柄
に
置
い
て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
…
宗
教
上
の
未
成
年
状
態
は
何
に

も
増
し
て
最
も
有
害
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
最
も
不
名
誉
で
も
あ

る
か
ら
だ
」
（
ぐ
国
・
全
）
。

用
い
る
決
意
と
勇
気
」
（
二
目
・
餌
）
を
挫
か
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
「
私
の
代
わ
り
に
良
心
を
も
っ
た
司
牧
者
」
（
弓
亘
・
）
こ

そ
が
、
私
の
良
心
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
自
律
、
良
心
の
自
由
、
自
ら
の
理
性
を
用
い
る
勇

気
な
ど
を
挫
か
ん
と
す
る
奴
隷
的
信
仰
を
、
聖
職
制
に
よ
る
「
偽
奉

仕
（
シ
ヰ
①
『
＆
目
巽
）
」
と
し
て
カ
ン
ト
は
批
判
す
る
。
そ
も
そ
も
、
神

に
嘉
さ
れ
る
た
め
に
な
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
法
規
的
な
律
法
の
遵

守
と
、
よ
き
生
き
方
に
向
か
う
努
力
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
こ
そ

「
真
の
啓
蒙
の
本
質
」
（
二
・
コ
ｃ
）
が
あ
る
の
だ
が
、
奴
隷
的
信
仰
は
、

こ
の
二
つ
の
優
先
順
位
を
取
り
違
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
取
り
違
え
は
、
前
節
で
考
察
し
た
、
道
徳
的
改
善
に
伴
う

問
題
圏
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
弱
い

人
間
は
、
困
難
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
悪
を
脱
し
善
を
目
指
す
戦
い
を

続
け
る
よ
り
も
、
そ
の
代
替
物
で
あ
る
法
規
的
律
法
（
の
重
言
目
ｍ
・
言

。
①
協
同
①
）
の
遵
守
に
す
が
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
他

方
で
、
聖
職
制
を
批
判
す
る
立
場
も
、
こ
の
問
題
圏
に
由
来
す
る
と

言
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
ち
ら
は
、
理
論
的
な
困
難
に
出
会
っ
た
か

ら
こ
そ
、
実
践
的
な
立
場
に
お
い
て
戦
い
続
け
る
と
い
う
、
理
性
信

仰
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
第
四
編
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
い
ず
れ
の
立
場
も
、
元
を
た
ど
れ
ば
道
徳
的
改
善
に
伴

う
問
題
圏
に
由
来
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
道

徳
的
修
行
論
と
し
て
考
察
し
た
場
合
、
『
宗
教
論
』
に
は
、
第
一
編
か

ら
第
三
編
ま
で
の
問
題
が
必
然
的
に
第
四
編
を
要
求
す
る
、
と
い
う
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本
稿
で
は
、
『
宗
教
論
』
を
道
徳
的
修
行
論
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か

ら
始
め
、
そ
の
第
一
編
か
ら
第
三
編
に
見
ら
れ
る
諸
困
難
を
示
し
、

そ
れ
ら
に
由
来
す
る
啓
示
信
仰
、
と
り
わ
け
奴
隷
的
信
仰
を
、
そ
れ

に
向
け
ら
れ
る
批
判
と
合
わ
せ
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
流
れ
は
、

次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
道
徳
的
修
行
論

に
お
い
て
は
、
道
徳
の
形
成
が
問
題
で
あ
る
の
で
、
我
々
人
間
は
経

験
的
に
は
悪
と
判
定
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
思
冒
の
次
元
か
ら
、

善
の
実
現
に
向
け
て
絶
え
ざ
る
努
力
を
払
う
⑫
二
①
ロ
の
次
元
へ
の
移

り
行
き
と
い
う
課
題
に
、
人
間
は
直
面
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ｍ
・
二
目

の
本
性
の
解
明
を
目
的
と
し
て
叩
の
言
と
い
・
二
目
の
相
違
を
問
題
と
す

る
批
判
期
の
道
徳
論
か
ら
、
『
宗
教
論
』
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
叩
の
旨
か
ら
の
○
一
一
目
の
次
元
へ
の
移

り
行
き
に
は
、
悪
の
原
因
の
探
求
不
可
能
性
と
、
善
の
理
念
の
実
現

不
可
能
性
が
伴
い
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
困
難
が
生
じ
る
。
人

間
は
そ
の
困
難
に
直
面
す
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
希
望
を
も

た
ん
と
し
て
、
啓
示
信
仰
を
生
み
出
す
に
至
る
。
こ
の
啓
示
信
仰
は
、

理
性
宗
教
の
優
位
と
い
う
制
約
の
も
と
で
は
、
手
段
と
し
て
肯
定
さ

れ
る
が
、
手
段
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
目
的
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
場
合
、
人
間
の
心
を
縛
る
奴
隷
的
信
仰
に
な
り
さ
が
っ
て
し

構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ま
う
。
奴
隷
的
信
仰
は
、
自
ら
考
え
判
断
す
る
た
め
の
良
心
や
勇
気

を
人
間
か
ら
奪
う
た
め
、
啓
蒙
の
敵
で
も
あ
り
、
偽
奉
仕
と
し
て
批

判
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
も
、
奴
隷
的
信
仰
も
、
啓

示
信
仰
も
、
そ
の
源
は
、
①
旨
か
ら
の
。
｝
］
ｇ
の
次
元
へ
の
移
り
行
き

の
困
難
さ
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
的
修
行
論
と
い

う
観
点
の
導
入
に
よ
り
、
以
上
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
聖
職
制
批
判
の
意
義
は
ど
こ
に
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
の
捉
え
方
を
踏
ま
え
て
次
の
二
つ
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
深

さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
聖
職
制
批
判
が
、
道
徳
的
改
善
に
伴

う
問
題
圏
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
的

改
善
を
分
析
し
、
分
節
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
い
か
に
す
れ
ば
乗
り

越
え
う
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
困
難
の
存
在
が
は
っ
き
り
し
て
く

る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
う
す
る
こ
と
で
、
ど
こ
ま
で
も
我
々
人
間

に
課
さ
れ
て
い
る
、
実
践
の
た
め
の
領
域
が
拓
か
れ
る
と
も
言
え
る
。

そ
こ
で
は
、
説
明
す
る
立
場
で
も
な
く
、
解
明
す
る
立
場
で
も
な
い
、

そ
れ
と
は
別
の
立
場
に
立
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
実
践
的
主
体
の
態
度

を
と
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
我
々
人
間
は
そ
の
立
場
か
ら
常
に
道

徳
的
改
善
を
試
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
試

み
は
、
改
善
の
仕
方
の
不
可
知
ゆ
え
に
た
だ
闇
雲
に
突
き
進
む
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
の
乗
り
越
え
が
た
い
困
難
を
乗
り
越
え
ん
と
す

る
こ
と
で
開
け
る
よ
う
な
道
徳
的
秩
序
に
対
す
る
信
頼
に
基
づ
い
て
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い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
聖
職
制
批
判
は
、
こ
の

よ
う
な
実
践
的
信
仰
、
す
な
わ
ち
理
性
宗
教
を
踏
ま
え
て
い
る
点
で

意
義
が
あ
る
と
言
え
る
（
６
）
。
第
二
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

そ
の
及
ぶ
広
さ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
聖
職
制
批
判
が
向
け
ら
れ
る
奴

隷
的
信
仰
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
限
定
さ
れ
な
い
。
奴
隷

的
信
仰
の
問
題
は
、
啓
蒙
と
の
関
係
で
既
に
述
ぺ
た
と
お
り
、
良
心

の
自
由
や
勇
気
を
抑
圧
す
る
権
威
の
問
題
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
ら
の
良
心
を
用
い
ん
と
す
る
勇
気
を
挫
く
よ
う
な
権
威
が
あ
る
と

こ
ろ
に
は
、
奴
隷
的
信
仰
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
例
え
ば
我
々
を
惑
わ
せ
る
情
報
や
権
威
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い

る
今
日
の
状
況
に
は
、
奴
隷
的
信
仰
の
可
能
性
も
ま
た
あ
ふ
れ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
我
々
が
信
じ
る
も
の
を
自
ら
の

う
ち
に
で
は
な
く
、
外
に
求
め
る
限
り
は
、
奴
隷
的
信
仰
を
避
け
る

こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
そ
の
限
り
で
、
カ
ン
ト
の
聖
職
制
批
判
に
は
、

我
々
が
戒
め
を
込
め
て
省
み
る
べ
き
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
、
慣
例
に
し
た
が
い
、
ア
カ

デ
ミ
ー
版
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字

で
本
文
中
に
記
す
。
ま
た
引
用
中
の
〔
〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で

あ
る
。

（
１
）
第
四
編
に
つ
い
て
も
、
他
の
編
と
同
様
に
考
察
を
加
え
て
い
る

比
較
的
最
近
の
文
献
と
し
て
は
、
次
の
も
の
を
参
照
の
こ
と
。
氷

見
潔
『
カ
ン
ト
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
』
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
六

年
、
一
五
一
’
一
八
二
頁
。

（
２
）
『
宗
教
論
』
の
各
編
は
そ
れ
ぞ
れ
一
般
的
注
解
を
も
つ
。
こ
の

注
解
は
「
い
わ
ば
純
粋
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
の
付
録
で
、

純
粋
理
性
の
限
界
内
に
は
属
さ
な
い
が
、
限
界
に
接
し
て
い
る
」

（
二
・
麓
）
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ン
ト
の
主
張
と
し
て
は
き
わ
ど

い
内
容
を
も
つ
大
変
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
制
約
も

あ
る
た
め
本
稿
に
お
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
今
後
の
研
究
課
題

と
し
た
い
。

（
３
）
こ
こ
で
の
議
論
も
含
め
た
、
道
徳
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
本
稿
の
も
と
と
な
っ
た
次
の
拙
論
を
参
照
の
こ
と
。
二
道
徳

注

凡
例

1１ 
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（
６
）
な
お
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
啓
蒙
主
義
が
、
信
仰
を
理
論
的
命

題
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
対
し
て
、
宗
教
が
も
つ
固
有
の

倫
理
的
・
実
践
的
な
力
を
重
視
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
本
稿
で

の
カ
ン
ト
の
聖
職
制
批
判
は
こ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
の
代
表
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。
ご
ｍ
一
・
口
・
の
園
呂
員
□
荷
專
晉
９
℃
ミ
⑯
烏
、

（
５
）
注
の
（
４
）
と
も
関
係
す
る
が
、
実
は
カ
ン
ト
は
伝
道
手
段
と
し

て
の
啓
示
信
仰
の
機
能
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
説
明
を
し
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
立
ち
入
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
機
能
に
つ
い
て
、
む
し
ろ

若
き
フ
ィ
ヒ
テ
の
方
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。
く
、
｝
・
志
国
富
＆
⑮
言
、
琴
禽
諄
口
涛
、
ｐ
静
‐

盲
ミ
ヨ
い
冒
頤
］
．
ｏ
・
曳
○
言
の
‐
①
①
圏
員
自
治
ｇ
の
三
・
ｍ
旨
高
言
‐
■
＆

的
修
行
論
」
と
し
て
の
宗
教
論
ｌ
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
宗
教
論

の
体
系
的
意
義
の
考
察
ｌ
」
、
『
法
政
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
五
二

号
、
一
一
○
○
四
年
、
一
三
－
一
一
四
頁
。

（
４
）
『
宗
教
論
』
に
お
け
る
啓
示
信
仰
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次
の

文
献
を
参
照
の
こ
と
。
伊
古
田
理
「
カ
ン
ト
と
啓
示
信
仰
の
問
題
」
、

『
社
会
哲
学
の
領
野
』
現
代
カ
ン
ト
研
究
５
、
樽
井
・
円
谷
編
、

』
邑
冒
、
言
頤
四
目
〕
宮
橘
］
ｃ
勇
・
四
・
巳
①
．

Ｄ
Ｐ
ご
口
留
四
戸
一
℃
⑦
一
・

『
社
会
哲
学
の
領
野
』
現
代
カ
ン
ト
一

一
九
九
四
年
、
一
○
一
一
一
’
一
三
四
頁
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
第
一
五
回
泰
本
賞
受
賞
報
告
を
も
と
に
、
そ
の
一

部
を
展
開
さ
せ
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
受
賞
報
告
時
に
は
法
政
哲
学

会
会
員
諸
氏
よ
り
示
唆
に
富
む
貴
重
な
ご
意
見
・
ご
教
示
を
頂
い
た
。

記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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