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一　

初
め
に
―
『
省
察
』
と
『
哲
学
原
理
』
に
お
け
る
愛

　

デ
カ
ル
ト
哲
学
で
愛
が
大
き
な
主
題
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
難

く
、
デ
カ
ル
ト
が
愛
に
つ
い
て
語
る
よ
う
に
な
る
の
は
晩
年
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
量
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
道
徳
や
心
身

合
一
に
つ
い
て
の
デ
カ
ル
ト
の
思
想
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
示
唆

を
与
え
て
く
れ
る
。
本
論
に
入
る
前
に
い
く
つ
か
の
重
要
な
言
及
を

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
『
省
察
』
の
「
第
三
省
察
」
冒
頭
の
仏
語
訳
に
は
注
目
す
べ
き
表

現
が
あ
る
。「
私
は
考
え
る
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
疑
い
、
肯
定

し
…
想
像
し
、
感
覚
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
原
文
の

箇
所
に
、
仏
語
訳
で
は
原
文
に
な
い
「
愛
し
、
憎
む
」
の
語
が
付
加

さ
れ
て
い
る（

1
（

。
こ
れ
は
仏
語
訳
を
確
認
し
た
デ
カ
ル
ト
自
ら
の
加

筆
と
考
え
る
べ
き
で（

（
（

、 

こ
の
時
期
の
デ
カ
ル
ト
の
情
念
へ
の
関
心

と
、 

そ
の
中
に
占
め
る
愛
の
考
察
の
重
要
性
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　

次
に
『
哲
学
原
理
』
で
愛
へ
の
言
及
が
二
か
所
見
ら
れ
る
。
一
つ

は
、
自
然
学
が
形
而
上
学
的
基
礎
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
を
再

確
認
し
た
第
三
部
冒
頭
で
、
人
間
中
心
的
な
視
点
を
戒
め
つ
つ
、
万

物
の
根
源
で
あ
る
神
へ
の
愛
の
道
徳
的
重
要
性
が
語
ら
れ
て
い
る（

3
（

。

も
う
一
つ
は
『
原
理
』
末
尾
で
の
、
身
体
の
作
用
に
よ
る
魂
の
受
動

と
し
て
の
愛
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
か
所
の
言
及
で
は
、
神
学
や
情
念

の
問
題
へ
の
デ
カ
ル
ト
の
関
心
が
既
に
垣
間
見
ら
れ
る
が
、
愛
の
内

容
そ
の
も
の
に
立
ち
入
ら
れ
て
は
い
な
い
。

神
学
と
人
間
学
の
交
錯

　
　

―
デ
カ
ル
ト
の
愛
に
つ
い
て

佐　
　

藤　
　

真　
　

人



14

　

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
愛
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
い
か
な
る　

意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
初
め
に

『
情
念
論
』
や
書
簡
の
読
解
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
愛
の
理

論
の
独
自
性
を
洗
い
出
す
。
次
に
、
デ
カ
ル
ト
研
究
の
第
一
人
者
で

あ
る
マ
リ
オ
ン
と
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
解
釈
を
批
判
的
に
検
討
し
た

う
え
で
、
最
終
的
に
デ
カ
ル
ト
が
め
ざ
し
た
愛
の
理
論
の
哲
学
的
な

意
義
を
解
明
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二　

デ
カ
ル
ト
の
愛
の
理
論
―
知
的
な
愛
と
情
念
の
愛

二-

一　
愛
す
る
「
私
」
に
お
け
る
愛
の
発
生
構
造

　
『
情
念
論
』
の
愛
の
説
明
の
う
ち
で
最
も
明
快
な
も
の
は
、
そ
の

定
義
を
述
べ
た
第
79
項
で
あ
る
。「
愛
は
精
気esprits

の
運
動
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
魂
の
情
動
の
一
つ
で
あ
り
、
自
ら
に
適
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
対
象
と
意
志
に
よ
っ
て
結
合
す
べ
く
魂
を
促

す
」（A

T
 X

I, 387, 3 -6

（。
実
は
こ
の
定
義
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
の

愛
を
考
え
る
う
え
で
困
難
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
デ
カ

ル
ト
に
と
っ
て
は
、
身
体
の
作
用
を
受
け
て
発
生
す
る
愛
（
第
79
項

に
よ
る
愛
（
と
、
身
体
の
作
用
を
必
要
と
し
な
い
愛
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
在
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
フ
ラ
ン
ス
大
使
シ
ャ

ニ
ュ
宛
の
書
簡
を
読
む
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
愛
と
は
何
か
、
自

然
の
光
の
み
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
神
を
愛
す
る
こ
と
は
可
能
か
、

愛
と
憎
し
み
を
悪
用
し
た
場
合
、
ど
ち
ら
が
よ
り
悪
い
か
、
と
い
っ

た
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
知
的
あ
る
い
は

理
性
的
な
愛
と
、
情
念
で
あ
る
愛
を
デ
カ
ル
ト
は
区
別
す
る
。
前
者

は
、
魂
が
自
ら
に
適
し
て
い
る
と
判
断
し
た
善
と
結
合
し
、
そ
の
善

と
自
身
で
一
つ
の
全
体
を
成
そ
う
と
意
志
す
る
こ
と
を
意
味
す
る（

4
（

。

こ
の
説
明
が
『
情
念
論
』
の
定
義
と
異
な
る
の
は
、「
精
気
の
運
動

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
魂
の
情
動
」
と
い
う
語
句
が
な
い
点
、

つ
ま
り
身
体
の
作
用
に
よ
る
魂
の
情
念
と
し
て
の
説
明
が
な
い
点
で

あ
る
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
の
愛
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め

て
重
要
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
身
体
が
関
わ
ら
な
い
、
純
粋
な
魂
が
善

と
結
合
し
て
一
つ
に
な
ろ
う
と
意
志
す
る
、
と
い
う
知
的
な
愛
に
つ

い
て
の
説
明
こ
そ
が
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
明
言
す
る
よ
う
に
（
そ
し

て
ア
ル
キ
エ
も
指
摘
す
る
よ
う
に（

（
（

（
愛
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
鑑
み
る
と
、「
第
三
省
察
」
の
仏
語
訳
で
、
考
え
る
も

の
と
し
て
の
「
私
」
は
「
愛
し
、
憎
む
」
も
の
で
あ
る
、
と
デ
カ
ル

ト
が
付
加
し
た
の
は
些
末
な
変
更
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
デ
カ

ル
ト
に
と
っ
て
、
本
質
的
な
愛
と
は
知
的
あ
る
い
は
精
神
的
な
愛
だ

か
ら
こ
そ
、
愛
す
る
主
体
は
何
よ
り
ま
ず
、「
身
体
な
し
に
、
す
な

わ
ち
延
長
実
体
な
し
に
わ
れ
わ
れ
が
明
晰
に
認
識
す
る
精
神（

6
（

」
で

あ
る
思
惟
実
体
と
し
て
の
「
私
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
が
善
と



1（

判
断
し
た
も
の
と
の
結
合
を
欲
し
、
そ
の
意
志
が
達
成
さ
れ
た
と

き
、
そ
の
認
識
に
伴
う
「
意
志
の
動
き
は
…
魂
の
喜
び
で
あ
る
」

（A
T

 IV
, 601, （（ -（7

（
と
い
う
状
態
に
至
る
。
な
ぜ
な
ら
、「（
知

的
な
（
愛
は
真
の
善
を
わ
れ
わ
れ
に
結
合
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
を
そ
れ

だ
け
完
全
に
し
て
く
れ
る
。
…
そ
し
て
愛
は
必
然
に
喜
び
を
伴
う
。

な
ぜ
な
ら
愛
は
、
愛
す
る
も
の
を
わ
れ
わ
れ
に
属
す
る
善
と
し
て
示

す
か
ら
で
あ
る
」。
わ
れ
わ
れ
は
身
体
的
（
物
体
的
（
な
面
を
愛
す

る
こ
と
は
あ
る
が
、「
身
体
は
わ
れ
わ
れ
の
劣
っ
た
部
分
に
す
ぎ
な

い（
7
（

」
の
で
、
そ
れ
は
よ
り
劣
っ
た
善
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
愛
の

本
質
を
構
成
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
愛
は
身
体
（
物
体
（
に
も
関

係
し
う
る
が
、
本
来
的
に
精
神
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
愛
に
と
っ
て
身
体
（
物
体
（
は
必
須
で
は
な
い
点
で
、
精
神
に
お

い
て
、
愛
や
喜
び
は
想
像
や
感
覚
と
一
定
の
共
通
点
が
あ
る
と
言
え

よ
う
。

　

し
か
し
愛
に
は
想
像
や
感
覚
と
は
異
な
る
特
性
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
た
と
え
知
的
な
愛
で
あ
っ
て
も
、「
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
身
体
に

結
び
つ
い
て
い
る
間
、
こ
の
理
性
的
愛
は
通
常
、
官
能
的
あ
る
い
は

感
覚
的
と
呼
ば
れ
う
る
も
う
一
つ
の
愛（

8
（

」
す
な
わ
ち
情
念
の
愛
を

伴
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
魂
が
あ
る
も
の
を
善
と
判
断
し
、
そ
の

も
の
を
愛
し
求
め
る
と
き
、
魂
が
結
合
し
た
身
体
で
は
、
魂
か
ら
の

指
令
を
受
け
た
動
物
精
気
が
神
経
を
伝
わ
っ
て
新
た
な
血
液
を
心
臓

に
送
り
込
む
活
動
を
行
い
、
結
果
と
し
て
、
多
量
の
血
液
が
入
っ
た

心
臓
で
大
き
な
熱
が
発
生
す
る（

9
（

。
初
め
は
魂
の
み
に
よ
っ
て
生
じ

た
精
神
的
な
愛
で
あ
っ
て
も
、「
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
一
つ
の
身
体
に

合
一
さ
れ
え
た
よ
う
な
本
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
以
上（

（1
（

」、
そ
れ
は

情
念
の
愛
を
自
然
本
性
的
に
発
生
さ
せ
る
。
愛
す
る
こ
と
で
精
気
や

血
液
の
流
れ
が
盛
ん
に
な
り
、「
私
」
の
身
体
は
心
臓
と
共
に
自
然

に
熱
く
な
る
。
す
る
と
今
度
は
、
身
体
の
活
発
な
作
用
が
魂
に
も
影

響
を
与
え
る
。
知
的
な
愛
は
情
念
の
愛
を
引
き
起
こ
し
、
情
念
の
愛

が
知
的
な
愛
を
さ
ら
に
強
化
す
る
、
と
い
う
相
互
作
用
に
よ
っ
て
愛

は
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
こ
の
生
の
す
べ
て
の

善
と
悪
は
情
念
の
み
に
依
存
し
…
情
念
に
最
も
多
く
動
か
さ
れ
う
る

人
々
が
、
こ
の
生
の
甘
美
さ
を
最
も
多
く
味
わ
い
う
る（

（（
（

」
と
主
張

で
き
る
こ
と
に
な
る
。

二-

二　
魂
の
善
と
し
て
の
愛
の
対
象

　

デ
カ
ル
ト
は
愛
の
内
容
を
対
象
（
な
い
し
目
的
（
に
よ
っ
て
区
別

し
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
愛
の
区
別
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
発
生
と

構
造
に
の
み
関
わ
る
、
す
な
わ
ち
、
魂
か
ら
発
し
て
魂
の
み
に
関
わ

る
の
か
（
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
は
内
的
情
動
と
呼
ぶ（

（1
（

（、
身
体
か
ら
の

作
用
を
魂
が
受
け
て
発
生
し
た
の
か
（
情
念
（、
と
い
う
区
別
の
み

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ト
ア

派
の
よ
う
に
友
情
の
愛
を
特
別
視
せ
ず
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の

よ
う
に
善
意
の
愛
と
欲
望
の
愛
を
区
別
せ
ず
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス



16

の
よ
う
に
自
己
愛
と
神
の
愛
の
区
別
（
さ
ら
に
使
用
と
享
受
の
区

別
（
も
し
な
い（

（1
（

。
先
人
た
ち
の
こ
れ
ら
の
区
別
に
は
、
デ
カ
ル
ト

の
考
え
る
愛
と
し
て
の
本
質
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
と
い
う
点
に

お
い
て
根
本
的
な
差
異
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
愛
の
結
果
に
お
い
て
の

み
、
つ
ま
り
何
を
善
と
み
な
し
、
そ
の
善
と
い
か
に
し
て
結
合
し
た

の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
異
な
る
だ
け
で
あ
る（

（1
（

。
こ
れ
ら

の
愛
の
相
違
は
た
だ
結
果
に
お
い
て
生
じ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
善
と

結
合
し
て
一
つ
の
全
体
を
成
す
と
い
う
本
質
に
お
い
て
は
何
ら
変
わ

り
な
い
と
い
う
の
が
デ
カ
ル
ト
の
考
え
で
あ
る（

（1
（

。「
愛
す
る
私
」
が

善
と
み
な
す
も
の
と
結
合
し
、
一
つ
の
全
体
を
成
す
の
が
目
的
で
あ

る
点
で
あ
ら
ゆ
る
愛
は
一
致
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
一
義
的
に
考

察
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
愛
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
「
魂
が
自
ら
に
適
し
て
い
る
と

判
断
し
た
善
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
判
断
が
理

性
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
が
魂
に
と
っ
て
本
来
的
な
善
で
あ

り
、
外
的
感
覚
の
助
け
を
得
て
な
さ
れ
た
も
の
は
美
と
言
え
る
の

で
、
こ
れ
を
愛
好
と
し
て
デ
カ
ル
ト
は
区
別
す
る
。
こ
の
区
別
は
愛

に
お
け
る
質
的
な
相
違
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
感
覚
が
わ

れ
わ
れ
を
欺
き
う
る
の
と
同
様
に
、
感
覚
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
る
情

念
で
あ
る
愛
好
に
つ
い
て
も
「
最
も
欺
く
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
注

意
を
促
し
て
い
る（

（1
（

。
わ
れ
わ
れ
は
刺
激
の
強
い
感
覚
認
識
に
と
も

す
れ
ば
注
目
し
が
ち
だ
が
、
魂
本
来
の
善
は
純
粋
な
理
性
の
み
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
愛
こ
そ
が
、
欺
く
こ
と

の
な
い
真
の
愛
と
言
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
愛
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
形
相
的
な

一
義
性
を
主
張
す
る
が
、
愛
の
対
象
の
相
違
と
、
そ
れ
を
認
識
す
る

精
神
の
能
力
の
相
違
か
ら
生
じ
る
愛
の
完
全
性
と
い
う
点
に
お
い
て

は
差
異
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
よ
り
優
れ
た
対
象
へ
の
愛

は
、「
そ
の
本
性
上
、
い
っ
そ
う
完
全
な
愛
で
あ
り
、
愛
す
る
も
の

の
利
益
を
い
っ
そ
う
熱
心
に
守
ら
せ
る（

（1
（

」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
極

致
は
最
も
完
全
な
存
在
で
あ
る
神
へ
の
愛
と
な
る
。「
神
に
対
す
る

わ
れ
わ
れ
の
愛
は
、
あ
ら
ゆ
る
愛
の
中
で
、
比
類
な
く
最
も
偉
大
で

最
も
完
全
な
も
の
に
ち
が
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か（

（1
（

」
だ
と
デ
カ
ル

ト
は
断
言
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
愛
の
説
に
関
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
世
界
的

な
デ
カ
ル
ト
研
究
者
で
あ
る
マ
リ
オ
ン
と
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
論
考

を
次
に
検
討
し
た
い
。

三　

�

神
の
愛
と
人
間
的
な
愛

三-

一　

�

慈
愛
に
よ
る
デ
カ
ル
ト
形
而
上
学
の
「
解
任
」�

―
マ
リ
オ
ン
の
解
釈

　

マ
リ
オ
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
の
自
我
と
愛
と
の
関
係
を
以
下
の
よ
う

に
論
ず
る（

（1
（

。
デ
カ
ル
ト
の
「
第
一
哲
学
」
は
、
自
我
と
い
う
唯
一
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無
二
の
認
識
論
的
基
礎
か
ら
展
開
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
他
者
は
自
我

の
思
惟
対
象cogitata

す
な
わ
ち
表
象
に
還
元
さ
れ
る
。
そ
の
意

味
で
、「
自
我
は
本
質
的
に
他
我alter ego

を
排
除
す
る
」（p. （07

（

の
が
『
省
察
』
の
結
論
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
打
開
す
る
の
が
デ
カ
ル

ト
の
愛
の
理
論
で
あ
る
。

　

自
我
に
と
っ
て
表
象
の
一
つ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
他
者
を
愛
す
る
こ

と
に
よ
り
、
自
我
は
こ
の
者
と
一
つ
の
全
体
を
成
そ
う
と
す
る
新
た

な
局
面
を
迎
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
我
は
他
者
と
の
全
体
の
中
に

消
失
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
反
対
に
、「
愛
す
る
」
と
い
う
自
己
の

思
い
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
と
は
自
我
を
よ
り
良
く

す
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
自
己
に
と
っ
て
愛

す
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、「
他
者
を
愛
す

る
こ
と
で
自
我
は
さ
ら
に
自
身
の
基
礎
を
確
立
す
る
」（p. （11

（
と

言
い
う
る
。
こ
れ
は
自
我
の
肥
大
化
と
も
言
う
べ
き
事
態
で
あ
り
、

こ
の
ま
ま
で
は
パ
ス
カ
ル
の
言
う
憎
む
べ
き
「
私（

11
（

」
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
己
中
心
性
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
神
（
へ
（
の

愛charité

が
必
要
と
な
る
。
神
は
理
解
不
可
能
な
存
在
、
す
な
わ

ち
自
我
が
思
惟
に
よ
っ
て
包
括
で
き
な
い
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
思
惟
に
よ
る
完
全
な
対
象
化
を
拒
む
存
在
な
の
で
、
自
我

の
表
象
に
は
還
元
さ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
偉
大
な
存
在
が
自
己
を

愛
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、「
私
」
は
恐
縮
し
て
へ
り
く
だ

り
、
そ
の
存
在
を
敬
愛
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
つ
ま
り
、
不
完
全
な

自
己
を
超
越
し
た
完
全
な
神
を
愛
す
る
こ
と
で
、「
私
」
は
肥
大
化

し
た
自
己
中
心
性
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
神
に
愛

さ
れ
て
い
る
他
者
を
も
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ

に
至
っ
て
初
め
て
「
私
」
は
他
者
を
自
己
の
表
象
と
し
て
で
は
な

く
、
す
な
わ
ち
自
己
の
思
い
の
た
め
に
で
は
な
く
、
他
者
そ
の
も
の

と
し
て
純
粋
に
愛
す
る
の
で
あ
る
。「
表
象
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

愛
す
る
の
か
。
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（p. （19

（
と
マ
リ
オ
ン

は
問
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
私
」
は
神
の
愛
を
通
し
て
の
み
表
象
と
し

て
で
は
な
い
他
者
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
も

自
己
愛
か
ら
脱
却
し
た
「
私
」
を
愛
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
相
互
の

愛
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

マ
リ
オ
ン
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
な
に
も
パ
ス
カ
ル
の
慈
愛
の

論
の
み
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
デ
カ
ル
ト
の
次

の
よ
う
な
言
明
に
そ
の
論
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
徳
の
土
台
で
あ
り
基
礎
で
あ
る
の
は
慈
愛
で
あ
る
…
。

人
間
の
う
ち
に
あ
り
う
る
神
か
ら
の
他
の
ど
ん
な
賜
物
も
、
そ

れ
が
慈
愛
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
、
何
の
価
値
も
な
い
…
。

慈
愛
す
な
わ
ち
神
聖
な
友
愛
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
神
を
讃

え
、
神
に
愛
さ
れ
て
い
る
と
わ
れ
わ
れ
が
知
る
か
ぎ
り
の
す
べ

て
の
人
々
を
も
神
の
ゆ
え
に
讃
え
る
の
だ
が
、
こ
の
神
聖
な
友

愛
は
、
親
交
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
人
々
の
間
に
常
に
存
す
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る
誠
実
な
人
間
的
友
愛
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る（

1（
（

」。

　

こ
れ
に
つ
い
て
マ
リ
オ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
理
論
の
秩

序
で
は
、 
デ
カ
ル
ト
は
基
礎
の
資
格
を 

『
考
え
る
自
我
』
に
認
め
て

い
た
。
道
徳
と
政
治
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ
の
箇
所
で
は
、 『
自
我
』 

の
合
理
的
基
礎
を
放
棄
し
、 

…
そ
れ
自
身
が
前
合
理
的
で
あ
る
…
慈

愛
に
基
礎
の
資
格
を
与
え
る
の
で
あ
る（

11
（

」。
マ
リ
オ
ン
は
パ
ス
カ
ル

を
援
用
し
つ
つ
も
、
デ
カ
ル
ト
自
身
が
「
考
え
る
私
」
の
形
而
上
学

（
マ
リ
オ
ン
の
言
う
「
存
在
―
神
―
論
」（
の
限
界
を
認
識
し
て
い
た

か
ら
こ
そ
、
慈
愛
に
よ
る
道
徳
に
よ
っ
て
形
而
上
学
を
「
解
任
」
し

た
と
主
張
す
る（

11
（

。

�

三-

二　

�

人
間
に
お
け
る
愛
の
統
一�

―
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
解
釈

　

こ
う
し
た
マ
リ
オ
ン
の
考
察
に
対
し
、
批
判
的
検
討
を
加
え
た
の

が
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
で
あ
る（

11
（

。
彼
は
ま
ず
、
マ
リ
オ
ン
の
愛
の
主

張
は
す
べ
て
知
的
な
愛
の
み
に
限
ら
れ
、
情
念
と
し
て
の
愛
、
身
体

か
ら
の
作
用
を
受
け
て
生
ず
る
愛
の
要
素
が
抜
け
落
ち
て
い
る
点
を

指
摘
す
る
。
知
的
な
愛
は
、
魂
が
自
身
の
う
ち
に
引
き
起
こ
す
情
動

で
あ
る
と
い
う
『
情
念
論
』
第
79
項
の
記
述
を
基
に
、
カ
ン
ブ
シ
ュ

ネ
ル
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
魂
は
全
く
愛
の
情
動
の
主
体
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
な
い
。

0

0

0

と
い
う
の
も
、
身
体
に
よ
っ
て
魂
の
う
ち
に
引
き
起
こ
さ

れ
る
愛
の
情
念
は
、
厳
密
に
言
っ
て
魂
固
有
の
動
き
で
は
な
い
。
そ

し
て
（
知
的
な
愛
は
（
厳
密
に
言
っ
て
情
動
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
せ
い
ぜ
い

が
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
何
ら
か
の
情
動
の
観
念

0

0

で
あ
る
（」

（p. 1（7

。
強
調
は
著
者
（。
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
情
動
を

含
む
あ
ら
ゆ
る
情
念
は
魂
だ
け
が
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
心
身

合
一
が
引
き
起
こ
す
も
の
な
の
で
、
知
的
な
愛
と
情
念
の
愛
は
互
い

に
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
両
者
が
「
総
合
ま
た
は
統
一
」
し
た

も
の
が
、
デ
カ
ル
ト
の
言
う
愛
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
魂
は
自
ら
が
結

合
し
た
身
体
と
共
に
愛
す
る
（p. 1（9

（。

　

既
に
み
た
よ
う
に
、
情
念
の
愛
は
知
的
な
愛
に
付
随
し
、
さ
ら
に

は
相
互
に
増
幅
す
る
作
用
が
あ
る
の
で
、
神
の
愛
の
よ
う
な
最
も
純

粋
に
知
的
な
愛
で
あ
っ
て
も
、
心
臓
の
熱
を
引
き
起
こ
し
、
結
果
と

し
て
「
き
わ
め
て
激
し
い
情
念
を
引
き
起
こ
す（

11
（

」。
他
方
で
、
情
念

の
愛
は
理
性
が
統
制
す
べ
き
対
象
で
あ
り（

11
（

、
さ
ら
に
は
情
動
を
観

念
と
し
て
み
る
な
ら
、
こ
れ
も
思
惟
の
一
つ
の
対
象
と
言
い
う
る
。

し
た
が
っ
て
、
愛
は
純
粋
な
思
惟
の
審
級
と
し
て
の
自
我
か
ら
発
生

す
る
の
で
は
な
く
、
心
身
合
一
と
し
て
の
「
実
体
的
な
存
在
」
と
し

て
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
思
惟
の
主
体
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
対
象
と

し
て
」
も
存
在
す
る
自
我
か
ら
発
生
す
る
。
ゆ
え
に
、
図
ら
ず
も
愛

す
る
こ
と
が
あ
る
の
が
「
私
」
で
あ
る
（pp. 1（9 -130

（。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
は
愛
を
あ
く
ま
で
人
間
の
レ
ベ



19

ル
で
考
察
す
る
。
魂
と
身
体
の
実
在
的
区
別
が
い
か
に
可
能
と
は
い

え
、
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
な
霊
的
存
在
で
は
な
く
、
情
念
を
必
然
的
に

も
つ
生
き
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
心
身
合
一
の
観
点
か

ら
愛
を
考
え
る
の
は
当
然
と
も
言
え
よ
う
。

四　

両
者
の
解
釈
の
検
討

四-

一　
人
間
的
な
愛
と
絆
―
マ
リ
オ
ン
説
に
不
足
す
る
も
の

　
「
私
」
の
自
己
中
心
性
は
神
の
愛
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、
神
を
愛

す
る
こ
と
で
、
他
者
も
表
象
の
次
元
を
超
え
て
愛
の
対
象
に
な
る
と

い
う
マ
リ
オ
ン
の
主
張
は
、
た
し
か
に
デ
カ
ル
ト
の
説
に
依
拠
し
て

い
る
点
で
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
マ
リ
オ
ン
の
論
考
に
は
心
身

合
一
に
由
来
す
る
情
念
の
愛
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
考
察
が
抜
け
落

ち
て
お
り
、
こ
の
点
に
対
す
る
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
批
判
は
正
当
と

考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
親
の
愛
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
親
の
愛
に
は
、
守
銭
奴
や
酒
飲
み
の
愛
（
ト
マ
ス
の
言
う
欲
望

の
愛
（
と
は
異
な
り
、
子
と
い
う
対
象
自
身
に
対
す
る
愛
（
善
意
の

愛
（
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
き
わ
め
て
純
粋
」
な
愛
で
あ
っ
て
、
子
か

ら
何
か
を
得
よ
う
と
望
む
こ
と
な
ど
な
く
、
親
は
「
自
身
と
子
が
一

つ
の
全
体
を
成
す
と
自
ら
考
えse représentant 

…
、
し
ば
し
ば

自
身
の
利
よ
り
も
子
の
利
を
優
先
し
、
子
を
救
う
た
め
に
自
身
の
命

を
失
う
こ
と
も
恐
れ
な
い（

11
（

」。
こ
こ
で
は
、
親
子
の
表
象

représenter

と
愛
の
両
立
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

本
来
の
自
己
愛
の
対
象
で
あ
る
「
私
」
の
死
を
も
厭
わ
な
い
自
己
犠

牲
の
精
神
が
、
親
の
愛
と
い
う
人
間
的
な
愛
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
善
意
の
愛
は
神
を
経
由
す
る
必
要
は
な
く
、
二
者
間
で
直

接
成
立
す
る
。

　

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
的
な
愛
の
構
造
が
神
の
愛
と
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
示
唆
し
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
次

の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
の
書
簡
で
、
デ
カ
ル
ト
は
個
人
の
利
益
よ
り
も
全

体
の
利
益
の
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る（

11
（

。
形
而
上
学
の
基
礎
は
た

し
か
に
「
考
え
る
私
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
、『
省
察
』
で
は
他
者

は
た
し
か
に
神
し
か
現
れ
な
い
が
、
形
而
上
学
の
確
立
以
来
、
デ
カ

ル
ト
は
他
者
の
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
も
そ
も
神
が
人

間
を
作
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
が
私
一
人
の
み
と
考
え
る
の
は
（
さ
ら

に
は
広
い
宇
宙
で
地
球
に
し
か
知
的
存
在
が
な
い
と
考
え
る
こ
と

も
（
傲
慢
の
誹
り
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る（

11
（

。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学

は
独
我
論
か
ら
ほ
ど
遠
く
、「
私
」
は
あ
く
ま
で
全
体
の
一
部
と
し

て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
の
言
う
全
体
と
は
、
神
が
造
っ
た
宇
宙
で
あ

り
、
人
間
社
会
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
成
ら
し
め
て
い
る
秩
序
の
総
体

を
も
意
味
す
る
。「
神
は
事
物
の
秩
序
を
確
立
し
、
人
間
全
体
を
き
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わ
め
て
緊
密
な
一
つ
の
社
会
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
、
た
と
え
各

人
が
す
べ
て
を
自
己
に
関
係
づ
け
、
他
人
に
ま
っ
た
く
慈
愛
を
も
た

な
い
に
せ
よ
、
思
慮
を
用
い
さ
え
す
る
な
ら
…
自
ら
の
力
の
及
ぶ
す

べ
て
の
こ
と
に
お
い
て
、
通
常
は
や
は
り
他
人
の
た
め
に
尽
く
し
て

い
る
こ
と
に
な
る（

11
（

」。
創
造
と
秩
序
の
確
立
が
い
っ
た
ん
な
さ
れ
た

以
上
、
真
理
と
善
の
探
求
は
個
人
の
自
由
意
志
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
ま
ず
自
己
の
存
在
の
確
実
性
を
第
一
に
発

見
す
る
が
、
そ
れ
は
（
そ
の
存
在
は
ま
だ
不
確
か
に
せ
よ
（
他
者
と

の
区
別
の
う
え
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
意
味
で
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
次
の
指
摘
は
正
当
と
言
え
よ

う
。「
他
の
す
べ
て
の
存
在
と
区
別
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
疑
い
な
く
デ
カ

ル
ト
的
主
体
に
と
っ
て
本
質
的
な
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
区

別
そ
れ
自
体
が
、
主
体
と
様
々
な
対
象
と
の
区
別
の
原
初
的
不
在

0

0

0

0

0

0

0

0

の

基
盤
の
う
え
に
生
じ
て
い
る（

1（
（

」。
こ
の
よ
う
な
主
体
と
対
象
の
区
別

の
不
在
は
、
愛
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
認
識
で
き
る
。「
私
」
は
全
体

の
一
部
で
あ
り
、「
私
」
が
愛
す
る
善
は
そ
の
ま
ま
「
私
」
が
属
す

る
全
体
の
利
益
に
も
な
る
点
で
、「
私
」
と
「
全
体
」
に
お
け
る
他

者
と
の
区
別
は
根
本
的
に
消
滅
し
て
い
る（

11
（

。
そ
れ
以
上
に
、
区
別

の
根
本
的
な
不
在
は
、 

愛
の
源
で
あ
る
生
き
て
い
る 

「
私
」 

に
お
い

て
見
出
せ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て 

「
完
全
な
自
我
の
学égologie

」

が
見
出
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
マ
リ
オ
ン
の
言
う
よ
う
な
純
粋
精

神
の
形
而
上
学
的
還
元
に
お
い
て
で
は
な
く
、
主
体
の
生
す
な
わ
ち

心
身
合
一
の
理
論
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
は
主
張

す
る
（p. 144

（。
こ
の
指
摘
は
、
マ
リ
オ
ン
の
考
察
に
不
足
し
て
い

た
人
間
的
な
愛
と
絆
の
重
要
性
に
光
を
当
て
た
も
の
と
し
て
特
筆
さ

れ
よ
う
。

四-

二　

�

愛
の
本
質
と
し
て
の
知
的
な
愛
と
受
肉
し
た
神
へ
の
愛�

―
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
説
に
不
足
す
る
も
の

　

マ
リ
オ
ン
の
主
張
が
一
貫
し
て
デ
カ
ル
ト
の
形
而
上
学
に
重
き
を

置
い
て
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
も
第
一
作
『
情

念
の
人
』
以
来
、
デ
カ
ル
ト
の
人
間
学
的
考
察
に
注
力
し
て
き
た
主

張
は
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
の
愛
の
理
論
に
ど

こ
ま
で
適
用
で
き
る
か
を
考
え
た
と
き
、
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
主
張

に
も
批
判
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
本
質
的
な
愛
は
知
的
な
愛
で
あ

り
、
そ
の
最
た
る
も
の
が
神
の
愛
で
あ
る
以
上
は
、「
魂
は
自
ら
が

結
合
し
た
体
と
共
に
愛
す
る
」（p. 1（9

（
と
い
う
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル

の
主
張
は
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
情
念
の
愛
は
あ
く
ま
で

心
身
合
一
の
結
果
と
し
て
知
的
な
愛
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
一

方
で
知
的
な
愛
は
、
純
粋
に
精
神
の
み
に
よ
っ
て
精
神
の
う
ち
に
生

じ
た
愛
で
あ
り
、
精
神
と
実
体
的
に
区
別
さ
れ
た
身
体
が
参
画
す
る

余
地
は
本
来
的
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
権
利
上
」

デ
カ
ル
ト
の
愛
の
理
論
は
心
身
合
一
体
と
し
て
の
人
間
が
固
有
の
領
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域
で
あ
る
、
と
い
う
カ
ン
ブ
シ
ュ
ネ
ル
の
主
張
（p. 14（

（
は
デ
カ

ル
ト
の
論
を
超
え
出
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
「
第
二
省
察
」
と
「
第
三
省
察
」
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
考

え
る
私
」
が
感
じ
る
（
と
考
え
る
（
こ
と
は
、
身
体
が
不
在
で
も
可

能
で
あ
る
。
同
様
に
、「
私
」
が
愛
す
る
（
と
考
え
る
（
こ
と
は
、

愛
す
る
「
私
」
の
精
神
の
存
在
だ
け
で
充
分
で
あ
っ
て
、
身
体
も
、

そ
し
て
愛
の
対
象
す
ら
も
、
不
在
で
あ
っ
て
も
成
立
す
る
の
で
あ

る
。「（
神
の
（
愛
を
魂
の
う
ち
に
引
き
起
こ
す
諸
真
理
を
思
い
浮
か

べ
るse représenter

た
め
に
は
、
魂
は
感
覚
と
の
交
流
か
ら
大

い
に
離
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す（

11
（

」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
指
摘
は
、

魂
と
身
体
の
区
別
を
論
じ
た
『
省
察
』
の
主
張
に
通
ず
る
。
こ
の
よ

う
な
知
的
（
ま
た
は
精
神
的
（
な
愛
か
ら
情
念
の
愛
が
生
じ
、
魂
が

「
体
と
共
に
愛
す
る
」
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
く
ま
で
心
身
合
一
の

結
果
、「
事
実
上
」
起
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
愛
に
と
っ
て
本
来
的

な
事
象
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
デ
カ
ル
ト
が
身
体
の
価
値
を
貶
め
て
い
る
こ
と
に
は

全
く
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
然
学
や
『
情
念
論
』
で
の
デ
カ
ル
ト
の

考
察
に
既
に
明
ら
か
だ
が
、
愛
の
完
全
性
が
神
の
愛
に
お
い
て
最
も

よ
く
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
身
体
の
価
値
を
わ
れ
わ
れ
に
最
も
よ
く
表

す
の
は
神
の
身
体
、
す
な
わ
ち
イ
エ
ス
の
受
肉
や
化
体
（
聖
餐
で
パ

ン
と
葡
萄
酒
が
イ
エ
ス
の
身
体
と
血
に
聖
変
化
す
る
こ
と
（
に
お
い

て
で
あ
る
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
は
指
摘
し
て
い
る
。
非
物
体
的
な
存
在

で
あ
る
神
は
表
象
さ
れ
え
な
い
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
思
い
描
く

こ
と
も
、
感
覚
的
な
愛
を
も
つ
こ
と
も
本
来
不
可
能
で
あ
る
が
、

「
わ
れ
わ
れ
に
似
た
も
の
と
な
る
ま
で
神
が
自
己
を
低
く
し
た
受
肉

の
神
秘（

11
（

」
に
よ
っ
て
、
知
的
な
愛
の
み
な
ら
ず
、
感
覚
的
な
愛
を

も
神
に
対
し
て
も
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
化
体
で
は
、
イ

エ
ス
の
身
体
と
血
に
な
っ
た
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に

取
り
入
れ
、
消
化
し
、
同
一
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
を
精
神
に

よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
身
体
に
よ
っ
て
も
受
け
取
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
神
の
愛
で
あ
っ
て
も
、
純
粋
に
精
神
的
な

領
域
の
み
な
ら
ず
、
心
身
合
一
体
と
し
て
の
人
間
の
領
域
で
も
成
立

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の

力
の
み
に
よ
っ
て
真
に
神
を
愛
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
述
べ
、
精

神
の
本
性
の
能
力
を
強
調
す
る
が
、「
他
の
対
象
の
現
前
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
絶
え
ず
気
を
そ
ら
し
て
い
る（

11
（

」
こ
と
も
や
は
り
、
心

身
合
一
体
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
本
性
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、『
省

察
』
の
末
尾
で
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
た
「
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
弱
さ（

11
（

」

に
対
応
す
る
も
の
だ
が
、「
弱
さ
」
を
も
つ
人
間
の
レ
ベ
ル
に
ま
で

自
己
を
低
く
し
て
受
肉
し
た
イ
エ
ス
の
お
か
げ
で
、
そ
し
て
化
体
の

お
か
げ
で
、
身
体
の
面
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は
神
へ
の
愛
を
も
つ
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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五　
�

結
び
に
代
え
て
―
プ
ラ
ト
ン
と
対
比
し
た
デ
カ
ル

ト
の
愛
の
理
論
の
特
性

　

哲
学
的
考
察
の
錬
磨
の
た
め
の
幾
何
学
の
重
要
性
、
精
神
を
肉
体

か
ら
引
き
離
す
こ
と
の
重
要
性
、
精
神
に
お
け
る
真
理
の
本
有
性

（
生
得
性
（
な
ど
、
デ
カ
ル
ト
と
プ
ラ
ト
ン
に
は
い
く
つ
か
の
共
通

す
る
主
張
が
み
ら
れ
る
（
こ
れ
ら
の
考
察
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
が

プ
ラ
ト
ン
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
否
定
で
き
ま
い
が
、
両
者

の
主
張
は
も
ち
ろ
ん
全
く
同
じ
わ
け
で
は
な
い
（。
そ
れ
は
、
愛
の

主
張
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
愛
（
エ
ロ
ー
ス
（
と
は
善
と
幸
福
の
希
求

で
あ
る
（『
饗
宴
』（0（D

（。
自
己
に
欠
け
て
い
る
善
を
愛
慕
す
る

こ
と
で
、
初
め
て
わ
れ
わ
れ
は
善
に
達
す
る
可
能
性
を
得
ら
れ
る
。

善
に
は
、
魂
に
と
っ
て
の
善
と
肉
体
に
と
っ
て
の
善
の
二
種
類
が
あ

り
、
前
者
は
天
界
に
あ
る
永
遠
不
滅
の
真
実
在
、
後
者
は
そ
れ
ら
真

実
在
の
地
上
に
お
け
る
影
で
あ
る
物
体
が
そ
れ
ぞ
れ
当
て
は
ま
る
。

こ
れ
ら
の
善
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
わ
ゆ
る
魂
の
三
分
割
説
が
対
応

し
（『
国
家
』43（C

-441C

（、
前
者
は
魂
の
理
知
的
部
分
と
気
概
的

部
分
（
す
な
わ
ち
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
語
ら
れ
る
「
馭
者
」
と
「
善

い
馬
」（
が
愛
慕
す
る
善
で
あ
り
、
後
者
は
肉
体
と
の
結
合
に
よ
っ

て
生
じ
た
欲
望
的
部
分
（
す
な
わ
ち
「
悪
い
馬
」（
が
愛
す
る
善
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
愛
は
天
上
へ
向
か
う
も

の
と
地
上
へ
向
か
う
も
の
が
あ
る
が
、
エ
ロ
ー
ス
の
司
る
愛
は
本
来

的
に
「
あ
ら
ゆ
る
神
が
か
り
の
状
態
の
中
で
、
も
っ
と
も
善
い
」

（『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（49E

（
の
で
、
神
々
の
住
処
で
あ
る
天
界
の
真

実
在
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
二
種
類
の
愛
に
は
決

定
的
な
断
絶
は
な
い
。『
饗
宴
』
で
巫
女
デ
ィ
オ
テ
ィ
マ
が
ソ
ク
ラ

テ
ス
に
語
る
、
一
つ
の
美
し
い
肉
体
か
ら
美
そ
の
も
の
へ
と
至
る
愛

の
プ
ロ
セ
ス
は
、
地
上
の
愛
か
ら
天
上
の
愛
へ
の
連
続
性
を
示
し
て

い
る
（（10A

-（11D

（（
11
（

。

　

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
愛
は
、「
人
間
か
ら
出
た
も
の
を
神
々
へ
、

ま
た
神
々
か
ら
出
た
も
の
を
人
間
へ
伝
達
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
世
界
の
万
有
が
一
つ
の
結
合
体
と
な
る
」（『
饗
宴
』（0（E

（
よ
う
、

人
と
神
と
の
交
流
を
仲
介
す
る
役
割
を
担
う
。
お
そ
ら
く
ピ
ュ
タ
ゴ

ラ
ス
に
倣
い
、
肉
体
を
「
魂
の
墓
」（『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（（0C

（
と

呼
ぶ
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
、
地
上
的
な
愛
は
「
堕
落
」
や
「
不
自
然

な
快
楽
」（（（0E

-（（1A

（
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
死
滅
す
べ
き

無
価
値
な
も
の
に
汚
さ
れ
た
」（『
饗
宴
』（11E

（
偽
り
の
愛
で
は

あ
る
が
、
二
種
類
の
異
質
な
愛
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、

ち
ょ
う
ど
現
象
界
は
イ
デ
ア
の
影
で
あ
っ
て
、
二
種
類
の
異
質
な
存

在
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
し
て
デ

カ
ル
ト
研
究
者
の
ア
ル
キ
エ
は
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
饗
宴
』
で
デ
カ
ル

ト
よ
り
巧
み
に
愛
の
統
一
を
確
立
し
た
、
と
指
摘
し
て
い
る（

11
（

。
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し
か
し
、
身
体
の
価
値
を
著
し
く
低
く
見
積
も
っ
た
プ
ラ
ト
ン
に

対
し
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
身
体
は
精
神
に
比
べ
て
劣
っ
て
は
い

る
も
の
の
、
独
自
の
価
値
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の

が
神
の
受
肉
や
化
体
に
よ
る
現
前
で
あ
り
、
受
肉
し
た
神
へ
の
愛
は

最
も
価
値
あ
る
愛
と
な
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
情
念
の
愛
は
、
知

的
な
愛
の
成
就
の
た
め
に
奉
仕
す
る
役
割
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
情
念
の
愛
は
、
心
身
合
一
に
と
っ
て
知
的
な
愛
に
伴
っ
て

必
然
的
に
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
人
間
的
な
価
値
の

あ
る
愛
で
あ
る
と
言
え
る
。
神
や
天
使
と
異
な
り
、
純
粋
に
精
神
的

存
在
で
は
な
い
人
間
は
、
精
神
と
身
体
の
二
つ
の
道
か
ら
愛
を
得
る

こ
と
の
で
き
る
、
あ
る
意
味
で
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
神
の
愛
と
人
間
的
な
愛
は
矛
盾
な
く
「
私
」
に
お
い
て
共
存

し
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
知
的
な
愛
と
情
念
の
愛
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

う
る
。
さ
ら
に
、「
私
」
は
愛
に
お
い
て
主
体
と
対
象
の
区
別
を
排

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
己
愛
さ
え
も
、「
私
」
が
結
び
つ
い
て
い

る
全
体
へ
の
愛
に
通
じ
て
お
り
、「
私
」
は
全
体
の
一
部
と
し
て
善

を
希
求
し
、
愛
す
る
の
で
あ
る
。

　

デ
カ
ル
ト
は
ス
ト
ア
派
と
も
異
な
り
、
情
念
を
「
ロ
ゴ
ス
に
反
す

る
（
し
た
が
っ
て
自
然
に
反
す
る
（
も
の
」
と
し
て
貶
め
る
こ
と
も

な
い（

11
（

。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
情
念
は
「
そ
の
自
然
本
性
上
、
す

べ
て
善
い
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
情
念
に
最
も
多
く
動
か
さ
れ
う

る
人
々
が
、
こ
の
生
の
甘
美
さ
を
最
も
多
く
味
わ
い
う
る（

11
（

」
こ
と

が
で
き
る
。
愛
す
る
の
は
「
考
え
る
私
」
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
以

上
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
愛
の
本
質
は
あ
く
ま
で
精
神
的
な
愛
に
存

し
て
い
る
。
し
か
し
、
精
神
的
な
愛
は
「
生
き
る
私
」
が
も
つ
身
体

に
も
作
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
情
念
の
愛
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ

て
、
神
へ
の
愛
は
「
私
」
の
精
神
と
身
体
に
お
い
て
矛
盾
な
く
実
現

す
る
の
で
あ
る
。
精
神
的
な
愛
と
情
念
の
愛
は
内
容
的
に
区
別
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、「
私
」
の
中
で
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
は
愛
を
文
字
通
り
全
身
全
霊
で
感
じ
、
心
と
体

で
十
全
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