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道
徳
が
行
為
の
官
覚
に
於
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
此
の
道
徳
的
自
覚
を
抽
象
化
ず
る
こ
と
な
く
反
省
把

握
す
る
こ
と
は
必
ず
L
も
容
易
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
我
々
の
反
省
に
は
、
知
性
の
対
象
化
と
論
理
的
抽
象
化
が
介
在
し
よ
う
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
然
る
に
道
徳
的
自
覚
は
本
来
主
体
的
行
為
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
.
れ
を
対
象
的
に
一
般
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
即

ち
行
為
的
自
覚
の
反
省
が
や
〉
も
す
れ
ば
知
性
の
静
止
化
に
禍
さ
れ
、
何
時
じ
か
生
命
的
な
自
覚
よ
り
逸
脱
し
た
知
の
構
想
に
陥
て
ゆ
く

傾
向
を
否
定
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
道
徳
の
内
容
は
個
人
意
識
の
所
産
で
は
な
く
、
所
謂
る
人
倫
社
会
の
基
盤
に
成
立
す
る

の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
主
休
的
自
覚
の
形
式
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
道
徳
と
し
て
の
本
質
的
性
格
が
存
す
る
の

で
あ
る
。
道
徳
は
そ
の
内
容
に
於
て
歴
史
的
で
あ
り
な
が
ら
、
げ
て
の
自
惜
の
形
式
に
於
て
は
永
遠
に
接
す
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
従
て

若
し
こ
れ
を
対
象
的
に
の
み
究
明
L
ょ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
真
伝
道
徳
的
な
る
も
の
ふ
生
命
を
失
う
た
影
像
の
認
識
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
倫
理
の
反
省
に
は
ど
こ
ま
で
も
実
践
的
な
自
覚
の
立
場
が
徹
底
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q

市
た
そ
れ
が
学
で
あ
る
為
に

ば
ロ
ゴ
ス
に
媒
介
さ
れ
た
認
識
を
要
求
す
る
。
自
覚
と
論
理
の
会
き
統
一
と
い
う
こ
と
が
道
徳
を
究
明
す
る
根
本
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
倫
理
学
の
精
織
を
極
め
な
が
ら
道
徳
の
沈
滞
無
力
と
い
う
傾
向
は
、
か
L
る
道
徳
究
明
の
場
を
無
意
識
裡
に
逸
脱
す
る
と
こ
ろ

巴
座
胎
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
汗
こ
L
に
我
々
は
道
徳
の
反
省
に
於
て
知
性
の
静
止
的
一
般
化
を
戒
め
、
生
き
た
自
覚
の
質
的
全
貌
を

慎
重
に
保
存
し
、
常
に
実
践
の
動
点
を
反
省
の
軸
と
す
る
こ
と
に
よ
り
，
生
き
た
倫
理
の
生
命
と
論
理
と
を
開
拓
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
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う
o 

か
L
る
立
場
か
ら
道
徳
の
主
体
的
自
覚
を
反
省
す
あ
と
き
、
道
徳
的
自
覚
は
決
じ
て
単
一
な
る
意
識
と

L
て
拍
象
し
得
る
も
の
で
は
な

く
、
常
に
豊
か
な
る
心
情
と
の
媒
介
的
関
係
に
於
て
展
開
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
L

に
心
情
と
は
生
命
的
な
の
mi

g
d円
で
あ
り
、
か
L

る
の
巾
H
H
H

去
を
離
れ
て
生
き
た
自
覚
は
成
立
し
な
4

い
こ
と
を
言
う
の
で
あ
石
。
一
台
寧
石
自
覚
も
の
は

5
2
も
一
見
に

広
き
全
体
的
な
精
神
の
側
面
と
し
て
理
解
さ
れ
、
か
L
る
全
体
的
な
精
神
が
「
こ
i

ふ
ろ
」
と
い
う
島
本
誌
に
よ
っ
て
よ
り
適
切
に
表
わ
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
我
々
は
生
き
た
「
こ
L
ろ
」
の
場
を
離
れ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
知
的
反
省
が
余
り
に
も
分
析
と

抽
象
と
を
好
ん
だ
結
来
、
理
性
や
情
意
や
自
覚
が
何
か
個
々
単
独
の
意
識
で
あ
る
か
の
よ
う
な
前
提
感
を
い
だ
か
せ
、
不
識
々
々
の
中
に

椿
神
の
分
割
主
義
に
陥
っ
て
肢
行
偏
践
の
人
間
形
成
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
な
か
ろ
う
か
A

分
析
は
常
に
綜
合
的
な
聯
関
の
上
に
果
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
今
か
t
h

る
綜
合
を
道
徳
に
於
て
成
就
す
る
も
の
は
即
ち
実
践
で
あ
る
叫
我
々
は
実
践
の
立
場
を
徹
底
す
る
こ

と
に
於
て
自
常
と
心
情
と
の
本
来
的
な
結
合
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
石
。
此
の
心
情
は
極
め
て
多
角
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
昨
惜

の
中
接
的
位
置
を
占
め
る
最
も
具
体
的
な
活
動
形
態
v

と
し
て
感
情
を
取
上
げ
る
乙
と
が
出
来
石
G
A
然
石
に
此
の
感
情
は
一
一
言
葉
以
前
な
る

「
こ
子
。
」
の
直
接
態
で
あ
り
、
徒
て
感
情
を
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
る
事
は
出
来
な
い
。
強
い
て
一
言
う
な
ら
ば
「
こ
L
ろ
」
の
主
体
的
な

実
動
形
態
と
b
・
う
外
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
あ
此
の
感
情
が
自
覚
を
生
命
化
す
る
位
置
に
主
づ
℃
い
る
の
で
芯
i

る。

さ
て
感
情
が
如
何
な
る
本
質
的
性
格
を
持
っ
か
と
言
う
に
の
m
E
E
と
い
う
言
葉
が
語
源
的
に
一
示
す
如
く
本
来
受
動
的
な
性
格
を
持
つ

こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
従
て
か
L
る
受
動
的
感
情
を
成
立
せ
し
め
る
能
動
的
根
拠
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
か
L
る
根
拠
は
経

験
的
感
覚
的
対
象
に
求
め
得
る
と
共
に
亦
先
験
的
叡
知
的
要
素
に
も
求
め
得
る
。
即
ち
感
情
は
感
覚
的
v

叡
知
的
な
ニ
つ
の
根
拠
の
上
に

成
立
し
得
る
二
重
性
を
有
す
る
も
の
で
ら
る
。
カ
ン
ト
は
前
者
を

350-omuny
な
根
拠
に
基
く
感
情
、
後
者
を
ゆ

B
E
u
n
r
に
惹
起

さ
れ
る
感
情
と
し
て
区
別
す
る
。
感
性
的
根
拠
に
基
く
白
山
口

D
-
r
r
g
o
n
E
E
は
主
観
の
欲
求
に
も
と
ず
く
対
象
と
の
関
係
に
於
て
成
立

ず
る
。
即
ち
対
象
と
欲
求
能
力
と
の
一
致
・
不
一
致
に
よ
る
快
・
不
快
と
し
て
現
れ
る
。
従
て
こ
れ
を
経
験
心
理
学
的
に
説
け
ば
、

「情



況
に
対
す
る
主
体
の
態
度
で
あ
り
、
親
近
反
般
の
価
値
づ
け
で
あ
る
」
と
屯
言
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
‘
此
れ
に
一
双
L
実
践
的
な
る

感
情
は
感
覚
的
欲
求
に
基
く
価
値
づ
け
で
は
な
ぐ
、
叡
知
的
な
る
精
神
が
人
格
の
法
則
と
し
て
対
自
化
さ
れ
る
と
き
、
此
れ
に
随
伴
相
即

し
て
高
揚
す
る
心
情
の
具
体
的
活
動
で
あ
る
。
市
ー
も
此
の
感
情
が
法
則
の
自
党
を
促
進
す
'
る
動
機
的
位
置
を
占
冶
舟
非
法
制
的
対
象
に
向

つ
て
は
嫌
悪
の
感
情
と
な
っ
て
排
除
の
作
用
を
果
す
。
こ
L
に
於
て
元
と
受
動
的
反
応
的
な
感
情
は
極
め
て
顕
著
な
積
極
性
を
実
現
す
る

の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
れ
を
卒
爾
に
見
る
と
あ
た
か
も
感
情
が
道
徳
的
精
神
の
根
幹
た
る
か
の
如
き
感
を
呈
し
、
遺
徳
的
精
神
の
全
体

を
支
血
統
卒
す
る
か
の
如
ぐ
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
索
漠
た
る
理
性
に
嫌
厭
た
る
偲
想
家
が
感
情
に
道
徳
の
生
命
を
吠
冶
ん
と
す
る
の
ゐ

査
し
故
な
し
と
し
な
い
。

か
L
る
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
所
謂
る
感
情
の
倫
理
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
D

そ
の
一
連
の
思
想
に
於
て
は
感
情
を
第
一

義
的
、
直
儲
的
な
も
の
と
考
え
、
そ
の
自
発
的
な
調
和
カ
に
道
徳
の
主
導
権
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
併
し
か
L
る
感
情
へ
の
一
方
的
信
頼

が
果
じ
で
維
持
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
感
情
の
倫
理
は
先
ず
此
の
点
の
反
省
を
必
要
と
す
る
。
感
情
の
倫
理
説
の
提
唱
者
と
し
て
我
々
は

先
づ
シ
ヤ
プ
ザ
ベ
リ

1
〕
〔

m
r
p
p巾
印
ゲ
ロ
弓
窓
口
ト
ロ
ロ
)
を
挙
げ
得
る
の
で
あ
る
が
、
伎
は
本
来
ぞ
川
ツ

y
r的
な
実
的
調
和
の
世
界
観
に

立
っ
た
の
で
φ

め
る
。
そ
の
主
眼
の
起
り
は
論
理
的
な
理
性
主
義
や
、
ホ

γ
プ
ス
流
の
利
己
主
義
に
対
す
る
反
接
に
存
し
た
か
の
よ

5
で
あ

(
註
、
二
即
ち
伎
は
独
立
な
る
道
徳
感
情
を
人
間
の
本
性
に
固
有
な
る
も
の
と
し
て
信
じ
、
こ
与
に
善
美
の
直
接
的
一
致
を
主
張

し
、
此
の
生
き
た
感
情
の
街
動
か
ら
道
徳
行
為
を
ヰ
か
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
査
し
意
識
的
体
系
的
に
感
情
を
以
て
道
徳
を
根
拠
づ
け
た

の
は
伎
を
以
て
塙
矢
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
伎
が
ご
つ
の
自
然
感
情
、
即
ち
自
己
の
満
足
を
求
め
る
自
己
感
情
(
印
巾
広
丸
町
内
円
片
山
O
D
}

と
他
人
の
幸
福
を
増
進
せ
ん
と
す
る
社
会
感
情
(
回
日
正
え
な
ロ
昨
日
。
る
と
の
平
衡
調
和
を
楽
天
的
に
信
℃
た
の
は
芸
術
的
で
あ
っ
た
と
言

い
う
る
。
而
し
て
か
ぶ
る
自
然
感
情
の
調
和
に
直
覚
的
な
称
讃
と
満
足
を
与
え
る
も
の
が
一
双
省
感
情
(
門
広
芯
比
話
丘
町
内
己
目
。
ロ
)
或
は
道

徳
官

(
S
O
B
-
m白
日
刊
〕
と
称
す
る
独
持
な
る
感
情
能
力
で
あ
る
。
此
の
独
持
な
る
感
官
に
よ
っ
て
菩
な
る
行
為

j

と
感
情
は
讃
突
促
進
さ

れ
、
乙
ふ
に
苦
笑
の
一
致
す
る
世
界
の
調
和
統
一
は
賢
ゐ
怠
れ
る
と
考
え
る
。
此
の
道
徳
一
官
時
も
と
よ
り
外
ゐ
界
の
刺
戟
に
よ
る
も
の
で
は

る。

8 
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な
て
純
粋
な
内
部
感
覧
会
巳
勾

un--ロ
回
目
)
で
あ
る
が
、
.
そ
れ
は
あ
く
ま
で
美
的
な
る
満
足
感
情
で
-
あ
り
、
詫
務
を
根
拠
づ
け
得
る
も

カ
で
は
な
か
っ
た
。
然
る
に
U

ヤ
プ
サ
ベ
ザ
ー
の
継
承
者
た
る
ハ
ザ
チ
ソ
ン
(
出
丘
ロ
吉
田
O
口
広
旨
ー
ロ
島
)
に
至
る
と
そ
の
学
説
は
興

味
あ
る
発
展
を
一
示
心
だ
い
る
。
即
ち
ハ

γ
チ
ツ
ン
は
シ
ヤ
ブ
グ
ペ
リ
ー
に
於
け
る
ニ
つ
の
自
然
感
情
中
、
社
会
感
情
に
責
点
を
置
き
、
こ

色
に

i

道
徳
の
基
調
を
求
め
・
た
。
而
し
て
此
の
感
情
(
博
愛
感
情
医
包
丘
町

2
巳
o
与
を
称
讃
し
、
こ
れ
に
満
足
を
感
ず
る
働
き
を
道
徳
宜

乞
称
し
た
の
で
あ
る
。
こ
与
に
自
愛
の
感
情
は
博
愛
感
情
の
手
段
と
な
り
、
た
ど
そ
の
附
属
物
と
な
る
に
至
る
。
而
し
て
此
の
博
愛
感
情

に
絶
対
価
値
を
附
与
す
る
根
源
を
道
徳
官
に
置
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
与
に
於
で
道
徳
官
は
正
し
く
統
制
的
機
能
(
吋
晶
己
主

O
P
E

Z
E
E
-
)
を
発
揮
し
、
シ
ヤ
フ

γ

ベ
リ
1
に
於
け
る
が
如
き
補
助
的
役
割
の
立
場
を
超
え
道
徳
を
維
持
成
立
せ
し
め
る
不
可
欠
，
な
る
要

素
と
な
る
に
去
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
単
な
る
感
情
に
、
統
制
や
従
属
せ
じ
め
る
能
力
を
与
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
既
に
か
L
る
機

能
を
発
揮
す
る
に
至
れ
ば
、
そ
れ
は
最
早
や
単
な
る
受
動
的
な
審
美
感
情
た
る
こ
と
を
超
え
、
感
情
を
支
え
感
情
を
動
か
す
も
の
に
移
行

し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
同
じ
く
感
情
の
倫
理
説
を
発
展
せ
し
め
た
パ
ト
ラ
I

(
回

5
-
a
H
S
N
l
H
a
N
)
に
至
る

と
そ
の
発
展
は
一
一
回
顕
著
と
な
る
。
即
ち
道
徳
官
よ
り
良
心
(
の

0
5円
山
口
門
司
)
が
登
場
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

つ
道
徳
観
を
継
承
し
F

つ
L
新
に
良
心
と
い
う
要
素
を
発
見
し
、
こ
れ
を
規
制
的
な
統
一
原
理
と
な
し
、
~
此
の
良
心
に
従
う
こ
と
こ
そ
人
間

の
よ
り
自
然
的
な
る
本
性
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
良
心
と
平
行
し
て
我
々
に
合
理
的
自
愛
(
円
R
E
S
H
S
-
2
0
4
4
の
働
き

あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
は
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
合
理
的
自
愛
と
は
盲
目
な
る
感
情
筒
動
に
左
右
さ
れ
ず
、
そ
れ
白
か
ら
を
規
制

ιて
真
の

幸
福
に
進
む
自
己
統
制
的
な
自
愛
能
力
で
あ
り
、
良
心
と
筒
突
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
そ
の
良
心
の
命
ず
る
義
務
と
完
全
に
一
一
致
す
る
も
刀

と
す
る
0

・
而
し
て
両
者
の
調
和
す
る
根
拠
を
伎
は
神
の
摂
理
に
求
め
、
良
心
・
を
内
な
る
神
の
戸
と
な
し
た
の
で
あ
っ
た
。
ご
し
ふ
に
於
て
明

か
な
如
く
彼
は
感
情
の
倫
理
説
を
継
承
発
展
し
な
が
ら
純
粋
な
感
情
の
域
に
止
ま
り
得
ず
プ
反
省
的
統
制
的
要
索
令
深
め
つ

x
何
時
し
か

理
性
的
要
素
に
接
す
る
良
心
に
達
せ
る
こ
と
は
興
味
あ
る
推
移
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
感
情
の
調
和
に
立

感
情
の
倫
理
説
が
道
徳
の
生
命
的
な
要
素
を
感
情
に
求
め
た
こ
と
は
尊
重
さ
る
べ
き
洞
察
で
あ
る
。
併
し
広
く
深
き
「
こ
じ
ふ
ろ
」
の
企



体
的
性
格
を
捨
て
て
心
情
の
部
分
を
生
命
の
原
理
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
部
分
的
立
場
が
必
然
に
そ
れ
白
か
ら
で
は
維
持
し
難
き

に
至
り
、
白
か
ら
を
支
え
る
相
関
的
要
素
を
自
己
の
縁
起
的
支
桂
と
し
て
要
求
し
来
れ
る
消
息
を
、
今
我
々
は
感
情
の
倫
理
説
の
推
移
発

展
の
上
に
徴
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

註、

mrp同
仲
何
回

Eq-

。『戸田円

pn時
白
ユ
注
目
門
的

O
同
居
p
p
p向
田
口
ロ
弓
師
"
。
回
目
ロ
円
。
ロ
♂
川
可
日
目
白
田

JEH巾

g
o門
担
日
目
注
目
〉
司
日
】
即
日

DmO町日回目
npHHrhHMVmD【

H
F
r
q山口
m
p
H何

n
-
H
H
H
H
a
R
H件
包
ロ
ロ
ロ
ロ

4
2
8
H芯
ロ
田
口
ロ
ロ

P
H
R白
日
目

E
B
o
g
-
z
r
r
n
g

困
、
叫
〕
己

一
戸
叶
由
。

感
情
が
道
徳
の
生
命
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
深
く
承
認
し
つ
L
感
情
が
単
独
孤
立
の
意
識
で
は
な
く
、
こ
L
あ
の
一
一
波
動
と
し
て
他

の
要
素
と
相
互
に
媒
介
表
裏
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
感
情
を
捉
え
て
直
に
道
徳
の
基
体
と
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
の
は
先
き
に
見
る

が
如
く
で
あ
る
。
又
若
し
感
情
を
主
体
と
し
て
道
徳
的
教
化
に
の
ぞ
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
強
く
警
告
し
た
よ
う
に
結
局
感
傷
的

空
想
的
な
必
を
一
時
的
に
昂
揚
沸
勝
せ
し
め
て
、
曹
を
夢
み
る
心
を
駆
立
て
る
に
終
る
‘
で
あ
ろ
う
。
(
註
、
一
一
)
、
又
単
な
る

J

感
情
は
必
ポ

感
覚
的
な
快
・
不
快
に
結
合
す
る
故
に
、
支
柱
な
ま
感
情
の
浮
動
性
は
多
分
に
精
神
的
快
楽
主
義
に
陥
る
危
険
を
苧
む
0

・
更
に
又
感
情
を

道
徳
の
直
接
原
理
と
す
る
こ
と
は
、
正
し
く
カ
ン
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
善
悪
の
原
理
を
経
験
的
な
対
象
概
念
の
上
に
求
め
る
と
い
う
古

来
」
般
の
学
説
の
陥
っ
た
道
を
辿
る
こ
と
与
な
り
、
真
に
普
通
的
な
先
験
的
原
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
こ
と
ふ
な
る
ロ
カ
ン
ト
の
所

詞
あ
コ
弐
ル
ニ
グ
ス
的
転
回
が
倫
理
の
上
に
要
求
さ
れ
る
の
は
こ
れ
が
為
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
善
悪
の
原
理
を
経
験
的
な
対
象
に
求
め

る
ど
ど
な
く
‘
否
対
象
的
経
験
的
な
る
要
素
を
悉
く
排
除
し
腿
遂
し
尽
く
し
て
純
粋
な
る
先
験
的
主
体
性
の
核
に
還
元
す
る
企
に
お
り
で

な
さ
れ
る
。
こ
L
に
発
見
さ
れ
る
の
が
純
粋
な
る
意
志
の
法
則
で
あ
り
、
こ
L
に
‘
カ
ン
ふ
が
実
践
理
性
'
の
'
パ
-
フ
ド
ザ
グ
ス
(
註
二
三
、
と

じ
で
提
示
じ
お
よ
う
な
善
悪
の
主
体
的
原
理
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
而
ー
も
・
一
度
び
と
の
よ
γ

つ
な
先
験
的
主
体
・
的
法
則
が
正
じ
て
い
門
主
観

5 



6 

の
具
体
的
生
命
の
上
に
発
動
す
る
と
き
、
そ
れ
は
最
平
均
、
法
則
之
い

51抽
象
態
を
脱
1ν

、
生
き
た
心
惜
の
設
勤
七
宍
な
る
精
神
・
の
実
劫
患
と

な
っ
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
一
度
び
排
除
さ
れ
た
感
情
的
要
素
は
そ
の
否
定
を
通
じ
て
再
び
純
粋
な
感
情
と
な
・
っ
て
不
可
避
的
に

先
験
的
法
則
に
結
合
す
る
。
法
則
の
具
体
的
発
動
は
決
し
て
感
情
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
カ
ン
小
が
一
度
び
感
情
右
排
除
宇
る

の
は
経
験
的
感
情
へ
の
固
執
を
払
う
為
で
あ
る
。
経
験
的
感
覚
に
執
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
人
間
存
在
を
現
象
の
中
に
封
じ
て
叡
知
的
本
性

を
見
失
な
わ
す
も
の
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
故
を
以
て
感
性
会
般
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
が
ば
亦
生
き
た
精
神
の
具
体
性
を
鎖
し
て
拍
一

象
の
法
則
に
凍
結
せ
し
め
る
も
の
と
な
る
。
こ
L
ろ
は
知
情
意
未
分
の
生
命
に
存
す
る
故
に
精
神
を
純
粋
に
還
元
す
る
こ
と
は
同
時
に
抽

象
的
分
離
よ
り
生
命
的
綜
合
へ
の
復
帰
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
法
則
の
具
体
的
発
動
は
必
ず
純
粋
な
る
感
情
を
媒
介
す
る
の
で
あ

り
、
こ
与
に
法
則
の
主
観
的
規
定
根
拠
(
日
与
守
宮
町
〈
母
国
g
巴

5
5
5
m日m
g
E
)
た
る
動
機
(
寸
広
島
町
白
色
町
円
)
の
問
題
が
開
け
る
の
で
あ

る。
主
観
的
規
定
根
拠
と
は
主
観
に
於
け
る
法
則
の
実
現
を
可
能
な
ら
し
め
る
心
的
根
拠
で
あ
り
、
そ
れ
が
即
ち
後
に
明
か
に
せ
ん
と
す
る

尊
敬
の
感
情
(
〉
ロ

Z
E
m
E
S
B
R丘町田口
r
g
の
g
R
)
に
外
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
法
則
が
正
し
く
主
観
に
史
取
ら
れ
る
と
き
の
札
口

情
で
あ
る
。
主
観
を
遊
離
し
た
客
観
の
法
則
は
た
ど
思
念
の
上
に
浮
べ
ら
れ
た
法
則
の
影
に
過
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
が
定
言
命
法
と
し
て
の

道
徳
法
則
含
説
く
場
合
、
単
に
法
則
を
抽
象
的
に
公
式
化
す
る
こ
と
な
く
常
に
仏
ロ
R
F
円
回
目
。
冨
自
由
5
0
と
い
う
慎
重
な
表
現
を
用
い
て

い
る
こ
と
は
既
に
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
(
註
)
四
)
冨
宮
古
四
即
ち
格
卒
、
と
は
主
観
に
於
け
る
意
欲
の
掠
哩
(
話
、
一
色
で
あ
り
、
こ
L

に
法
則
の
主
観
に
於
け
る
実
現
は
可
能
と
な
る
の
で
為
る
。
即
ち
此

ρ如
く
客
観
の
法
則
を
し
て
一
度
び
自
己
の
格
率
た
ら
し
め
る

〆ー、_. 
D 

回目ロ
F

N
号
富
良
宮
司
自

B
R
Zる
も
の
こ
そ
が
動
機
と
し
て
の
心
情
な
の
で
あ
る
。
(
註
、
六
)
カ
ン
ト
が
行
為
の
外
形
が
法
則
に
一

致
す
る
の
を
法
則
の
文
字
〈
切
口
与
え

PZ)
に
過
ぎ
ず
と
な
し
、
行
為
の
心
術
(
の
邑
ロ
ロ
g
m
)
に
於
て
法
則
の
生
命
(
の
広
三
)
を
強
調

す
る
の
は
此
の
消
息
を
語
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
故
に
客
観
的
規
定
根
拠
た
る
法
則
は
必
ず
「
そ
れ
自
体
が
常
に
閣
時
に
」

(}包
2
2
X
ロロ仏

m
g
N
P
-
E
D
N
S
E
o
w
r
)
十
分
な
る
主
観
に
於
け
る
規
定
根
拠
と
な
ら
ざ
る
を
得
ぬ
，
も
の
で
あ
る
。
(
話
、
七
)



た
ど
こ
与
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
主
観
的
規
定
根
拠
と
言
わ
れ
る
心
情
は
法
則
が
主
観
に
於
て
遵
奉
さ
・
れ
る
動
機
(
吟
門
戸
島
町
四
円

N

耳

目白同
0
日
開
ロ
ロ
肉
色
2
0
2
2
8凹
)
で
あ
り
、
動
機
た
る
感
情
が
法
則
を
主
観
に
粛
す
も
の
で
は
な
い
合
ぽ
宮
門
出
白
川
町
ユ
各
市
包
2
N
5
m
g
s

ロ
nrw色
丹
)
こ
と
で
あ
る
。
沼
し
感
情
が
道
徳
性
を
生
起
す
る
と
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
先
き
に
述
べ
た
感
情
の
倫
理
説
の
逸
脱
を
再
び
犯

す
も
の
と
な
る
。
客
観
的
根
拠
(
法
則
)
が
同
時
に
主
観
的
根
拠
(
動
機
)
で
あ
る
と
言
う
の
は
法
則
が
動
機
を
生
起
し
、
動
機
が
法
則

に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
動
機
の
単
独
な
る
先
行
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。
而
も
同
時
に
、
法
則
は
動
機
に
裏
付
け
ら
れ

て
よ
く
意
志
の
規
定
作
用
を
果
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
法
則
は
意
志
の
客
観
的
な
規
定
根
拠
(
剖
8
昨日

g
s
z口
開
局
ヨ
ロ
仏
)

で
あ
り
、
動
機
は
そ
の
法
則
が
京
志
を
規
定
す
る
仕
方

2
2
Z
5
5ロ
ロ
宮
旬
。
に
外
な
ら
な
い
o

而
し
て
こ
れ
に
ぶ
っ
て
法
引
の
主
観
に

於
け
る
発
動
が
可
能
と
な
る
故
に
、
動
機
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
心
か
く
て
動
機
を
先
行
せ
し
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同

様
、
法
則
が
心
情
よ
り
遊
離
し
て
独
存
す
る
も
の
と
考
え
る
の
は
、
客
観
的
法
則
の
名
の
下
に
、
法
則
を
抽
象
的
に
実
在
視
す
る
観
念
論

に
陥
る
も
め
と
一
苦
わ
ざ
る
を
得
ぬ
J

こ
斗
に
我
々
ほ
先
験
的
法
則
と
い
う
意
味
を
反
省
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ガ
J
i
r

が
第
一
批
判
に
於
て
、
「
認
識
は
経
験
と
共
に
始
ま
る

(
g
Z
Zロ
)
も
、
市
も
経
験
よ
り
起
る

(
g昨日匂円山口
mg)
の
で
は
な

い
」
{
註
、
入
}
五
言
え
る
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
壮
理
論
的
認
識
の
先
験
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
が
!
そ
の
場
合
先

験
的
乞
い
う
の
は
決
し
て
時
間
的
意
味
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
て
理
性
が
先
在
的
に
独
存
し
、
二
次
的
に
枇
の
盟
牲
が
鵠

性
的
直
観
と
結
び
つ
い
て
認
識
を
構
成
す
る
と
考
え
る
の
も
理
性
を
抽
象
的
に
存
在
調
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ

5
か
心
可
認
識
が
経
験
と

共
に
始
ま
る
」
と
は
単
に
時
間
的
同
時
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
と
い
う
具
体
的
な
場
を
離
れ
て
坦
性
は
そ
の
働
く
場
一
怖
を
持

た
ぬ
こ
と
世
后
う
の
で
あ
る
心
経
験
の
場
所
を
得
て
の
み
理
性
は
よ
く
理
性
と
し
て
の
先
験
的
抑
制
力
古
発
却
す
る
こ
と
が
凋
来
る
。
こ
叫

に
於
て
こ
そ
「
認
識
が
経
験
よ
り
起
る
の
で
は
な
い
」
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
な
る
消
息
を
実
践
理
性
の
土
け
い
も
長
省
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
る
。
も
と
よ
り
実
践
理
性
は
理
論
理
性
と
性
格
を
具
に
す
る
。
従
て
第
二
批
判
に
於
け
る
分
析
論
の
組
織
体
需

は
第
一
批
判
の
そ
れ
と
は
正
に
泡
で
あ
り

T
先
づ
原
則
の
確
立
か
ら
始
ま
勺
-
次
い
で
対
象
べ
の
適
用
た
る
概
念
に
及

σ、
最
後
工
感
牲

T 



に
下
っ
て
動
機
論
を
形
成
す
る
と
い
う
順
序
を
取
る
。
併
し
こ
れ
は
働
き
を
異
に
す
る
理
性
を
論
述
す
る
こ
と
に
基
く
必
被
的
相
違
で
あ

る
。
勿
論
実
践
理
性
は
感
性
と
本
質
を
具
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
存
在
的
に
も
遊
離
す
る
独
立
者
で
あ
る
な
ら
ば
、

何
故
そ
れ
が
感
性
に
影
響
し
て
動
機
と
な
る
か
は
全
く
不
可
解
な
問
題
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
そ
の
本
性
上
、
感
性
を
離
れ
る
こ

と
が
出
来
な
い
、
市
も
同
時
に
理
性
的
な
の
が
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
従
て
人
間
に
於
け
る
か
ぎ
り
実
践
理
性
は
感
性

を
離
れ
て
働
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
理
論
理
性
の
「
認
識
が
経
験
と
共
に
始
る
」
と
い
う
事
は
実
践
理
性
に
於
て
も
そ
の
内
容
を
異
に

じ
て
妥
当
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
理
論
理
性
は
外
な
る
対
象
に
向
い
、
実
践
理
性
は
内
な
る
意
志
に
向
う
。
一
は
対
象
的
な
認
識
に
闘

が
り
)
一
は
主
体
的
な
行
為
に
関
わ
る
。
前
者
は
直
観
を
質
料
と
し
、
後
者
は
感
情
を
動
機
と
す
る
。
而
も
こ
ぬ
場
合
十
前
者
に
於
て
?

，
「
認
識
が
経
験
よ
り
起
る
の
で
は
な
い
」
如
く
後
者
に
於
て
も
感
情
が
法
則
を
生
む
の
で
は
な
い
。
意
志
の
原
理
は
あ
く
ま
で
先
験
的
な

理
性
の
自
覚
民
基
く
の
で
あ
る
l

併
し
そ
れ
は
繰
返
し
て
言
う
ご
と
く
感
情
ど
無
関
係
と
い
ラ
意
味
で
は
な
い
。
否
法
則
の
意
志
規
定
は

感
性
の
参
与
と
共
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
更
に
又
人
聞
は
本
来
有
限
な
る
存
在
で
あ
り
、
か
L
る
存
在
は
そ
の
本
性
上
必
ず
し
も
客

観
的
な
法
則
に
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
都
防
を
持
つ
。
故
に
こ
の
・
よ
う
な
存
在
が
法
則
と
一
致
す
る
為
に
は
)
そ
の
惑
意
性
を
抑

制
し
て
法
則
に
立
ち
向
は
し
め
る
心
情
の
働
き
が
必
要
と
な
る
。
即
ち
此
の
点
か
ら
も
主
観
的
規
定
根
拠
た
る
ー
動
機
は
必
須
で
あ
る
ι
従

で
，
カ
ン
ト
も
言
う
如
く
、
そ
れ
・
白
か
ら
自
発
的
な
神
の
意
志
に
於
て
は
動
機
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
人
聞
に
於
て
は
此
の

動
機
を
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
法
則
が
尊
敬
と
な
り
‘
尊
敬
が
義
務
を
顕
わ
し
、
~
こ
の
義
務
の
意
識
に
よ
っ
て
の
み
人
聞
の

g 

魂
は
よ
く
道
徳
的
た
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
、
九

以
上
の
如
・
く
し
て
法
則
の
実
現
と
動
機
の
感
情
と
は
本
来
分
つ
事
の
出
来
な
い
一
体
の
実
践
的
事
実
で
あ
る
。
勿
論
カ
シ
ト
解
釈
と
し

て
は
動
機
論
を
以
て
、
道
徳
法
則
が
欲
求
能
力
や
心
情
に
及
ぼ
す
影
響
と
結
果
と
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
主
な
し
、
動
機
た
る
感
情
を

道
徳
法
実
現
の
条
件
と
し
理
性
顕
現
の
為
に
主
観
的
動
機
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
カ
ン
ト
の
意
図
に
非
ず
と
な
す
も
の
が
為
る
。

ム設、ー一

O
)

カ
ン
ト
の
論
述
が
前
者
に
親
し
き
と
こ
ろ
あ
る
は
認
め
得
る
も
、
後
者
の
意
味
が
含
ま
れ
て
お
ら
ぬ
と
す
る
事
が
果
し
て



真
に
カ
ン
ト
の
精
神
を
語
る
も
の
で
ら
ろ
う
か
。
否
後
者
に
こ
そ
カ
ン
ト
道
徳
の
基
盤
と
帰
趣
と
が
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン

ト
解
釈
の
問
題
は
暫
く
措
く
も
、
道
徳
に
於
け
る
理
性
を
心
情
よ
り
分
離
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
実
現
に
関
わ
ら
ぬ
法
則

自
体
と
い
う
如
き
は
空
虚
な
る
観
念
以
上
の
何
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
情
よ
り
法
則
を
抽
象
す
る
如
き
論
理
主
義
に
は
如
何
に
し
て
も
承

服
じ
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
分
析
に
よ
る
構
造
の
究
明
は
確
に
学
の
任
務
で
あ
り
、
然
も
そ
の
分
析
に
於
て
法
則
と
感
性
と
が
対
蹴
的
で
あ

る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
併
し
そ
れ
故
に
理
性
を
感
性
か
ら
絶
縁
す
る
理
由
と
は
な
ら
ぬ
。
客
観
的
な
る
法
則
と
主
観
的
な
る
感
情
は
確
に

両
極
的
で
お
り
な
が
ら
、
而
も
そ
の
両
極
的
な
る
故
に
こ
そ
却
て
両
者
が
生
き
た
内
的
盟
関
の
緊
張
統
一
を
成
就
し
て
い
る
の
が
実
践
的

わ
ゆ
併
が
手
県
で
あ
る
o

カ
ン
ト
は
此
の
事
実
を
卒
直
に
認
め
バ
寧
ろ
此
の
事
実
を
思
索
の
出
発
点
と
し
て
い
る
。
(
註
、
こ
)
分
析

は
事
実
の
構
造
を
静
止
的
に
抽
象
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
る
に
か
L
る
分
析
の
抽
象
態
を
本
質
の
位
置
に
ま
で
持
ち
来
し
、
法
則
が
独
存

じ
宅
こ
れ
が
三
次
的
に
感
性
に
適
用
さ
れ
道
徳
感
情
を
生
起
す
る
か
の
如
く
考
え
る
の
は
直
接
な
る
自
覚
の
事
実
を
緩
漫
な
形
式
の
論
理

に
置
き
換
え
る
弛
緩
し
た
反
省
の
所
産
で
あ
る
と
思
う
。
か
L
る
反
省
と
思
索
の
態
度
が
や
が
て
道
徳
を
抽
象
的
な
観
念
の
構
造
論
に
化

1
U
J

道
徳
の
生
命
を
額
廃
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
実
践
の
学
が
あ
く
ま
で
実
践
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
う
所
以
で
あ
る
。

話
、
二
関
門
戸
昨
日
付
品
目
門
司

pr片山田円
r
g
〈

2
ロ
ロ
ロ
吟
(
】
出
口

-
E
z
z
s
m
r
)
m・
M
M
回
目

-
s
u

設
、
一
一
一
関
・
仏
・
匂
・
〈

-
m
-
B
-
u
g
】
UhH円
白
血
口
円
。
ロ
《
山
内
町
民

m
p白
血
白
山
口
内
宮
市
町
内
ユ
巴
庁
内
宮
司

g
E
u
n
r
g
〈
四
百
ロ
ロ

3
・

錦
田
氏
『
実
践
智
学
研
究
」
一

O
六
頁

の
同
ロ
ロ
品
目
司
関
口
口
問

N
-
V一同・品

-m-(HVE--
回目

tH山
口
径
四
日
向
)
m
-
H
P

〉
守
口
巴
伺
即
日
比
白
山
口
}
同
宮
崎
町
吋
且
巾
ロ
ポ
ロ
ロ

gα
『同日間・

4
4担
曲
目
E
P

げ

g民
自
白
内
ロ
付

α口
口
市
"
と

ωor}内
宮
町
仏
訟
の
目
的

mHN
ロ
ロ
色
白

E
E岳
民

4
円
白
山
口
白
〉

n
r
zロ
加
呂
町

2
3
匂
門
担
伊
丹
目
的
円
日
回
目
。

a
a
N
-
g
p窓
口

註
、
四

註

主

公
司
]
戸
内
回
目
日

B
♂
平
ユ
ロ
刊

HHHmOHnrg
の

amHNm
句
。

-m凸

Nロ
HmURロ・

*]rp岡山
HHH同
町
田
仲
佐
伯
日
E
F
」巾

E
4
m
甲
山
口

Nqι
何回巧
o-ra-

9 

4
4

町一、ムハ

斗一目、七

阿川
-

L
・
匂
・
く
・

m
・。〔】

旧内・・色
-
H
w
・
〈
-

担

-
C
M
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話
、
入

同
ハ
・
《
同
・
同
】
・
〈
・

同
内
門
戸
昨
日
目
的
内
同
市
吋
叶
内
庁

ga〈
叩
『
ロ
ロ
ロ
ご

註
ゅ
九

註
、
一

O

註
、
一
一

(同

UEロ
・
回
一
宮
町

DHr己
内
)
回
目
ロ

-azロ四
・
目
・
人
F

・吋

m-
】
己
・
ロ
白
同
町
仲
良
内
向
山
口
N
{
市
山
内
ロ
ミ
師
三
日
ロ
白
閃

8
2・
4
h】
円
宮
色
町
内

m
2
-
m
g
D
g
-
u
n
r
-
L
E
a
-

n
p
H
-
m
g
E
m
p
同
日
己
円
山
吉
司
回
目
白
血
片
四
回
同

E
r
-
-
5
0
H

H内
・
品

-HU・
〈
・

m-
ま
"
〉
-
m
0
4
2《
四
月
口
当
日
門
口
町
門
広
島

g
o
gロ円
r
J
4
0
r
q
ι
S
E
c
s
-
H山町円
r刊
の
内
認
定
山
口
氏
ロ

r
巳
口
同
寸
円
山
内
午

町
内
弘
同
門
戸
げ
関
内
『
♂
目
白
口
円

H
Rロ
巧

g
-
m口
町
内
門
口
明
白
町
一
口
四
回

c
r
r白
山
田
ア
明
日
目
庄
の
問
自
由
同
問

J
4
W
E
P
目
玉
ロ
ユ

Pロ
N
E
N
向印刷

g
r
m
H
F
m
p

主
観
的
規
定
根
拠
と
し
て
の
動
機
の
反
省
を
一
史
に
進
め
る
た
め
に
は
、
先
ず
感
性
的
欲
求
部
力
の
理
解
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
欲
求

能
力
(
回
高
岳

2
3
m
Z
R
S
α
m
g
)
を
カ
γ

ト
の
言
葉
に
従
て
要
約
す
れ
ば
、
「
対
象
の
表
象
を
立
て
、
此
れ
を
実
現
す
る
能
力
」
で
あ

る
。
、
即
ち
そ
れ
は
表
象
能
力
と
対
象
実
現
能
力
と
の
こ
つ
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
対
象
の
表
象
作
用
が
伺
時
に
、
対
象
を
現
実
北
す
る
因

県
作
用
し
ι
結
び
つ
い
て
い
る
能
力
を
言
う
の
で
あ
る
。
か
L

る
「
欲
求
能
力
の
一
示
す
三
こ
ろ
に
従
て
行
動
す
る
能
力
が
生
命

(
F
与

g)」

で
あ
り
、
こ
の
「
生
命
の
主
観
的
条
件
と
し
て
の
欲
求
能
力
に
対
象
或
は
行
為
が
一
致
す
る
意
識
が
快

(
F
5乙
で
あ
る
」
之
定
義
さ
れ

る
。
{
註
¥
ご
乙
即
ち
快
・
不
快
の
感
情
は
対
象
或
は
行
為
と
欲
求
能
力
と
の
一
致
・
不
一
致
に
よ
っ
て
起
る
意
識
で
あ
り
、
此
の
快

・
不
快
と
い
う
主
観
と
の
直
接
関
係
に
よ
っ
て
欲
望
の
対
象
は
能
く
実
践
的
意
味
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
之
扶
・
不
快
の
感

情
と
い
グ
主
観
的
関
係
を
介
じ
で
欲
求
の
対
象
は
意
志
の
現
実
的
な
規
定
根
拠
と
な
る
。
か
L
る
主
観
的
関
係
を
容
れ
な
い
対
象
は
単
に

理
論
的
な
表
象
た
る
に
過
ぎ
な
か
。
こ
L

に
も
亦
抽
象
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
感
性
と
実
践
と
の
関
係
が
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

担
て
感
性
的
欲
求
能
力
は
傾
向
性

(
z
a
m
g
mむ
と
し
て
発
動
し
、
そ
の
全
体
的
満
足
が
自
己
幸
福
(
巴

m
m
s
o
E判
官
色
m
w
a
c
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
L

る
傾
向
性
の
捨
て
が
相
よ
っ
て
一
つ
の
強
力
な
流
と
な
り
、
性
鮮
と
な
っ
た
も
の
が

m己

tugsz

(
我
慾
)
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
而
し
で
此
の

m
z
n主
と
し
て
の
我
慾
が
具
体
的
に
は
同
日
常
己
ぽ
宮
(
我
愛
)
と

E
m
g
Eロ
}
丘
(
我
慢
}

臥
こ
つ
と
な
っ
て
働
く
の
で
あ
る
。
我
愛
と
は
カ
ン
ト
の
宕
葉
に
従
え
ば
、
主
観
的
個
人
的
な
感
性
的
欲
求
が
あ
た
か
も
我
々
の
会
直
我



を
形
成
す
る
か
の
如
く
何
も
の
に
も
先
さ
立
つ
尤
そ
の
要
求
を
主
張
し
、
自
己
を
意
志
一
般
の
規
定
根
拠
た
ら
じ
め
よ
う
と
す
る
動
向

、、

(出

gmv
に
名
づ
け
る
の
で
あ
石
。
市
し
て
此
の
我
愛
の
動
向
が
一
歩
進
ん
で
自
己
を
普
通
的
な
絶
対
原
理
と

L
て
肯
定
主
臨
す
あ
に

至
れ
ば
1

和
協
即
ち
感
性
我
に
根
ざ
す
郎
ゆ
と
い
う
状
態
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
(
註
v

一一一一
v
h
u
巳
宮
2
5
Z
に
始
ま
る
感
性
的
性
癖

の
発
動
が
常
に
必
ず
出
向
(
印
冊
目
σ日F

市
町
宮
る
と
い
う
限
定
の
上
に
成
立
し
、
我
を
欲
求
活
動
の
軸
と
し
基
体
と
じ
て
い
る
事
は
特
に
一
注
意

す
，
へ
ま
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
大
乗
仏
教
に
我
痴
・
動
見
・
我
慢
・
我
愛
の
四
つ
を
感
性
我
成
立
の
根
源
に
指
摘
し
て
い
る
(
設
、

一
回
)
こ
と
と
自
ら
軌
を
一
に
す
石
の
で
あ
る
が
、
ヵ
シ
ト
の
そ
れ
は
現
象
我
で
あ
る
に
対
し
、
仏
教
の
そ
れ
は
現
象
我
成
立
の
根
源
構

造
を
明
か
に
す
る
も
の
で
あ
ワ
・
我
痴
・
〈
無
明
)
ず
と
我
見
(
我
執
)
と
の
二
つ
が
一
史
に
加
え
ら
れ
て
い
る
ζ

と
は
示
唆
深
き
洞
察
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

，
以
上
の
如
ぎ
感
性
我
の
成
立
が
カ
ン

F
に
於
て
は
‘
「
注
則
に
先
立
つ
我
の
価
値
づ
け
」
(
由
巳
宮
昨
日
岳
山
洋
N

ロロ

mw
告白
J
円

R
a
2
d
H】
四
円
'

包

H
U
2
5
B
5
m
gぽ
含
宮
田
町
三
ロ
ロ
伊
豆
の
8
2
N目

4
2
r
q
m
S
S
)
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
む
然
る
に
か

L
る
感
性
我
の

m
m一
宮
寸

R
E仲

N
E
m
が
純
粋
普
通
を
そ
の
本
性
と
す
る
法
則
の
自
叫
ん
と
背
反
矛
盾
す
る
こ
と
は
蓋
し
必
然
と
一
吾
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
但
し
此

の
関
係
は
党
在
す
る
法
則
的
自
己
に
対
し
て
属
性
的
自
己
が
否
定
的
に
対
立
を
起
す
と
い
う
の
で
は
な
く
、
却
て
法
則
の
良
質
は
非
法
則

的
な
自
己
の
否
定
を
介
し
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
感
性
的
自
己
を
否
定
契
機
と

L
で
法
則
的
且
己
が
意
識
さ
れ
石
事
を

言
う
の
で
あ
る
。
法
則
的
自
己
と
は
法
郎
に
一
致
す
る
ご
と
を
欲
求
す
る
自
己
ゆ
能
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
広
き
意
味
に
於
け
る
欲
求

能
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
カ
ー
ト
は
感
性
的
欲
求
能
力
を
低
次
の
欲
求
能
力

2
5
己
主
2
2
岡
市
関
岳
2
品
目
芯
叶
昆
α
m
g
)
と

言
い
、
こ
れ
に
対
し
て
法
則
的
自
己
の
能
力
を
高
次
の
欲
求
能
力

2
g
o宮
町
内
叫
国
持
昏
芸
ロ
閃
U
4
2
B
α
m町
内
口
)
と
称
じ
て
い
る
。
じ
か
し

そ
れ
は
単
な
る
高
低
の
町
で
は
な
く
J

相
互
に
否
定
的
に
対
立
す
石
よ
う
な
欲
求
能
方
の
二
重
性
と

L
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

f

ら
な

い
。
、
而
し
て
此
の
二
重
性
の
対
立
緊
張
の
上
に
こ
そ
動
機
と
し
て
の
心
術

M

即
ち
法
則
に
対
す
る
尊
敬
(
〉
岳
苫
口
問
)
ャ
義
務
に
対
す
忍

即
ち
此
む
心
術
に
於
け
る
門
的
否
定
関
係
は
、
・
先
ず
法
則
的
自
己
が
侮
動
的
な
和
野
を

，11 

畏
敬
(
出

FER-HH)
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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法
則
に
一
致
せ
し
む
べ
く
制
限
守
山
口
日

nrmH口
同
町
与
す
る
と
共
に
、
虚
妄
な
る
価
値
傍
称
た
る
我
慢
を
打
破
(
ロ
日
注
目

anzpmg)
せ
ん

と
じ
て
働
く
の
で
あ
る
。
傾
向
性
は
す
べ
て
感
覚
的
感
性
に
基
い
て
成
立
じ
て
い
る
の
・
で
あ
る
か
ら
、
此
の
如
く
傾
向
性
が
制
限
或
は
否

定
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
感
覚
的
な
感
情
に
不
快
を
費
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
法
則
が
感
覚
的
感
情
に
影
響
を
及
ぼ
す
唯
一
の
場
合
で
あ
り
、

こ
れ
が
感
性
に
対
す
る
法
則
の
消
極
的
作
用
(
ロ
a
p
Z
4
0
巧
志
向

gm)
と
名
づ
け
ら
れ
る
ロ
即
ち
我
愛
が
制
限
さ
れ
我
慢
が
否
定
さ
れ

る
苦
痛
感

(
m
n
r
s
o
R
)
が
と
れ
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
如
さ
感
性
我
の
否
定
を
媒
介
と
じ
て
法
則
実
現
へ
の
道
が
聞
か
れ
る
。
即
ち
感

賞
的
不
快
と
じ
て
象
徴
さ
れ
る
感
性
我
の
否
定
は
‘
そ
の
ま
L
普
遍
的
な
法
則
の
障
害
の
除
去
を
意
味
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
か
ら
?

そ
れ
は
同
時
に
法
則
の
積
極
的
活
動
を
一
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
L
に
法
則
の
積
極
的
側
面
が
聞
か
れ
、
法
則
に
対
す
る
尊
敬
が
喚
起

さ
れ
る
と
共
に
、
理
性
的
自
己
の
高
揚
感
(
出
『

Z
E口
問
)
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
一
勿
論
寸
法
則
に
よ
っ

τ記
さ
れ
る
消
極
的
な
感
覚
感

情
と
積
極
的
な
道
徳
感
情
と
は
叙
述
す
る
如
き
時
間
的
前
後
を
以
て
起
る
の
で
は
な
く
。
両
者
は
相
互
表
裏
的
な
関
係
に
き
b
成
立
す
る

実
践
的
な
感
情
で
あ
る
。
即
ち
感
性
我
を
否
定
契
機
と
し
て
法
則
的
自
己
が
自
覚
さ
れ
、
法
則
の
自
覚
に
よ
っ
て
感
性
的
自
己
の
否
定
と
不

快
が
起
り
、
こ
れ
を
介
し
て
法
則
に
対
ー
す
る
積
極
的
感
情
が
喚
起
さ
れ
、
更
に
か
L
る
積
極
的
根
拠
に
反
照
さ
れ
て
非
法
則
的
自
己
の
白
。

己
認
識

(
m
m
F印
丹

市

長

gロ
宮
町
)
た
る
謙
虚
が
現
れ
る
。
か
L
る
謙
虚
は
単
な
る
感
性
我
の
否
定
に
よ
る
感
覚
的
消
根
的
な
る
屈
辱
的
卑

下
感
に
止
ま
ら
ず
、
積
極
的
な
知
的
卑
下
(
山
口
片
品
目
-
四
百

5
5
〈

mgnzg閃
)
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。
か
く
て
道
徳
の
卑
下
に

も
叉
二
面
性
が
存
し
1
h

こ
れ
に
よ
っ
て
実
践
的
緊
張
は
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
の
如
(
道
徳
感
情
に
は
交
錯
ヤ
る
複
雑
性
が
存
す
る
の
巧
あ
る
が
、
こ
れ
を
要
す
る
に
そ
の
感
情
の
積
極
性
は
常
に
感
性
我
の
否
定

を
介
じ
て
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
カ
ン
ト
は
、
「
法
則
が
傾
向
性
の
妨
害
作
用
を
斥
け
で
尊
敬
の
感
情
を
起
す
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
む
限
り
そ
の
感
情
は
積
投
的
で
は
あ
る
が
、
臨
掛
跡
公
正
吉
宮
〉
な
感
情
で
あ
る
」
(
註
、
一
吾
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
L
に

間
接
的
と
は
法
則
に
』
基
く
感
情
が
単
独
一
方
的
に
起
る
の
で
は
な
く
1

常
に
理
性
的
存
在
者
の
二
重
性
に
根
拠
し
て
生
ず
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
?
そ
れ
は
感
性
的
感
情
が
一
度
場
所
的
に
昼
無
化
さ
れ
て
後
)
法
則
に
対
す
る
感
情
が
そ
の
後
を
占
め
て
起
る
と
い
う



の
で
は
な
ぐ
、
感
性
的
自
己
の
否
定
と
い
う
作
用
を
介
し
て
常
に
対
立
的
に
成
立
す
る
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
‘
従
て
尊
敬
の
感
情
は

元
よ
り
法
則
に
根
拠
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
感
賞
的
な
感
情
と
法
則
に
対
ナ
る
理
性
的
な
感
情
と
の
微
妙
な
る
対
立
関
係
が

交
錯
的
に
織
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
尊
敬
は
理
性
的
存
在
者
が
法
則
に
ょ
せ
る
自
発
的
感
情
で
あ
る
が
、
市
も
そ
れ
は
一
方
、
感

性
の
触
発
を
脱
し
得
な
い
理
性
的
存
在
に
と
っ
て
は
「
不
承
不
承
に
従

5
」
{
註
、
二
ハ
)
と
い
う
強
制
を
も
脱
却
し
得
た
い
も
の
で
あ

る
0

・
而
も
同
時
に
そ
れ
は
単
な
る
強
制
の
不
快
の
み
で
は
な
く
、
法
則
の
崇
高
を
仰
い
で
塊
の
高
め
ら
れ
る
よ
ろ
こ
び
を
感
ず
る
も
の
で

も
あ
る
。
〈
註
、
一
七
γ
か
く
の
如
ぐ
複
雑
に
緊
接
し
た
感
情
の
全
体
が
尊
敬
を
す
(
点
と
し
て
動
機
の
佼
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
己
与
に
我

次
は
更
に
進
ん
で
尊
白
敬
の
感
情
が
感
情
と
し
て
如
何
な
る
本
質
的
構
造
を
持
つ
も
の
か
を
反
省
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

註
、
一
広

内・
ι

-

H

V

・
く
・
師

-
E
L同-

M

内
・
仏
・
唱
・
〈
-
-
m
・
3

『
成
噌
識
論
』
第
四
、
授
の
根
源
た
る
第
七
米
那
韻

(
g
p
ロ
科
目
)
が
我
痴
・
我
見
・
我
慢
・
我
愛
の
四
つ
の
根
本
煩
悩
と
常

に
相
応
ず
る
こ
と
を
説
く
。

同
内
・
向
日
・
匂
・
く
・
同
-
H
C
M

内・

ι
・，H
V

，・
J
1
・

切
開

a
g
gロ
ロ
間
同
口
出

E
品目
E

口問

S
L
o
E関
内
門
口
町
三
四
回
目
何
回
巴
n
v
m
g
n
r
§
g
B由
同

g

凹

-
H
o
p
t
〉
円

F
Z口間同
D
E
R
件
全
自
国
内
同
0

日
間
ロ
ロ
回
会
山
凶
の
8
2
N
m
p
c
r回目白山口同
H

回目白ロロ明白門口刊関向日
nr山内戸。

m
-
H
O
A世
.

註註註

四三二

註
市
一
六

設
-
一
七

同内・

ι・H
V

・く・

目・】
O
H

四

13 

'
尊
敬
の
客
観
的
根
拠
は
言
う
ま
で
も
な
く
道
徳
法
則
に
存
す
る
が
、
そ
の
主
観
に
於
け
る
根
拠
は
法
則
を
自
覚
す
る
理
性
的
自
己
に
存

す
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
市
も
そ
-
れ
は
理
性
的
な
自
己
が
純
粋
な
法
則
の
絶
対
価
値
を
仰
ぐ
感
情
で
あ
っ
て
、
法
則
を
直
に
己
の
所
有



14 

と
す
る
意
識
で
は
な
い
。
即
ち
尊
敬
は
低
き
位
置
か
ら
高
ぎ
光
を
仰
ぐ
と
き
の
心
情
で
あ
っ
て
パ
カ
ン
ト
が
「
我
々
の
頭
上
位
酌
い
勘
九
い

法
則
を
仰
.
く
と
き
法
則
の
崇
高
さ
は
見
飽
く
と
き
が
な
い
」
(
註
、
一
入
)
と
言
え
石
所
以
で
あ
お
。
法
則
と
位
を
同
じ
く
す
る
自
己
な

ら
ば
尊
敬
は
消
滅
す
る
外
は
な
い
。
感
性
的
自
己
を
否
定
す
る
理
性
的
自
己
は
法
則
を
仰
ぎ
つ
L
そ
れ
白
か
ら
の
両
足
は
な
ほ
感
性
的
自

己
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
性
的
自
己
を
否
注
し
な
が
ら
、
そ
の
感
性
的
自
己
を
離
脱
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
理
性
的
自
己
の
本

質
的
性
格
が
存
ず
る
o
，
即
も
尊
敬
の
感
情
は
一
方
が
他
方
を
減
却
し
尽
く
す
こ
と
の
出
来
な
い
両
極
的
自
己
の
緊
張
関
係
に
成
立
す
る
の

で
あ
り
、
従
て
そ
の
無
限
な
る
緊
張
が
達
し
件
ざ
る
永
遠
な
石
理
想
へ
の
努
方

(
g
m
R
a
n
r
r吟
由
民

n
F
5
5片
岡
市
日
常
各

E
m
)
と
し

て
象
徴
さ
れ
る
a

丸
ン
ト
に
於
て
は
そ
れ
が
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
道
徳
的
教
説
で
あ
ら
、
神
と
際
λ
の
愛
べ
の
命
令
と
し
て
特
徴

づ
け
ら
れ
る
。
こ
ふ
に
所
語
る
カ
ン
ト
の
理
想
主
義
的
精
神
の
確
立
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
達
し
得
ざ
る
が
故
に
こ
そ
理
想
は
光
を
放
つ

の
で
あ
る
。
法
則
に
な
り
ぎ
り
停
な
い
自
己
な
れ
ば
こ
そ
努
力
せ
ず
に
は
お
れ
ぬ
の
で
あ
り
、
不
可
能
な
る
が
扶
に
断
念
す
る
と
い
う
の

は
実
践
を
脱
し
た
悟
怯
の
立
場
に
外
な
ら
な
い
Q

か
L
る
理
想
、
E
義
的
精
神
に
於
け
る
道
徳
的
状
態
即
ち
徳

(12mg仏
)
は
カ
ン
ト
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
「
闘
い
つ

e

つ
け
る
道
徳
的

心
術
」

(
S
O
B
-一
回
忌
口
の

g
山口ロロロ
m
百
円
P
5
1
m〉
で
あ
る
。
市
も
此
の
状
態
を
措
い
て
尊
敬
の
感
情
は
成
り
立
つ
場
所
を
持
た
ぬ
。

か
l
i

る
道
徳
心
位
置
(
砕
丘
与
を
忘
れ
て
、
法
則
と
官
己
が
直
に
一
勺
で
あ
石
か
心
よ
う
な
‘
丈
ぽ
法
府
と
一
つ
に
成
か
得
る
か
の
様

な
思
い
を
抱
く
の
は
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
限
界
を
踏
越
え
る
道
徳
的
妄
想
(
ョ
。
E
E
n
z
m
n
r
d司

rs丘
四
日
〉
で
あ
石
q.

法
則
と
一
つ

に
な
り
き
り
得
る
の
は
神
聖
性
(
出
島
町
宮
町
)
の
状
態
で
あ
っ
て
)
そ
れ
は
人
間
界
に
於
け
る
事
態
で
は
な
い
。
而
も
我
々
は
地
上
の

倫
理
的
教
説
が
如
何
に
多
く
此
の
如
き
妄
想
の
上
に
立
て
ら
れ
た
か
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
た
父
一
時
の
昼
想
的
道
徳
に

終
る
外
は
な
い
。

併
し
以
上
の
よ
う
な
理
想
主
義
的
精
神
に
立
脚
す
る
道
徳
感
情
が
如
何
な
る
根
本
性
格
に
立
っ
か
を
我
々
は
更
に
反
省
し
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
か
L
る
感
情
を
基
礎
付
け
て
い
る
自
覚
は
如
何
な
る
構
造
を
持
つ
の
で
あ
る
う
か
。
感
陸
的
欲
求
と
道
徳
的
法
則
の
対



"-5 

立
は
、
-
と
り
も
な
お
さ
ず
感
性
的
自
己
と
法
則
的
自
己
と
の
自
覚
対
立
で
あ
る
?
即
ち
そ
れ
は
一
つ
の
自
己
な
る
自
覚
の
倫
理
的
な

分
裂
構
造
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
感
性
的
自
己
と
い
う
の
も
単
な
る
無
意
識
的
簡
勤
と
し
七
意
味
あ
る
の
で
は
な
く
、
我
愛
、
我
慢
と
し
て

働
く
何
等
か
積
極
的
な
自
覚
形
態
と
し
て
倫
理
的
な
否
定
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
法
則
的
自
己
と
言
う
の
も
法
則
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
法
則
を
仰
ぎ
法
則
に
服
従
す
ベ
会
自
己
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
為
る
ι
此
の
自
己
と
い
う
限
定
を
も
っ
共
通
な
自
賞

の
地
盤
に
於
て
こ
そ
両
者
は
能
く
相
互
に
否
定
緊
張
の
関
係
を
成
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
先
に
闘
争
状
態
と
七
て
特
徴
づ
け
ち
れ
た

如
く
)
相
互
に
否
定
心
尽
す
こ
と
が
出
来
ず
し
て
市
も
無
限
に
対
立
抗
争
す
る
こ
者
で
あ
る
泊
こ
ふ
に
成
り
立
一
つ
尊
敬
の
感
情
だ
あ
る
事

を
思
え
ば
、
そ
の
感
情
に
内
在
す
る
性
格
も
亦
白
か
ら
閉
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
心
即
ぢ
尊
敬
の
感
情
は
従
わ
ざ
る
も
の
に
従
う
こ
と
を
要

求
オ
る
強
制
〔
Z
O昨
日
関
口
口

m
u
N
4
4
g
m
)
を
不
可
避
な
る
制
約
と
し
て
立
つ
の
で
あ
る
。
従
て
そ
の
強
制
を
感
性
的
自
己
が
尊
敬
の
重
荷

(
H
L
E
件
広
巾
?
〉

n
F
2
2
m
)
と
し
て
感
じ
1

こ
れ
よ
り
逃
避
せ
ん
之
す
る
傾
向
が
無
意
識
の
中
に
誘
発
さ
れ
る
叫
即
ち
限
り
な
く
自
己
の
無

価
値
を
厳
し
く
押
し
つ
け
来
る
法
則
の
威
圧
を
カ
ン
ト
が
'
「
威
嚇
的
尊
敬
」
官
官
n
y
H
m
n
宮
Z
m
〉
n
r
z
お
)
(
註
ゅ
一
九
)
と
表
現
せ

る
L
と
は
感
性
的
自
己
の
感
情
と
し
て
ま
こ
と
に
適
切
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i

従
て
此
の
恐
ろ
し
き
尊
敬
か
ら
逃
れ
必
う
と
す
る

衝
動
が
起
る
こ
と
も
必
然
で
あ
る
。
こ
与
に
尊
敬
に
掴
綿
す
る
所
謂
る
敬
遠
の
感
情
が
道
徳
的
立
場
に
は
拭
い
難
き
も
の
と
な
る
ゆ

i

尊
敬

し
つ
♂
L
も
厳
し
く
迫
る
庄
迫
感
は
岳
民
寄
与
B
g
-
-
o
m
n
r
g
(畏
敬
に
み
ち
た
怖
れ
)
之
い
う
言
葉
に
も
よ
く
震
わ
さ
れ
℃
い
る
心
法

則
へ
の
尊
敬
が
同
時
に
法
則
よ
り
の
逃
避
を
誘
発
す
る
こ
と
は
)
尊
敬
が
全
体
的
自
己
の
分
裂
を
克
服
心
得
て
お
ら
ぬ
が
為
之
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
ο

こ
ふ
よ
り
種
々
な
る
道
徳
的
矛
盾
が
屈
胎
?
る
の
で
あ
る
屯
即
ち
ゅ
V
-
J
-か
指
摘
せ
る
去
ろ
に
他
の
道
徳
的
入
格
に
去
っ
て

自
己
に
惹
起
さ
れ
た
屈
辱
感
を
償
う
た
め
内
そ
の
人
格
の
欠
陥
汚
点
を
発
見
せ
7

ん
と
す
る
心
が
起
る
心
殊
に
そ
の
人
格
の
実
例
が
β

余
り
に

も
高
く
及
び
離
さ
と
き
、
そ
の
入
格
が
た
と
え
故
火
た
り
と
も
か
は
A

る
詮
索
-V
一
家
る
こ
と
を
避
け
得
な
い
。
「
道
徳
法
則
の
崇
高
な
る
威

厳
芯
え
も
?
こ
れ
に
対
す
る
尊
敬
を
担
ま
ん
と
す
る
心
の
策
動
を
避
け
得
な
い
」
(
註
、
二
O
)

の
で
あ
忍
。
或
は
又
道
徳
法
則
を
傾
向
.

牲
の
水
準
に
引
市
げ
咋
直
己
mu
便
宜
に
都
合
よ
ふ
c
教
た
ら
七
め
rw
之
心
、
設
は
文
か
ぶ
る
ゆ
り
環
勤
が
組
閣
牲
の
論
理
を
働
か
し
採
る
返
さ



感
性
的
欲
求
し
芯
弁
護
し
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
企
と
も
な
っ
之
現
れ
る
J

此
等
す
べ
て
は
た
ど
自
己
の
無
価
値
を
一
方
的
に
迫
る
尊
敬
か

ら
逃
避
せ
ん
と
す
る
混
作
用
に
外
な
ら
な
い
。

か
L
る
離
反
的
作
用
が
尊
敬
か
ら
誘
発
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
更
に
そ
の
主
観
に
於
け
る
根
拠
た
る
理
性
的
自
己
の
内
面
に
・
も
我
々
は

深
き
矛
盾
を
発
見
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
o
h

法
則
の
自
覚
が
同
時
に
道
徳
的
自
己
の
自
覚
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
は
言
万
一
ま
で
も
な

い
。
自
己
な
く
し
て
責
任
や
後
悔
の
意
識
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
自
己
が
自
己
の
自
由
に
よ
っ
て
法
則
を
宍
践
す
べ
き
も

の
と
自
賞
す
る
故
に
こ
そ
責
任
を
感
じ
、
こ
れ
を
呆
さ
ざ
る
と
き
自
責
と
後
悔
と
を
覚
え
る

J

円
然
る
に
此
の
よ
う
な
自
己

ρ
意
識
が
純
粋

に
普
遍
的
企
体
を
要
求
す
る
道
徳
的
精
神
を
裏
切
る
も
の
と
な
る
。
昌
己
に
立
脚
す
る
一
法
則
へ
の
努
力
が
そ
の
成
果
に
於
て
何
等
か
百
己

の
功
績
的
評
価
を
要
求
す
る
の
は
査
し
自
然
だ
あ
ろ
う
。
こ
し
ぶ
に
必
然
に
道
徳
的
自
負
の
感
情
が
現
れ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
而
本
こ

れ
は
法
則
の
絶
品
川
価
値
以
外
に
こ
れ
に
先
き
ん
ず
る
何
も
の
を
も
認
め
ぬ
尊
敬
の
理
念
と
は
相
容
れ
な
い
。
法
則
へ
の
努
力
の
一
歩
が
、

法
則
に
背
反
す
る
一
一
歩
を
生
む
の
で
あ
る
。
こ
し
由
に
.
理
性
は
白
が
ら
の
中
ー
に
実
践
的
矛
盾
に
陥
る
。
自
己
の
努
力
の
中
か
ら
自
己
の
目
標

を
裏
切
る
も
の
'
が
現
れ
る
。
世
界
の
中
に
於
丈
も
外
に
於
で
込
唯
}
の
菩
と
言
は
れ
る
善
意
志
も
具
体
的
に
は
白
か
ら
を
維
持
し
得
ざ
る

に
至
る
の
で
も
あ
る
。

16 

こ
れ
を
要
す
る
に
尊
敬
の
感
情
に
立
つ
道
徳
状
態
は
1

全
体
の
摂
取
的
統
一
を
も
ち
得
ぬ
二
元
的
自
己
の
対
立
関
係
に
於
て
成
立
す
る

の
で
ゆ
め
り
、
そ
れ
は
必
然
に
そ
の
内
的
矛
盾
を
止
揚
す
る
転
換
を
要
求
し
で
止
ま
な
い
。
れ
内
自
己
に
於
て
摂
取
的
統
一
を
持
ち
得
ぬ
一
方

的
否
定
の
理
性
的
自
己
は
、
又
外
他
者
に
対
し
で
も
自
己
を
固
定
的
に
主
躍
す
る
を
以
て
純
粋
と
考
え
る
如
き
意
識
態
度
を
必
然
的
に
招

来
じ
、
こ
L
広
道
徳
的
酌
臥
一
と
も
称
ナ
ベ
さ
精
神
態
度
を
現
出
す
る
に
至
る
。
内
な
る
闘
争
状
態
は
そ
り
ま
L
t
m
h
h
跡
争
齢
島
と
な
る

の
で
あ
る
。
か
L
る
精
神
の
態
度
は
そ
の
理
想
‘
と
す
る
世
界
観
の
如
何
に
が
L
わ
ら
ず
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
。
併
じ
か
L
る
理
性
我
に

立
つ
道
徳
状
態
は
、
摂
取
的
全
体
統
一
を
も
ち
得
ぬ
自
己
の
内
外
に
泣
る
矛
盾
分
裂
の
故
に
遂
に
白
か
ら
を
引
き
裂
か
ざ
る
を
得
ぬ
と
い

う
羽
旬
に
立
至
る
0

・
而
も
引
き
裂
か
る
べ
・
き
運
命
の
下
に
あ
り
な
が
ら
、
'
な
お
そ
れ
を
某
し
得
ず
、
永
遠
の
闘
争
に
止
ま
っ
て
苦
闘
す
る



の
が
悲
壮
な
る
道
徳
精
神
の
状
態
で
あ
る
。
か
L
る
道
徳
的
状
態
の
突
破
超
出
に
こ
そ
道
徳
的
感
情
の
必
然
的
な
帰
趣
は
存
し
な
け
れ
ば

内
ム
、
コ
F
h
a

、。

チ
'pr，
φ
d
'
u

註
・
一
入

註
、
一
六

P守 P守
口‘巳a

'功、'甘

くく

巴~.

..... い・4

o 0 
o 炉“

〉

VMnzsrg円
山
町
〉

nrg口
問
w

《ロ伺ロロ日ロロ師向
8
d
D
d〈
出
円
公
開
宮
山
仲
臼
O

間
同
月
品
目
4
0岳
山
即
日

F

註
、
二

O

同・

ι・
-
Y

〈・

m-Mg

五

理
性
主
義
的
精
神
の
道
徳
状
態
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
み
る
如
く
、
そ
れ
白
か
ら
の
維
持
完
成
の
為
に
所
謂
る
理
性
宗
教
へ
の
発
展
を
必

然
的
に
招
来
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
理
性
意
志
の
上
に
成
立
す
る
理
性
信
仰
〈
〈
四
百
ロ
民
高
宮
与
叩
)
で
あ
り
、
道
徳
的
理
想
実
現
の
根
拠

と
し
て
要
請
さ
れ
る
宗
教
で
あ
る
。
か
L
る
位
置
に
於
け
る
宗
教
に
ゐ
つ
て
は
、
そ
れ
が
道
徳
の
転
換
超
出
で
は
な
く
、
飽
ま
で
道
徳
の

維
持
完
成
で
あ
り
、
宗
教
が
道
徳
の
附
帯
的
位
置
を
脱
却
し
得
ぬ
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
理
性
的
自
賞
の
分
裂
性

と
そ
れ
に
基
く
感
情
の
逼
迫
性
と
を
真
に
止
揚
和
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
の
矛
盾
と
破
滅
と
を
防
止
す
る
も
の
に
外
な
ら
な

い
。
カ
ン
ト
は
晩
年
の
、
『
宗
教
諭
』
(
話
、
一
一
一
)
に
於
て
、
批
判
書
に
於
け
る
宗
教
諭
よ
り
剖
白
す
べ
き
前
進
を
示
し
て
は
い
る
が
、
併

し
猶
ほ
理
性
の
圏
内
を
脱
す
る
も
の
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
道
徳
を
根
拠
と
す
る
宗
教
の
位
置
が
転
ぜ
ら
れ
、
宗
教
が
却

て
道
徳
を
実
現
す
る
根
拠
た
る
位
置
に
ま
で
前
進
せ
し
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
飽
ま
で
道
徳
を
中
核
と
す
る
理
性
の
自
覚
と
い
う
地
盤
に

於
て
は
一
貫
す
る
。
し
か
し
真
に
実
践
的
な
生
命
は
永
く
か
L
る
立
場
に
止
ま
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
は
理
性
の
矛
盾
を
訴
え
、
そ

の
偏
侍
拘
束
を
担
け
て
止
ま
な
い
。
か
L
る
生
命
の
要
求
に
応
じ
、
理
性
主
義
に
よ
っ
て
見
失
わ
れ
た
感
情
の
側
面
を
回
復
し
J
」

L
に
宗

教
独
自
の
本
質
を
明
か
に
せ
ん
と
し
た
の
が
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ

γ

ヒ
ェ
ル
(
司
・
同
・
ロ
・

m
R
r
E
2
5
2
r
q
口
S
l
H∞ω品
)
で
あ
る
。
即

ち
伎
は
飽
ま
で
宗
教
の
本
質
を
そ
の
独
立
性
に
於
て
主
眼
し
、
初
期
の
「
宗
教
講
演
」
(
註
、
二
一
一
)
に
於
て
は
そ
の
独
立
的
な
る
本
質

17 



18、

を
感
情
と
直
視
と
に
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
感
情
は
本
来
受
動
性
を
以
て
本
性
と
す
る
。
こ
L
に
直
視
と
は
か
L
る
受
動
的
感
情
の
能
動

的
契
機
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
直
観
に
於
て
我
々
は
我
々
を
超
え
た
超
越
的
全
体
に
働
か
れ
A

こ
の
芭
観
を
介
じ
て
感
情
の
受
動
性
は
成

立
す
る
。
そ
の
直
観
は
不
眠
に
働
き
か
け
る
力
の
無
限
と
し
て
の
宇
宙

(
d包
括
ロ
ロ
ヨ
)
の
直
観
で
あ
り

j

こ
の
宇
宙
に
裏
付
け
ら
れ
た

直
観
が
主
観
の
側
聞
に
恕
依
と
い
う
純
粋
感
情
を
生
起
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
L
に
カ
ン
ト
に
は
見
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
感
情
の

立
場
、
即
ち
理
性
の
命
令
に
代
る
愛
の
立
場
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
即
ち
理
性
的
対
立
を
超
え
た
愛
の
宗
教
で
あ
り
、
温
き
感
情
の
抱
擁
に

於
て
成
り
立
つ
愛
の
信
仰
で
あ
る
。
か
く
て
宗
教
の
絶
対
性
は
感
情
の
受
動
性
に
於
て
具
体
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
か
L
る
立
場
が
徹

底
さ
れ
ん
と
す
る
と
き
必
然
に
問
題
と
な
り
来
る
の
は
先
き
に
言
う
直
観
で
あ
る
。
何
故
な
ら
直
観
は
感
情
の
如
く
そ
の
受
動
性
に
於
て

純
化
し
得
芯
る
性
格
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
宇
宙
に
儲
か
れ
て
そ
の
内
容
を
得
る
直
観
と
雄
も
、
儲
か
れ
つ
与
も
こ
れ
を
領
受
す

る
意
味
に
於
て
、
又
直
観
に
於
て
絶
対
者
と
合
一
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
伺
等
か
自
体
の
能
動
的
側
面
を
保
持
せ
ざ
る
以
上
直
観
と
は

な
り
得
な
い
。
従
て
直
観
を
内
容
と
す
る
感
情
に
は
何
等
か
拭
い
得
な
い
内
面
的
二
元
性
が
残
存
す
る
。
宗
教
の
絶
対
性
を
そ
の
受
動
性

に
於
て
徹
底
せ
ん
と
す
れ
ば
必
然
に
此
の
二
元
性
の
不
斉
合
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
L

に
於
て
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ザ
ヒ
ェ
ル
は

後
期
に
於
て
(
話
、
一
一
コ
一
)
初
期
の
説
を
転
じ
直
観
を
没
し
て
専
ら
感
情
に
宗
教
の
本
質
を
求
め

A

所
謂
る
絶
対
依
濃
の
感
情
(
由
円
r
r
n
r
7

E
口口一

mmm
〉

E
g
m
w
w色
合
同
町
民
ロ
E
)
を
説
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
如
く
感
情
の
一
面
が
徹
底
さ
れ
る
事
は
、
何
時
し
か
感

情
そ
の
も
の
が
無
媒
介
に
遊
離
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
生
命
の
必
然
的
帰
趣
た
る
宗
教
へ
の
実
践
的
通
路
を
閉
じ
、
こ
れ
に
代
る
に
神

秘
的
合
一
を
以
て
原
理
と
す
る
外
な
き
に
立
ち
至
る
。
自
己
と
超
越
と
の
同
一
性
的
融
合
に
立
つ
以
外
、
絶
対
依
窓
の
感
情
を
支
え
る
こ

と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
同
時
に
感
情
の
芸
術
的
定
立
、
換
言
す
れ
ば
ロ
マ
ン
テ
4
ク
へ
の
飛
朔
を
誘
う
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
。
感
情
は
も
と
よ
り
宗
教
の
重
要
な
る
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
ロ
マ
ン
テ
イ
グ
に
立
つ
単
な
る
有
小
酌
ゆ
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
か
L
る
感
情
の
定
立
は
先
に
感
情
の
倫
理
説
に
於
て
見
た
如
き
結
末
を
再
び
宗
教
の
上
に
持
ち
越
す
こ
と
L
な
る
。
宗
教
の

絶
対
性
は
有
た
る
意
識
の
拡
張
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
有
た
る
意
識
の
精
神
が
一
度
び
そ
の
根
抵
に
於
て
死
し
て
蘇
る
転
換
に
宗



教
の
本
質
が
存
す
る
以
上
、
理
恒
と
か
感
情
と
か
言
う
如
き
意
識
の
一
契
機
の
ど
に
宗
教
を
捉
え
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
ガ
ン
ト
.
の
理

性
宗
教
は
一
度
び
シ
ユ
デ
イ
エ
ル
マ

γ

ヒ
ェ
ル
に
よ
っ
て
そ
の
幹
を
断
ち
、
感
情
の
上
に
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
じ
そ
の
感
情

の
絶
対
化
が
生
命
の
実
践
的
基
盤
よ
り
遊
離
し
、
無
媒
介
な
る
絶
対
依
恕
と
花
す
る
と
さ
、
そ
れ
応
却
て
宗
教
の
本
.
質
を
逸
脱
す
る

r
可

三
ア
ナ
ク
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
が
い
る
感
情
は
道
徳
感
情
の
実
践
的
矛
盾
を

E
当
に
摂
取
』
止
揚
す
る
資
格
を
失

7
0
ぞ
-
打
ば
実
践
の

通
路
を
も
た
ぬ
幻
想
的
英
と
な
、
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
あ
で
あ
る
。
宗
教
が
そ
の
宗
教
の
本
質
を
全
う
す
石
記
念
、
そ
れ
は
同
時
に
あ
ら
ゆ

石
相
対
の
矛
盾
を
具
体
的
に
摂
取
統
一
す
る
絶
対
と
じ
て
実
現
さ
れ
な
け
が
ば
な
ら
な
い
。
か
い
i

る
摂
取
の
遊
が
真
に
兵
伶
的
に
成
就
さ

れ
て
ご
そ
、
道
徳
感
情
の
帰
趣
は
開
顕
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

搭
て
然
ら
ば
競
っ
て
先
き
に
一
述
べ
る
理
性
的
道
徳
精
神
が
そ
の
内
的
矛
盾
に
も
拘
ら
ず
猶
ほ
自
か
ら
の
位
置
に
止
ま
り
v

対
立
と
闘
争

に
隈
士
一
周
す
る
の
は
何
故
で
お
る
か
。
岐
路
に
立
ち
つ
L
突
破
を
制
し
て
闘
争
の
圏
内
に
止
め
し
め
る
の
は
査
し
理
佳
そ
の
も
の
L
本
性
に

由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
理
性
の
実
践
的
性
格
は
本
来
強
き
即
日
争
点
u
h
に
存
ナ
る
。
即
ち
あ
く
ま
で
自
己
の
宍
践
力
に
期
待
ず
る
酌
飴

性
に
於
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
道
徳
的
理
性
は
如
何
な
る
実
践
的
破
綻
を
も
自
己
の
責
任
に
於
て
克
服
し
回
復
せ
ん
と
の
信
念
を
そ
の
根

本
的
な
力
宗
と
し
て
立
つ
も
の
で
あ
る
。
故
に
自
責
の
念
は
自
己
の
否
定
契
機
と
は
な
ら
ず
、
反
対
に
策
励
努
力
の
契
機
と
お
っ
て
肯
定

さ
れ
る
。
か
L

る
理
性
が
破
綻
を
防
止
し
、
緊
張
を
維
持
す
る
眼
帯
と
し
て
永
遠
な
る
理
想
を
掲
げ
来
る
こ
と
は
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
か

L
る
位
置
に
於
け
る
精
神
に
対
し
y

遊
離
せ
る
宗
教
感
情
や
無
媒
介
な
る
自
己
否
定
を
説
く
と
も
、
そ
れ
は
畢
克
昼
虚
な
る
観
念
を
強
う

る
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
ー
そ
れ
は

E
当
な
る
実
践
的
転
換
に
道
を
聞
く
所
以
で
は
な
い
。
然
ら
ば
か
L
る
理
性
の
立
場
は
如
何
に
専
か
る
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
言
う
如
く
理
性
の
実
践
的
性
格
は
、
自
己
の
実
践
力
に
期
待
す
る
無
条
件
的
信
頼
性
に
存
す
る
J

而
も
か
一
年
る
借
頼
回
信
が
五
当

お
る
自
白
認
識
な
り
や
否
や
は
徴
証
す
る
に
よ
し
な
き
前
提
的
確
信
た
る
に
止
ま
る
。
神
聖
性
を
自
己
に
夢
み
る
道
徳
的
安
想
を
厳
く
斥

け
、
有
限
な
る
人
間
に
理
性
の
訓
練
(
巴
阻
止
立
山
口
色
白
円
〈
四
日
ロ
民
同
)
の
必
須
な
る
所
以
を
強
調
し
、
道
徳
が
我
々
に
と
っ
て
は
常
に
詩

19 
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務
の
法
別
で
あ
る
と
と
を
明
か
に
し
、
以
て
尊
敬
の
感
情
の
内
包
ず
る
道
徳
的
意
誌
を
解
明
し
た
カ
ン
ト
の
功
績
は
高
く
評
価
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
而
も
か
ふ
る
認
識
の
上
に
打
立
て
ら
れ
た
理
想
主
義
的
精
神
が
何
等
の
実
践
的
仮
象
を
も
宿
さ
ぬ
も
の
と
断
言
し
得
る

、.、.

で
あ
ろ
う
か
。
打
克
ち
難
き
分
裂
的
対
立
を
猶
お
一
方
的
に
打
克
ち
う
る
も
の
と
す
る
過
信
が
所
詞
る
理
想
の
名
の
下
に
立
つ
努
力
に
介

h

在
せ
ざ
，
る
が
。
直
徳
の
完
成
状
態
た
る
神
聖
性
が
永
遠
の
目
標
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
此
れ
に
対
す
る
無
限
不
断
な
る
接
近
の
努
力
が
命
じ

ら
れ
る
こ
と
は
何
を
語
る
も
の
で
あ
る
か
。
感
性
的
自
己
の
自
惚
が
法
則
に
砕
か
れ
つ
L
、
こ
れ
に
代
っ
て
理
性
的
自
己
の
過
信
が
登
場

さ
せ
る
も
の
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
理
性
的
自
己
と
感
性
的
自
己
の
対
立
桔
抗
は
先
に
も
言
う
如
く
共
通
な
る
我
の
根
拠
に
立

っ
て
い
る
。
而
も
か
L
る
我
の
自
覚
に
仮
象
の
影
は
宿
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
価
値
の
根
源
を
道
徳
的
自
己
の
自
賞
、
即
ち
道
徳

的
ー
自
己
尊
重

(
B
O
B
-一
日
各
自
由
巾

-zz岳山門
N
g
m
)
に
置
い
て
い
る
。
併
し
理
性
我
の
自
賞
に
根
拠
す
る
感
性
我
へ
の
克
服
闘
争
が
理
性

我
自
体
の
功
績
的
評
価
を
要
求
す
る
こ
と
は
先
き
に
述
べ
る
如
く
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。
市
も
そ
こ
に
現
れ
る
も
の
は
理
性
が
自
己
を
是

と
じ
て
肯
定
し
、
然
ら
ざ
る
も
の
を
非
と
し
て
否
定
す
る
排
他
批
判
だ
あ
る
。
こ
与
に
審
判
処
罰
の
意
識
は
生
み
出
さ
れ
る
も
、
慈
悲
と

摂
取
の
心
情
は
発
露
の
よ
し
な
き
に
鎖
ざ
さ
れ
る
。
し
か
し
か
L

る
理
性
我
の
自
己
評
価
と
自
己
肯
定
と
が
理
性
我
の
自
負
即
ち
自
己
の

高
ぶ
り
と
し
て
反
省
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
純
粋
な
る
絶
対
普
遍
を
要
求
す
る
法
則
の
自
覚
に
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
現

実
の
自
己
の
行
為
が
如
何
に
純
粋
を
期
す
る
と
も
、
感
性
的
自
愛
の
街
勤
が
我
識
ら
ず
糧
綿
し
て
そ
の
純
粋
性
を
保
持
し
難
い
と
訴
え
た

カ
ン
十
一
民
{
註
、
二
四
)
道
徳
的
自
負
心
の
矛
盾
と
苦
悶
と
を
追
究
徹
底
し
て
お
ら
ぬ
こ
と
は
寧
ろ
不
思
議
と
思
わ
れ
る
。
併
し
そ
こ
に
こ
一

そ
理
性
主
義
道
徳
一
の
木
質
的
性
格
が
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
如
何
に
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
未
来
の
克
服
へ
転
嫁
す
る
と
も
、
努
力
に
内

在
宇
る
自
己
矛
眉
は
一
度
び
自
己
の
破
滅
放
下
に
徹
せ
ざ
る
以
上
、
救
わ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
理
想
主
義
的
精
神
の
包
む
道
徳

的
諸
感
庶
ば
.
亦
此
.
の
如
き
精
神
と
そ
の
運
命
を
共
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
理
性
哉
の
高
揚
に
伴
う
積
極
感
情
は
常
に
感
性
我
の
否
定

に
ど
る
暗
色
痛
み
の
消
極
感
情
と
拍
抗
し
つ
L
、
法
則
の
崇
高
性
に
対
ず
る
尊
敬
ど
未
来
へ
の
期
待
を
闘
争
継
続
の
支
柱
と
す
る
ot
而
も

先
に
述
べ
る
如
乞
門
的
一
対
立
に
根
拠
す
る
尊
敬
の
感
情
は
、
尊
敬
の
中
よ
り
敬
遠
の
情
を
誘
致
し
、
更
に
内
な
る
対
立
感
情
は
件
、
に
向
っ
て



硬
直
せ
る
主
義
的
闘
争
を
展
開
す
る
で
ら
ろ
う
O

干か
L
る
感
情
の
全
体
が
理
性
我
の
自
覚
と
共
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
併
し
理
性
我
の
仮

象
的
性
格
は
決
し
て
無
事
に
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
即
ち
そ
の
仮
象
は
必
ず
や
理
性
の
確
信
を
骨
か
す
道
徳
的
不
や
と
な
っ
て
現
わ

れ
道
徳
的
視
地
へ
の
信
頼
に
挑
み
か
ぶ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
自
覚
の
真
撃
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
戸
そ
の
理
想
追
求
の
心
底
に
道
徳
的
一
加
わ

と
憂
慮
の
感
情
を
払
拭
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
而
も
か
L
る
不
安
を
克
服
せ
ん
と
す
る
実
践
的
努
力
の
結
果
が
、
現
に
道
徳
的
自
負
、

高
ぶ
り
と
な
っ
て
復
帰
し
、
己
が
行
く
手
を
塞
ぐ
こ
と
は
正
に
致
命
的
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
L

に
雄
々
し
く
出
発
し
た
理
想

豆
詫
的
感
情
は
、
そ
の
内
に
宿
す
本
性
の
必
然
と
し
て
絶
対
絶
命
の
淵
に
己
れ
白
か
ら
を
投
げ
出
さ
ど
る
を
得
ざ
る
に
至
る
の
で
あ
み
。

註
-
一
一
一
口
町
四
月
四
日
目
岡
山
口
宮
山
口
島
内
与
白
日
ぴ
仏
尽
の
円
四
口
N
E
品

2
2
2
2ロ
〈
弓
ロ
ロ
ロ
F
H
3
ω

話
、
一
一
一
一
河
内
仏
g
ロ
r
q
《出品目州市】山田町
C
E
P
ロ
血
な
の
mFロ《伊丹
g
z丘
町
円
安
定
ロ
〈
a
r
z
q
p
ロ
苦

話、一一一一一

b
q
n
r吾
E
S
2
2
2
r
m
g
n
r
舟
ロ
の
2
白血田町件
N宮
内
H
R
g
E
3
E
n
r
g
y内向円
n
F
】∞
M
H

註
、
ニ
四

O
Z
E
Z空白目
N

・巳・

ι-m-qz・
回
目
立
笠
宮
5

F

M

4

-'-J、

道
徳
的
感
情
が
道
徳
的
実
践
の
動
機
で
あ
っ
た
如
ぐ
、
道
徳
感
情
の
矛
盾
と
破
滅
と
は
道
徳
の
基
盤
転
換
の
実
践
的
契
機
と
な
る
。
道

徳
航
、
主
体
を
結
望
に
臨
す
も
の
は
拠
論
や
論
証
の
必
然
で
は
な
く
、
感
情
に
現
れ
る
直
接
な
る
実
践
的
矛
盾
で
あ
る
。
永
遠
な
る
理
想
追

誌
の
野
が
に
じ
っ
て
-
一
切
の
有
限
性
を
克
服
し
彼
岸
の
完
全
性
に
到
達
し
得
る
か
。
或
は
か
L
る
理
性
へ
の
信
頼
が
仮
象
の
期
待
に
止
ま

訟
が
rJ
悟
性
の
論
世
は
此
の
事
を
決
す
る
資
格
が
だ
い
。
終
末
論
的
な
理
組
主
義
は
畢
寛
理
性
へ
の
楽
天
的
確
信
を
前
提
し
、
自
己
へ
の

信
頼
感
情
を
以
て
動
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
a-

ふ
る
岐
路
を
突
破
す
T
Q
も
の
は
、
た
ど
実
践
の
底
か
ら
理
性
の
矛
盾
と
無
力
を
自
覚

し
人
そ
問
視
抱
の
崩
壊
を
実
践
的
感
情
の
上
に
徴
証
体
験
し
来
る
事
の
外
に
は
な
い
0
.

市
も
か
L
る
無
力
を
自
覚
し
来
る
こ
と
は
、
理
性

的
臼
己
り
延
長
に
求
め
得
ぷ
こ

ιで
は
な
く
、
何
等
か
理
性
的
自
己
ゼ
超
え
た
超
越
的
全
体
に
何
台
れ
る
こ
と
に
よ
玖
て
可
能
と
な
る
ou
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と
恥
叫
が
既
b
b
r動
巳
於
け
た
叫
絶
対
よ
り
佼
摂
取
器
動
と
じ
て
九
再
現
具
体
化
さ
れ
る
J

A

U

で
丸
3
0
野
耽
と
は
骨
骨
院
。
民
活
と
仮
象
nu
院
執
と

乞
一
亦
的
に
祉
企
排
撃
ず
る
も
の
で
比
な
く
、
庶
匙
と
既
執
の
故
に
こ
そ
こ
れ
を
照
腔
じ
ト
有
眠
の
虚
仮
不
実
・
を
白
覚
也
じ
め
て
と
れ
を
無

九
日
絶
対
真
実
に
転
換
摂
取
せ

ιと
す
る
託
勤
で
ゐ
る
。
摂
恥
に
宴
怯
庁
ん
り
れ
ぬ
不
安
動
指
は
た

y
虚
無
引
の
志
向
と
し
で
か
み
感
情
・
め
ん
」
「
れ

zaona
即
ぢ
劃
倍
そ
a
'
L
の
が
意
識
に
固
定
さ
れ
、
財
接
が
虚
無
感
と
い
グ
変
形
し
た
存
と
お
っ
て
油
粧
f
B
G
と
打
有
を
活
動
の
根
本
形

式
と
す
haλ
問
卦
識
の
憶
で
お
ゃ
な
弘
之
、
A

止
命
借
す
る
か
ま
炊
凱
何
じ
不
安
，
と
動
揺
を
挺
す
る
と
も
そ
れ
は
た
以
虚
無
に
た
じ
よ
あ
の
み

で
ゐ
っ
て
、
貴
広
白

E
り
突
跡
粧
山
山
比
乱
用
さ
机
な
い
。
真
に
な
の
有
限
を
破
る
無
の
実
現
比
一
独
か
無
よ
り
の
摂
恥
活
動
に
於
て
成
就
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

無
の
摂
取
に
於
て
、
道
徳
の
主
体
た
り
し
自
己
は
今
や
法
を
実
践
す
る
我
と
し
て
法
に
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
無
力
を
照
躍

さ
れ
閉
悦
に
媒
介
さ
れ
て
法
に
転
換
摂
取
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
法
は
絶
対
と
し
て
相
対
を
遊
離
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
自
己
の

絶
対
性
を
否
定
し
て
栴
品
川
提
恥

r於
て
白

E
弘
全
う
ず
る
ら
な
で
あ
芯
。
か
L
る
摂
取
に
於
け
る
絶
対
の
自
己
否
定
性
が

E
し
く
大
乗
仏

教
に
較
白
れ
石
か
保
全
芯
立
い
の
木
質
を
来
十
也
九
り
に
外
な
ら
な
い
ι

宗
教
は
憶
に
払
即
効
仇
ゐ
偽
品
川
b
協
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

方
便
を
離
れ
で
摂
取
町
長
体
性
は
沿
り
慌
た
い
mw
で
紅
Eι

こ
L
に
か
伎
と
は
「
E
置
を
方
と
砕
い
、
己
を
外
に
す
る
を
便
と
日
う
」

{
註
二
王
}
と
杭
な
れ
夜
が
如
亡
、
相
か
に
於
て

E
E
t生
か
す
絶
対
似
白

E
否
定
性
で
あ
り
、
こ
L
に
絶
対
の
真
に
無
と
し
て
の
性

格
が
発
揮
さ
。
れ
る
。
と
の
誌
に
、
{
]
方
僚
は
般
若

{
t
s
}
m
p
)

を
摂
取
し
、
般
若
は
方
同
院
を
摂
取
す
」
(
註
、
一
一
六
}
と
託

6
れ
る
at
即
ち

絶
対
、
は
あ
仁
を
で
絶
対
で
あ
か
払
が
ら
、
何
時
位
於
て
よ
く
相
対
と
通
じ
、
相
対
世
界
の
有
の
有
限
を
己
か
に
批
き
認
め
て
粧
対
と
そ
の
惟

み
を
共
に
し
つ
ぶ
や
」
れ
を
絶
対
m
u
無
に
転
世
る
活
動
を
止
め
な
い
の
で
あ
石
。
か
、
よ
る
方
便
摂
取
の
活
動
か
ら
廻
向
(
宮
門
戸
口
問
昨
日
〕
の

思
想
ん
塾
、
二
七
い
が
必
然
に
生
れ
石
。
廻
向
ど
は
自
を
動
転
し
て
他
に
趣
九
附
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
摂
取
の
必
然
除
背
景
と
な
石

ご
と
は
亦
明
か
で
あ
石
。
中
点
便
と
廻
向
と
摂
取
と
は
不
可
分
離
的
な
本
質
に
於
て
三
一
的
に
結
ば
れ
て
い
る
。
方
便
廻
向
な
く
し
て
摂
取

、
て
ん

は
あ
り
得
ず
、
摂
取
な
く
し
て
絶
対
も
あ
り
得
な
い
。
故
に
『
論
註
』
に
は
騎
説
し
て
「
誓
え
ば
火
椋
の
一
切
草
木
を
摘
ん
で
焼
き
尽
く



て

ん

、

、

さ
ん
と
欲
す
石
に
、
草
木
未
だ
尽
き
ざ
る
に
火
採
己
に
'
尽
き
ん
が
如
し
、
其
の
身
を
後
に
し
て
而
も
身
を
先
に
す
る
を
以
て
の
故
に
巧
方

め
と
名
づ
く
」
(
註
、
一
一
入
}
と
言
い
、
こ
L

に
方
便
酒
向
と
い
う
絶
対
活
動
の
耳
目
が
閏
閉
さ
れ
る
。
か
L

る
方
便
廻
舟
の
摂
恥
に
触

れ
さ
る
超
越
の
理
解
ぽ
、
如
何
に
論
理
の
透
暁
を
得
て
も
そ
は
な
お
絶
対
の
拍
家
的
立
場
た
る
に
止
ま
る
。
宗
教
へ
の
通
路
は
思
案
や
論

誌
に
よ
石
の
で
比
な
ぐ
、
絶
対
か
ら
聞
か
如
芯
摂
恥
活
動
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
。
即
ち

B
E
の
照
じ
此
さ
れ
m
J
L
そ
の
相
対
脊
胴
体
に
応
ず

る
主
体
的
ホ
慌
に
媒
介
芯
れ
、
モ
こ
に
転
能
成
枇
抗
さ
れ
る
直
接
確
実
な
る
「
信
」
に
於
て
証
さ
れ
る
。
ぞ
か
信
の
具
体
的
皮
位
な
く
し
て

宗
教
の
本
民
を
捉
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
お
石
。
方
便
旭
向
は
信
の
成
立
根
拠
で
あ
り
i

信
は
方
便
廻
向
の
認
識
根
町
で
お
石
。
市
し
て

此
の
両
者
が
絶
対
の
具
体
的
立
場
を
明
宇
も
の
に
件
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
我
等
の
心
情
を
貫
い
て
働
き
か
け
る
絶
対
の
摂
取
活
動
が
慈
悲

と
じ
で
感
受
さ
れ
、
こ
い
に
相
対
に
根
ざ
宇
一
切
の
矛
盾
は
無
の
真
実
必
の
中
に
止
揚
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
石
。

が
十
よ
る
廻
向
の
信
が
親
鷺
の
上
に
於
で
は

E
じ
く
浄
土
の
信
と
じ
て
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
即
ち
そ
れ
は
欲
生
の
信
仰
と
し
て
確
立

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
欲
生
と
は
絶
対
よ
り
の
方
便
に
喚
起
さ
れ
る
欲
願
往
生
の
願
心
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
ど
往
生
浄
土
を
介
し
て
純
粋

な
る
摂
取
の
悲
心
が
感
倍
さ
れ
て
い
る
。
「
欲
生
は
即
ち
是
れ
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
じ
た
ま
う

η
勅
命
な
り
o

・
r-
乙
抗
廻

R
u
Uな

り
、
斯
れ
即
ち
大
悲
心
な
る
が
故
に
疑
蓋
雑
る
こ
と
な
じ
」
(
註
、
二
九
}
と
は
親
鷲
の
透
徹
せ
る
信
仰
の
反
省
で
あ
る
。
此
の
欲
生
は

穴
悲
が
方
便
喚
起
す
る
と
こ
ろ
な
る
故
に
欲
生
心
は
そ
の
ま
L

大
慈
悲
へ
の
信
楽
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
「
真
実
の
信
楽
を
以
て

欲
生
の
体
と
為
す
γ

}

{

向
上
}
と
言
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
絶
対
の
摂
取
は
正
し
ぐ
此
の
信
楽
を
以
て
転
換
交
流
の
軸
と
す
る
の
で
あ

る
。
信
楽
の
楽

ιは
信
の
通
路
を
包
む
実
践
的
感
情
に
外
な
ら
な
い
。
生
き
た
心
情L
を
離
れ
て
絶
対
と
信
の
交
流
は
あ
り
得
な
い
。
親
鷲

は
楽
を
説
い
い
で

λ

「
欲
な
り
、
願
な
り
、
愛
な
り
、
悦
な
り
、
歓
な
り
、
容
な
り
、
賀
な
り
、
匿
な
り
」
(
註
二
二
O
)
と
言
う
。
摂
取
に

倍
さ
れ
る
無
限
感
情
の
発
展
強
を
我
々
は
そ
の
釈
の
一
々
に
味
嘗
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
今
は
そ
の
一
々
の
吟
味
に
立
至
る
謹
を

23 

持
た
な
じ
。
た
ど
こ
L

に
我
々
は
道
徳
感
情
の
硬
直
と
矛
盾
と
が
摂
取
大
悲
の
絶
対
中
に
転
換
さ
れ
、
理
性
的
自
我
の
根
拠
を
放
下
し
て

摂
取
光
市
に
吏
ー
生
し
、
新
し
き
感
情
の
発
展
に
躍
動
せ
る
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
L
に
道
徳
的
尊
敬
の
感
情
は
転
じ
ら
れ
、
親
同
協
の
用
語
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に
従
え
ば
、
摂
取
に
向
う
「
恭
敬
の
心
」
が
現
れ
る
。
此
の
信
は
決
し
て
相
対
が
絶
対
と
同
一
性
的
に
融
合
す
る
道
で
は
な
い
。
相
対
が
絶

対
に
吸
収
消
滅
さ
れ
る
と
き
、
絶
対
も
又
そ
の
摂
取
活
動
を
終
止
す
る
外
は
な
い
。
そ
こ
に
は
所
詣
る
接
神
論

(4zsozw)
的
な

昼
想
的
神
秘
感
情
が
無
媒
介
に
た
い
占
ょ
う
の
み
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
感
情
の
実
践
的
矛
盾
を

E
当
に
止
揚
統
一
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で

あ
る
。
絶
対
は
祖
対
を
合
一
融
合
に
よ
っ
て
減
却
す
る
の
で
も
な
く
、
又
相
対
を
背
定
是
認
す
，
る
の
で
も
な
い
。
そ
の
有
限
性
を
無
限
に

悲
勝
摂
静
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
対
を
相
対
の
ま
L
に
活
か
し
め
る
摂
取
の
道
を
聞
く
の
で
あ
る
。
即
ち
相
対
と
絶
対
と
は
否
定
的
に
対

立
し
な
が
ら
、
両
者
の
結
ば
れ
る
転
換
交
流
の
活
路
が
聞
か
れ
る
。
こ
れ
即
ち
信
楽
で
あ
り
、
恭
敬
の
心
に
外
な
ら
な
い
。
即
ち
此
の
信

は
畏
敬
で
は
な
く
、
断
悦
で
あ
り
親
愛
感
謝
の
鹿
心
で
あ
る
。
相
対
が
自
己
を
肯
定
し
で
相
対
に
止
ま
る
な
伝
ば
、
そ
は
相
対
の
堕
落
で

あ
る
。
絶
対
が
絶
対
に
止
ま
っ
て
相
対
を
減
却
す
る
な
ら
ば
大
慈
悲
は
終
止
す
る
。
こ
の
何
れ
に
も
摂
取
の
信
楽
は
あ
り
得
な
ド
。
即
ち

こ
L
応
道
徳
感
情
の
帰
趨
は
求
め
得
な
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
両
者
は
共
に
道
徳
の
立
つ
有
の
根
拠
を
転
ず
る
も
の

f
は
な
い
か
ら
で

あ
る
ι

信
楽
は
有
を
醜
す
絶
対
無
の
根
源
よ
り
方
便
を
介
し
て
廻
向
さ
れ
る
。
か
L

る
絶
対
無
の
真
実
に
透
過
貫
通
さ
れ
た
る
心
性
は
、
虚
仮

有
限
の
影
を
払
え
る
一
会
心
と
し
て
仰
が
れ
る
。
即
ち
、
「
利
他
回
向
の
至
心
を
以
て
信
楽
の
体
と
為
す
」
一
(
註
二
一
二
)
と
言
わ
れ
る
所
以

で
あ
る
。
か
L
る
至
心
の
無
た
る
本
性
が
、
大
乗
仏
教
に
於
け
る
般
若
即
ち
智
慧
の
本
質
に
一
致
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
て

こ
L

陪
至
心
・
信
楽

i

欲
生
の
三
心
は
白
か
ら
智
慧
・
慈
悲
・
方
便
た
る
絶
対
活
動
の
一
一
ご
関
係
に
相
応
し
、
三
心
即
一
の
金
げ
一
体
と
し

で
互
に
相
通
じ
っ

L
、
而
も
亦
三
心
各
々
法
爾
の
信
相
た
る
意
義
を
失
わ
な
い
。
即
ち
此
の
信
は
有
の
根
拠
に
成
立
す
る
形
式
的
信
で
は

な
く
‘
理
性
の
立
場
が
一
度
び
破
滅
し
無
の
転
換
摂
取
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
祖
向
の
信
な
る
が
故
に
本
願
の
三
信
と
し
て
反
省
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
市
し
て
此
の
三
信
の
中
核
が
絶
対
の
摂
取
活
動
た
る
大
悲
に
交
流
す
る
信
楽
に
支
え
ら
れ
で
あ
る
事
は
亦
明
か
で
ゐ
る
。

か
L
る
三
心
即
一
の
信
楽
に
有
の
根
拠
よ
り
匹
胎
す
る
自
覚
の
矛
盾
が
転
じ
ら
れ
、
一
切
の
実
践
的
感
情
の
帰
趣
す
る
心
情
の
無
限
活
動

が
こ
L
よ
り
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



註

五
曇
官
「
浄
土
論
詰
』
下
、
陪
菩
提
門
章
、
真
宗
聖
教
会
書
一
ノ
一
一
一
四

O

方
便
は

C
3
3
の
訳
語
、
動
詞
口
市
戸
ム
よ
り
来
る
。

し
て
他
へ
の
接
近
交
渉
を
窓
味
し
、
転
じ
て
目
的
に
近
づ
く
方
法

B
g
g
或
は
適
切
な
る
便
宜
良
唱
え
庁
三
等
を
窓
味
す
る
雪
一
一
同
奨
と
な
る
。

犬
来
仏
教
は
此
の

d
Z習
の
穏
を
借
っ
て
、
そ
の
独
特
な
る
絶
対
の
摂
取
情
動
を
表
は
寸
言
葉
と
し
た
o

従
て
今
挙
ぐ
る
『
浄
土
論
註
』

の
方
と
便
と
の
釈
義
は
原
詩
の
文
字
に
直
に
そ
の
京
球
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
犬
乗
の
思
想
か
』
襖
垣
間
の
上
に
随
義
解
釈
せ
る
も
の
で
あ
る
。

訳
語
と
し
て
は
摩
ろ
方
は
方
法
、
州
問
は
使
用
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

但
し
そ
れ
は
摩
ろ
第
二
義
的
な
怠
味
で
あ
り
、
下
っ
て
方
使
が
真
実

に
対
す
る
仮
用
と
し
て
の
意
味
も
派
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ロ
宮
ム
は
「
近
づ
与
円
、
行
く
」
窓
で
あ
り
、
従
て

CHV同
一
宮
は
遊
離
独
患
に
あ
ら
ず

註
、
二
六「

浄
土
論
註
』
下
、
名
義
摂
対
意
・
真
宗
聖
教
会
喜
一
ノ
}
一
一
回
一
一

更
に
同
意
に
は
ι

「
般
若
と
い
う
は
如
に
透
す
る
患
の
名
な
り
o

方
便
と
い
う
は
躍
に
演
ず
る
智
の
称
な
り
o
如
に
達
す
れ
ば
別
ち
の
符
寂

慌
た
り
o

揺
に
通
ず
れ
ば
別
ち
つ
ぶ
さ
に
衆
慨
を
省
る
。
(
略
)
智
患
と
方
便
と
相
縁
じ
て
動
じ
、
相
縁
じ
て
静
な
り
o

動
の
静
を
失
わ
ざ

る
は
智
患
の
功
な
り
。
諮
問
の
勤
を
廃
さ
ど
る
こ
と
は
方
便
の
カ
な
り
」
と
骨
一
一
回
ぅ
。

註
、
二
七

廻
向
は
宮
ユ
ロ
開
BHH
の
訳
、
動
詞
宮
門
戸
4
5
5
は

H
O
Zロ
仏
品
。
巧
P
B
E
E
P回
目
白
♂
宮
可
g
a
a
B
E
E
S
の
怠
味
を
持
つ
。
間
語
と

、
.
、
.

し
て
廻
向
を
廻
転
趣
向
と
釈
す
る
。
『
怒
蹴
』
十
廻
向
口
問
に
は
、
担
向
に
つ
い
て
・
細
説
す
る
中
、
「
苓
陸
一
回
の
諸
相
慨
を
修
習
す
る
と
き
・

、
、
、
、
、
.
、
、
、
、
、
、

彼
の
中
曽
根
を
以
て
長
の
如
く
廻
向
す
。
此
の
普
根
功
徳
の
カ
を
し
て
一
切
処
に
至
ら
し
む
る
な
り
」

(
大
豆
蔵
九
・
四
九
豆
)
と
言
う
。
窓

2:i 

還
の
『
穴
釆
詫
京
』
に
は
一
一
一
稲
田
廻
向
(
苓
提
廻
肉
、
衆
信
組
肉
、
実
際
担
向
)
を
説
占
口
、
『
浄
土
論
詰
』
下
に
は
担
向
を
聞
い
て
住
相
砲
向
、

、
、
、
、
、
、

深
相
廻
向
と
な
す
o

こ
れ
は
苓
践
の
出
迎
肉
で
あ
る
o

そ
の
義
を
更
に
仇
力
浄
土
教
の
ト
一
に
木
駅
カ
の
廻
肉
と
し
て
諸
民
せ
し
め
た
の
が
親

問
の
往
還
二
額
廻
向
の
思
想
信
仰
で
あ
る
。
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話
、
一
一
入『

浄
虫
論
註
』
下
、
若
巧
倶
化
意
ド
真
宗
聖
教
会
吉
一
ノ
一
一
一
回

O

十
品
有
限
の
衆
生
隈
佑
に
四
摂
法
お
り
、
ぞ
の
崎
明
四
-V}
同
事
倶
明
白
日
開
ロ
ロ
ム
H
H
げ
と
凶
(
同
利
性
)
と
言
う
。
同
事
棋
と
は
者
障
が
常
に
白
か
r
り
を

没
し
て
衆
生
の
根
縁
に
随
い
、
間
作
十
一
円
楽
を
同
じ
う
じ
、
以
て
衆
今
一
に
主
法
を

E
受
せ
じ
め
る
を
言
う

o
mも
衆
生
を
離
れ
て
苓
曜
の
正
受

も
な
く
、
衆
生
と
蒋
躍
と
庄
受
常
に
同
ず
る
が
故
に
同
利
性
と
言
う
。

A
7
挙
ぐ
る
『
論
註
』
の
附
説
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
叉
先

に
述
べ
る
方
便
及
び
廻
肉
と
深
さ
木
質
的
腕
関
の
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
o

同
事
摂
は
叉
随
転
方
便
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

註
、
二
九

註
、
一
ニ

O
親
鰭
『
教
師
U

信
証
』
信
品
位
木
、
真
宗
聖
教
全
容
ニ
ノ
六
豆
、
六
六

同

右

註
、
一
三

同

右

同
会
審
ニ
ノ
玄
九

間
金
書
二
ノ
六


