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背
景
と
し
て
の
カ
ン
ト
哲
学

　
本
論
文
は
、
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
を
批
判
的
に
再
構
成
す
る
試
み
で
あ
る
。
再
構
成
が
意
味
す
る
の
は
、
《
ど
う
し
て
道
徳
的
な
悪
が
存
在
可
能

な
の
か
》
と
い
う
問
い
と
、《
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
》
と
い
う
問
い
を
設
定
し 

）
1
（

 

、
二
つ
の
問
い
に
対
す
る
リ
ク
ー
ル
の
解

答
を
筋
道
立
っ
た
仕
方
で
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
リ
ク
ー
ル
自
身
が
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
問
い
を
念
頭
に
お
い
て
目
的
論
的
に
論

述
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
再
構
成
の
さ
い
、
圧
縮
さ
れ
た
記
述
を
解
凍
す
る
、
論
理
の
空
所
を
補
充
す
る
、
予
想
さ
れ
る

反
論
に
応
答
す
る
と
い
っ
た
作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
り
、
本
論
文
は
批
判
的
合
理
化
と
い
う
意
味
あ
い
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、

否
定
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
本
論
文
は
テ
ク
ス
ト
に
捨
象
や
改
編
と
い
う
暴
力
を
ふ
る
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
再
構
成
は
フ
リ
ー
ハ

ン
ド
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
つ
ね
に
リ
ク
ー
ル
の
記
述
を
照
合
す
る
な
か
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
論
述
の
構
造
化
に
よ
っ
て
、
悪

論
と
ほ
か
の
主
題
と
の
連
関
や
、
リ
ク
ー
ル
と
ほ
か
の
哲
学
者
と
の
相
関
が
見
え
や
す
く
な
る
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
リ
ク
ー

ル
の
悪
論
も
ま
た
、
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
文
は
、
一
定
の
暴
力
性
を
我
が
身
に
帯
び
る
こ
と
を
厭

わ
な
い
。

リ
ク
ー
ル
の
悪
論
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再
構
成
の
素
材
と
な
る
テ
ク
ス
ト
は
『
意
志
の
哲
学
』
の
第
二
巻
『
有
限
性
と
罪
責
性Finitude et C

ulpabilité

』
（
一
九
六
〇
年
）、
と
り
わ

け
そ
の
第
一
分
冊
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
『
過
ち
や
す
い
人
間L’H

om
m

e faillible

』
で
あ
る 

）
2
（

 

。
リ
ク
ー
ル
は
こ
の
著
作
の
な
か
で
悪
の
「
謎

énigm
e

」
を
思
弁
的
に
論
じ
て
い
る
か
ら
、
お
の
ず
と
そ
の
読
解
に
取
り
組
む
こ
と
が
本
論
文
の
中
心
的
な
作
業
と
な
る
。
た
だ
し
、
悪
論
の
批

判
的
再
構
成
を
行
う
に
は
著
作
の
外
部
を
経
由
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
論
文
の
作
業
の
半
分
は
そ
の
こ
と
に
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
外

部
と
は
カ
ン
ト
哲
学
の
こ
と
で
あ
り
、
な
か
で
も
本
論
文
は
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』（
一
七
九
八
年
、
以
下
『
人
間
学
』）
を
取
り
上

げ
、「
情
念
」
を
め
ぐ
る
そ
の
議
論
を
直
接
か
つ
詳
細
に
検
討
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
検
討
が
必
要
と
な
る
の
は
、《
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
》
と
い
う
問
題
を
考
え
る
さ
い
、
リ
ク
ー
ル
が
「
情
念

passion

」
に
注
目
し
、
カ
ン
ト
の
情
念
論
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
念
論
が
問
題
の
闡
明
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、『
過
ち
や
す
い
人
間
』
の
論
述
を
読
む
だ
け
で
は
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る 

）
3
（

 

。
実

際
、『
人
間
学
』
を
直
接
参
照
し
て
、
情
念
発
生
の
機
制
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
論
述
を
読
み
解
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
リ
ク
ー
ル
の
圧
縮
さ
れ
た

記
述
を
解
凍
す
る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
が
理
解
し
て
い
た
以
上
に
そ
の
悪
論
を
よ
く

理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
試
み
は
こ
れ
ま
で
に
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
に
本
論
文
の
意
義
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る 

）
4
（

 

。

　
と
こ
ろ
で
、《
ど
う
し
て
道
徳
的
な
悪
が
存
在
可
能
な
の
か
》
と
い
う
問
い
も
ま
た
、
カ
ン
ト
哲
学
と
深
い
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
。
リ
ク
ー

ル
に
お
い
て
、
そ
の
問
い
は
《
神
が
創
造
し
た
世
界
に
な
ぜ
悪
が
存
在
す
る
の
か
》
と
い
う
弁
神
論
的
な
問
い
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
人
間
が
悪
を
な
す
自
由
を
も
ち
う
る
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
悪
を
人
間
中
心
的
な
視
点
か
ら
主
題
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、

そ
の
問
い
は
近
代
的
な
も
の
だ
。
さ
ら
に
、
悪
の
存
在
が
神
の
摂
理
に
対
す
る
疑
惑
に
結
び
つ
く
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
の
論
述
に
お
い
て
も
悪
の

存
在
は
人
間
の
自
由
に
対
す
る
疑
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
近
代
的
な
悪
論
の
出
発
点
に
い
る
の
が
カ
ン
ト
で
あ
り 

）
5
（

 

、
カ

ン
ト
も
ま
た
、
そ
の
悪
論
に
お
い
て
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
身
分
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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カ
ン
ト
は
『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
』（
一
七
八
八
年
、
以
下
『
宗
教
論
』
）
に
お
い
て
《
人
間
は
理
性
的
で
自
律
的
な
存
在

者
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
か
く
も
悪
が
は
び
こ
っ
て
い
る
の
か
》
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
、
そ
の
答
え
と
し
て
人
間
に
お
け
る
「
悪
へ
の

性
癖
」
の
存
在
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
道
徳
法
則
に
対
し
て
感
性
的
傾
向
性
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
本
性
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
主
張
は
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
生
得
的
な
性
癖
の
存
在
は
、
人
間
の
自
律
能
力
を
疑
わ
し
い
も
の
と
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
下
さ

れ
る
道
徳
的
評
価
の
妥
当
性
を
も
疑
わ
し
い
も
の
と
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
カ
ン
ト
は
「
悪
へ
の
性
癖
は
主
体
自
身
に
よ
っ
て
招

き
寄
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
主
体
に
そ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
［V

I35 43 

四
六
］
」
と
述
べ
、
悪
が

自
己
決
定
に
由
来
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
だ
が
、
人
間
が
自
由
な
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？

　
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
は
、
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
が
残
し
た
問
題
に
一
つ
の
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
カ
ン
ト

の
悪
論
の
正
統
な
継
承
者
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず 

）
6
（

 

、
本
論
文
で
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
の
悪
論

の
展
開
の
重
要
な
一
端
を
紹
介
す
る
こ
と
に
も
結
び
つ
く
だ
ろ
う 

）
7
（

 

。
批
判
的
再
構
成
を
お
こ
な
い
、
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
を
よ
り
開
か
れ
た
も

の
と
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
お
お
む
ね
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
ま
ず
は
第
一
の
問
い
に
か
か
わ
る
リ
ク
ー
ル
の
論
述
を
た
ど
っ

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

1
．
告
白
に
よ
る
悪
の
成
立 

　   

悪
を
引
き
受
け
る
自
由

　
全
三
巻
か
ら
な
る
包
括
的
な
『
意
志
の
哲
学
』
を
構
想
し
て
い
た
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
、
「
悪
」
は
避
け
て
は
通
れ
な
い
主
題
で
あ
っ
た
。
我
々

の
人
生
は
過
誤
の
経
験
に
満
ち
、
し
ば
し
ば
我
々
は
罪
悪
感
に
苛
ま
れ
る
。
だ
が
、
な
ぜ
我
々
は
あ
と
で
後
悔
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う

の
か
？ 

い
や
、
実
は
そ
れ
こ
そ
が
自
分
が
本
当
に
望
ん
で
い
た
こ
と
な
の
か
？ 

悪
の
存
在
を
眼
の
当
た
り
に
し
て
、
我
々
は
み
ず
か
ら
の
自
由
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に
不
信
の
眼
差
し
を
向
け
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
実
際
、
悪
を
主
題
化
し
た
第
二
巻
『
有
限
性
と
罪
責
性
』
の
中
で
は
、「
罪péché

」
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

自
分
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
自
分
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
言
語
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
疑
問
形
で
言
い

表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
罪
と
は
自
分
自
身
か
ら
の
疎
外
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
そ
れ
は
自
然
の
光
景
と
い
う
よ
り
は
、
人
を
驚
か
せ
、
狼

狽
さ
せ
る
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
経
験
で
あ
ろ
う
。［FC

 210 

一
五
］

こ
の
一
節
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
一
人
称
的
視
点
か
ら
自
己
の
ふ
る
ま
い
を
回
顧
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
回
顧
的
反
省
に
お
い
て
、
過

去
の
行
為
は
な
す
べ
き
で
は
な
い
行
為
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
自
分
に
驚
き
の
眼
差
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
驚
き
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
自
分
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
、
と
い
う
自
問
で
あ
る
。
現
在
の
私
は
自
分
が
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
な
し
う
る
人
間
で
あ
る
と
思
い
た
く
は
な
い
。
罪
の
意
識
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
自
己
か
ら
の
疎
外
で
あ
り
、
過
ち
は

「
不
透
明opaque

」
や
「
非
合
理absurde

」
と
い
っ
た
性
格
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
る
［FC

26 

八
］ 

）
8
（

 

。

　
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
リ
ク
ー
ル
は
悪
の
問
題
に
人
間
の
非
合
理
性
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
人
間
の
合
理
性
が
不

完
全
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、『
意
志
の
哲
学
』
全
体
の
基
調
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
第
一
巻
『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』（
一

九
五
〇
年
）
に
お
い
て
も
、「
身
体
に
由
来
す
る
実
存
の
本
質
的
受
動
性
の
う
ち
に
と
ら
わ
れ
て
い
る 

［V
I186 

二
四
一
］」
人
間
に
と
っ
て
、「
意

識
が
全
面
的
に
統
一
さ
れ
て
全
面
的
に
合
理
的
に
な
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
［V

I 224 

二
九
三
］」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
《
自
分
で
自
分
の
す
る
こ
と
を
決
め
、
そ
の
通
り
に
行
動
す
る
》
と
い
う
意
味
で
の
意
志
の
自
由
は
、
人
間
に
は
完
全
な
仕
方
で
は
与
え
ら
れ

て
い
な
い
。
人
間
の
意
志
作
用
は
つ
ね
に
身
体
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
は
た
ら
き
方
は
し
ば
し
ば
見
通
す

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
で
も
、「
非
意
志
的
な
も
の
」
と
し
て
の
自
己
身
体 

　   
た
ん
な
る
意
志
作
用
の
道
具
で
は
な
く
、
固
有
の
必
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然
性
や
自
律
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
身
体 

　   

に
関
す
る
理
解
が
進
む
に
つ
れ
て
、
意
志
の
自
由
は
拡
大
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
の

意
志
論
は
、
既
に
あ
る
自
己
（
身
体
に
内
在
す
る
自
己
）
と
、
反
省
し
企
投
す
る
自
己
の
あ
い
だ
の
隔
た
り
と
い
う
着
想
を
中
核
に
展
開
し
て
お

り
、
我
々
は
こ
の
こ
と
を
「
古
い
も
の
を
見
い
だ
し
、
み
ず
か
ら
を
既
に
そ
こ
に
あ
る
者
と
し
て
見
い
だ
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
私
は
新
し
い
も

の
を
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
［V

I 431 

六
一
一
］」
と
い
う
一
節
の
う
ち
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る 

）
9
（

 

。

　
し
た
が
っ
て
、
非
合
理
性
そ
の
も
の
は
身
体
的
実
存
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
例
外
的
な
事
態
で
は
な
い
。
だ
が
非
合
理
性
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
危
機
を
引
き
起
こ
す
と
き
（
そ
の
よ
う
な
非
合
理
性
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
の
ち
に
論
じ
る
）、
そ
れ
は

悪
の
経
験
と
し
て
人
間
を
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
罪
の
意
識
に
苦
し
む
と
き
、
人
は
「
既
に
あ
る
者
」
と
し
て
の
自
己
を
受
け
入
れ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
新
た
な
自
己
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
は
す
で
に
そ
の

者
を
自
己
と
し
て
選
び
と
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
こ
れ
を
「
自
分
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
自
分
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
と

い
う
経
験
」
と
呼
ん
で
い
た
。
現
在
の
私
は
自
分
が
し
た
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私

は
、
自
分
が
し
た
こ
と
を
嫌
悪
し
、
自
分
で
あ
る
こ
と
を
苦
し
く
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
望
ま
ぬ
自
己
の
姿
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
が
私

で
あ
る
と
認
め
た
く
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
私
は
自
分
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
が
現
在
の
私
と
は
関
係
の
な
い
ひ
と
り
の

他
者
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
罪
の
意
識
を
も
つ
と
き
、
私
は
私
を
自
分
自
身
か
ら
切
り
離
し
た

い
と
思
い
つ
つ
も
、
実
際
に
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
私
は
、
そ
れ
が
私
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
自
分
を
放
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
自
分
に
対
す
る
や
む
こ
と
の
な
い
否
定
の
は
た
ら
き
は
、
現
在
の

私
へ
と
再
帰
し
て
私
を
苦
し
め
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
過
去
の
行
為
者
が
私
で
あ
る

4

4

4

の
を
認
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
私
が
そ
の
行
為
者
で
あ
っ
た

4

4

4

4

の
を
認
め
る
こ
と
で

も
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
は
罪
の
意
識
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
な
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
私
が
、
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
と
き
に
も
確
か
に
同
じ
私
と
し
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
自
問
の
形
式
を
も
ち
い
て
言
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い
換
え
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う 

　   

な
ぜ
こ
の
私
は
、
あ
の
と
き
、
そ
の
行
為
が
悪
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
悪
が
な
さ
れ
る
が
ま
ま

に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
？ 

悪
が
な
さ
れ
て
い
る
そ
の
さ
な
か
、
一
体
こ
の
私
は
何
を
し
て
い
た
の
か
？ 

　
善
悪
を
理
解
す
る
能
力
と
、
行
動
を
統
御
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
の
私
が
、
行
為
の
遂
行
時
、
た
し
か
に
そ
こ
に
存
在
し
て
お
り
、
行
動
に
変

化
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
想
定
を
欠
く
な
ら
ば
、
過
去
の
行
為
に
対
し
て
悔
恨
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
あ

の
と
き
、
し
よ
う
と
思
え
ば
別
の
こ
と
が
で
き
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
の
こ
と
を
し
な
か
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
望
ま
し
か
ら
ざ
る

事
態
が
現
実
化
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
判
断
に
も
と
づ
き
、
人
は
自
分
を
責
め
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
過
誤
の
成
立
に
自
由
な
存
在
者
と
し
て

の
み
ず
か
ら
の
無
為
無
能
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
に
よ
り
、
人
は
そ
れ
に
対
し
て
責
任
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
責
め
を
負
い
、
自
己
を
断
罪
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
は
同
時
に
み
ず
か
ら
を
自
由
な
存
在
者
と
し
て
立
ち
上
が
ら
せ
て

い
る
。
か
く
て
リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

《
告
白aveu

》
は
、
悪
が
顕
現
す
る
場
と
し
て
で
は
な
く
、
悪
の
創
始
者auteur

と
し
て
、
悪
を
人
間
に
結
び
つ
け
る
。
悪
を
み
ず
か
ら

に
引
き
受
け
る
自
由
の
は
た
ら
き
は
、
問
題
を
創
り
出
す
。
人
は
悪
に
至
る
の
で
は
な
い
。
人
は
悪
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
。
自
由
は
、

悪
の
根
源
で
は
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
の
創
始
者
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
告
白

に
よ
り
、
悪
の
問
題
は
自
由
の
領
域
に
定
位
さ
れ
る
の
で
あ
る
。［FC

32 

一
五
］

「
そ
れ
は
私
の
せ
い
だ
」 

　   

「
私
が
な
に
も
な
さ
な
か
っ
た
か
ら
悪
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
」「
こ
の
私
さ
え
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
過
ち
は
生
じ
な
く
と
も
済
ん
だ
は
ず
だ
」 

　   

と
言
う
こ
と
に
よ
り
、
告
白
の
主
体
は
悪
の
責
任
を
み
ず
か
ら
に
負
わ
せ
、
こ
れ
と
同
時
に
み

ず
か
ら
の
自
由
を
宣
言
す
る
。
告
白
に
お
い
て
は
、
み
ず
か
ら
を
悪
人
と
し
て
同
定
す
る
こ
と
と
、
み
ず
か
ら
を
自
由
な
存
在
者
と
し
て
同
定
す

る
こ
と
が
等
根
源
的
に
成
立
し
て
い
る
。
リ
ク
ー
ル
が
、
人
間
が
悪
に
陥
る
こ
と
が
含
み
も
つ
「
積
極
的
な
意
味
」
と
し
て
、「
人
間
に
お
け
る
［
自
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己
と
自
己
の
］《
不
調
和
》
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
過
ち
を
犯
す
こ
と
が
可
能
と
な
る

4

4

4

4

4

と
い
う
点
で
、
過
ち
を
犯
す
能
力
4

4

な
の
で
あ
る
［FC

198 
二
二
二
］」
と
言
う
と
き
、
そ
こ
で
は
告
白
＝
自
己
断
罪
に
お
け
る
自
由
の
創
出
と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
だ
が
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
け
ば
、
自
己
を
断
罪
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
の
悪
を
一
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
で
自
己
の
英
雄
性
を
演
出
す
る
よ

う
な
ふ
る
ま
い
と
は
異
な
っ
て
い
る 

）
10
（

 

。
悪
は
悪
で
あ
る
以
上
そ
の
否
定
的
な
側
面
を
失
う
こ
と
が
な
く
、
自
己
自
身
と
合
致
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
人
間
の
「
弱
さ
」
や
「
脆
さ
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
。
繰
り
返
す
な
ら
、
現
在
の
私
が
過
去
の
自
分
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
過
去
の
自
分
も
い

ま
の
私
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
罪
を
認
め
る
こ
と
は
、
過
去
の
自
分
が
い
ま
な
お
私
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
る
の
を
認
め
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の
私
が
あ
の
無
為
無
能
の
存
在
者
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
望
む
生
き
方
か
ら
容
易
に
離
反
し
う
る
非
合
理
的
な
存
在
で

あ
る
の
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
い
ま
断
罪
を
行
な
っ
て
い
る
私
の
権
能
に
対
し
て
不
信
の
眼
差
し
を
向
け
る

こ
と
へ
と
結
び
つ
く
だ
ろ
う
。
自
己
断
罪
は
、
断
罪
し
て
い
る
者
自
身
を
否
定
し
、
断
罪
そ
の
も
の
を
機
能
停
止
へ
と
追
い
込
む
よ
う
な
作
用
を

そ
の
う
ち
に
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
は
悪
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
を
自
由
な
存
在
者
と
し
て
定
立
す
る
と
は
言
え
、
告

白
は
苦
々
し
く
、
そ
の
自
由
は
き
わ
め
て
脆
い
。

　
こ
こ
か
ら
リ
ク
ー
ル
は
、
罪
の
意
識
を
「
再
生régénération

」
へ
の
欲
望
と
し
て
と
ら
え
直
す
。
再
生
へ
の
欲
望
を
構
成
す
る
の
は
、
自
己

へ
の
絶
望
と
自
由
の
希
求
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
悪
人
た
る
自
己
を
否
定
す
る
は
た
ら
き
と
、
そ
れ
で
も
そ
の
悪
人
た
る
自
己
に
も
と
づ

き
、
そ
れ
を
通
し
て
善
き
存
在
に
な
ろ
う
と
い
う
決
意
が
同
時
に
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
以
上
の
委
曲
が
圧
縮
さ
れ
た
次
の
一
節
を
引
用
し
て
本

節
の
議
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

過
ち
の
意
識
に
お
い
て
は
、
過
去
と
未
来
と
い
う
二
つ
の
時
間
的
《
脱
自
》
の
根
源
的
な
統
一
が
最
初
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
企
投
の

前
方
へ
の
跳
躍
は
、
回
顧
を
背
負
っ
て
い
る
。
逆
に
、
悔
恨
の
な
か
で
苦
悩
す
る
過
去
に
つ
い
て
の
思
案
は
、
再
生
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

確
信
と
一
体
化
し
て
い
る 

）
11
（

 

。［FC
32-3 

一
六
］
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2
． 

悪
の
パ
ラ
ド
ク
ス 

　 
 

リ
ク
ー
ル
の
解
決

　
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
は
、「
告
白
」
と
い
う
観
点
か
ら
《
一
人
称
の
悪
》
の
成
立
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
悪
の
実
質
、
す
な
わ
ち

断
罪
さ
れ
る
行
為
や
自
己
の
姿
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
未
規
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
極
端
に
卑
近
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、

そ
れ
は
ダ
イ
エ
ッ
ト
中
に
つ
い
つ
い
食
べ
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
や
、
宿
題
を
さ
ぼ
っ
て
テ
レ
ビ
を
見
て
し
ま
う
こ
と
で
も
あ
り
う
る
。
ま
ず
重
要

な
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
人
が
あ
る
べ
き
自
己
と
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル

に
よ
れ
ば
「
人
間
の
可
謬
性
の
根
拠
は
、
自
己
と
自
己
の
あ
い
だ
の
《
不
調
和disproportion

》
に
求
め
ら
れ
る
［FC

37 

二
二
］」
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
悪
の
問
題
を
矮
小
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
我
々
の
な
か
に
は
進
ん
で
法
を
犯
し
、
躊
躇

な
く
他
者
を
害
す
る
よ
う
な
者
も
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
、
こ
の
点
で
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
は
、
悪
に
固
有
の
恐
ろ
し
さ
を
射
程
に
収
め
て

い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
我
々
が
日
常
生
活
で
し
ば
し
ば
覚
え
る
よ
う
な
罪
悪
感
を
こ
そ
よ
く
説
明
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

し
か
し
一
方
で
、
当
人
が
意
図
的
に
そ
れ
を
な
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
に
と
っ
て
自
分
の
行
為
は
悪
し
き
行
為
（
な
す
べ
き
で
は
な

い
こ
と
）
と
は
映
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
あ
る
人
の
ふ
る
ま
い
を
自
然
に
生
じ
た
出
来
事
で
は
な
く
意
図
的

な
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
と
い
う
と
き
、
当
人
が
自
分
の
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
か
つ
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
是
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

そ
の
構
成
要
件
と
な
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
第
三
者
的
に
見
て
き
わ
め
て
残
酷
な
ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
行
為
者
の
意
図
の
も

と
に
包
摂
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
に
と
っ
て
な
す
べ
き
理
由
を
と
も
な
っ
た
行
為
で
あ
り
、
そ
の
成
功
が
意
欲
さ
れ
て
い
る
（
行
為

者
は
行
為
の
失
敗
を
回
避
す
る
た
め
に
努
力
す
る
）
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
悪
を
《
な
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
》
と
理
解
す

る
な
ら
、
悪
を
意
志
す
る
と
い
う
言
い
方
は
撞
着
語
法
で
あ
り 

　   

「
自
分
が
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
な
す
べ
き
こ
と
と
是

認
し
て
遂
行
す
る
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
は
で
き
な
い
だ
ろ
う 

　   

人
間
は
合
理
的
に
悪
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
悪
は
人
間
の
非
合
理

性
と
し
て
出
現
す
る
。



79

　
と
は
い
え
、
意
に
反
し
て
悪
を
な
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
、
そ
こ
で
は
自
由
の
喪
失
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
我
々

が
自
律
能
力
を
持
た
ず
、
自
分
で
自
分
の
す
る
こ
と
を
決
め
る
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
動
物
と
同
等
の
存
在
者
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
善
悪
を
云
々
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
だ
ろ
う
。
か
く
て
人
間
界
に
は
悪
行
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
パ
ラ

ド
ク
ス
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス 

　   

《
道
徳
的
評
価
は
行
為
者
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
悪
行
が
自
律
能
力
の
喪

失
を
意
味
し
て
い
る
以
上
、
そ
も
そ
も
悪
行
を
悪
と
判
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
》
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス 

　   

に
ひ
と
つ
の
解
答
を
与
え
る
も
の

と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
我
々
は
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
が
、
日
常
性
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
悪
を
め
ぐ
る
原
理
的
な
問
題
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
論
理
的
に
見
て
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解
消
す
る
に
は
二
つ
の
方
策
が
あ
る
。
一
つ
は
、
悪
行
が
自
律
性
の
喪
失
を
意
味
し
な
い
と
考
え
る
こ

と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
行
為
者
が
自
由
で
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ク
ー
ル
が
採
用
し
て
い
る
の
は
第
二
の
方
策
で
あ
る
。

つ
ま
り
リ
ク
ー
ル
は
、
人
間
は
悪
を
合
理
的
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
罪
と
自
由
の
等
根
源
的
な
創
出
と
い
う
事
態
を

考
え
る
こ
と
で
非
合
理
性
の
問
題
を
解
決
す
る
。
い
ま
自
律
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
を
持
と
う
と
欲
す
る
こ
と
が
同
時
に
道
徳

的
な
悪
が
成
立
す
る
場
を
切
り
開
く
。
再
言
す
れ
ば
、
あ
る
べ
き
自
己
の
姿
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
自
己
の
姿
を
認
め
る
と
き
、
人
は
み
ず
か
ら
の

非
合
理
性
を
断
罪
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
自
由
な
存
在
者
と
し
て
の
自
己
の
再
生
を
決
意
す
る
、
と
い
う
の
が
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
の
中
核
的
な
発

想
で
あ
っ
た
。

　
で
は
カ
ン
ト
は
悪
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。《
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
》
と
い
う
問
い
へ

と
議
論
を
移
す
契
機
に
も
な
る
か
ら
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
解
決
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
カ
ン
ト
は
第
一
の
方
策
、
悪
行
は
自
律
性
の

喪
失
を
意
味
し
な
い
と
い
う
考
え
方
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
一
の
方
策
を
と
る
場
合
、
悪
を
た
ん
に
《
な
す
べ
き
で
な
い
こ
と
》
と
い
う
よ
う
に
形
式
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
殺
戮
や
虐
待
と
い

う
よ
う
に
実
質
的
に
理
解
す
る
と
い
う
や
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
行
為
が
そ
れ
自
体
で
一
般
に
悪
と
見
な
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
よ
う
な
悪
行
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を
悪
い
と
は
思
わ
な
い
極
悪
人
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
悪
を
合
理
的
に
遂
行
す
る
可
能
性
を
維
持
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の

よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
殺
戮
や
虐
待
は
そ
れ
自
体
で
反
理
性
的
で
あ
り
、
人
間
の
理
性
は 

　   

人
間
が
人
間
で
あ
る
限
り
そ
の
理
性
は 

　   

そ

れ
ら
を
合
理
的
に
選
択
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る 

）
12
（

 

。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
は
そ
れ
ら
を
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
悪
魔
」
で
あ
り
、
悪
魔
に
つ
い
て
善
悪
を
言
う
の
は
そ
も
そ
も
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト

は
悪
を
形
式
的
に
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、
道
徳
法
則
を
優
先
す
べ
き
と
わ
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
感
性
的
動
機
（
自
己
愛
）
を
優
先
さ

せ
、
準
則
の
あ
る
べ
き
「
従
属
関
係
［V

I36 45 

四
八
］」
を
転
倒
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
悪
で
あ
る
。

　
だ
が
《
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
道
徳
法
則
を
優
先
し
な
い
》
と
い
う
の
は
非
合
理
的
な
ふ
る
ま
い
な
の
で
は
な
い
か
？ 

加
え
て
カ
ン
ト
は
、
悪

の
「
数
多
く
の
際
立
っ
た
実
例
［V

I32f. 40 

四
三
］」
か
ら
人
間
の
「
悪
へ
の
性
癖
」
を
導
き
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
人
間

存
在
の
根
元
に
は
非
合
理
性
が
横
た
わ
っ
て
お
り
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
理
性
を
裏
切
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
け
っ
き
ょ
く
人
間

に
道
徳
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？ 

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
悪
人
は
《
す
べ
き
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
で
き
な
か
っ
た
》
の
で
は
な
く
、
《
す
べ
き
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
し
な
か
っ

た
》
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
要
因
に
よ
っ
て
善
の
選
択
が
妨
害
さ
れ
た
か
ら
悪
が
発
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
悪

を
問
題
に
す
る
限
り
、「
世
界
内
の
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
、
人
間
が
自
由
に
行
為
す
る
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
中
断
す
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
［V

I41 51f. 

五
四
］」
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
悪
い
行
為
を
し
た
の
か
と
問
わ
れ
て
、
欲
求
を
抑
え
き
れ
ず
、

と
か
、
衝
動
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
な
ど
と
答
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
が
自
分
自
身
で
決
め
た
と
い
う
こ
と
が
言
え

て
は
じ
め
て
、
行
為
者
に
道
徳
的
善
悪
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る 

）
13
（

 

。
だ
か
ら
悪
人
は
あ
え
て

4

4

4

悪
を
選
択
し
た
の
で
あ
り
、

悪
人
に
と
っ
て
「
悪
へ
の
性
癖
を
凌
駕
す
る
こ
と
［V

I37 46 

四
九
］」
は
い
つ
で
も
可
能
で
あ
る 

）
14
（

 

。
で
は
、
悪
人
が
あ
え
て
悪
を
選
択
し
た

理
由
は
何
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
問
い
に
対
し
て
、「
道
徳
的
準
則
を
採
用
す
る
第
一
の
主
観
的
根
拠
は
究
め
が
た
いunerforschlich 

）
15
（

」
と
述
べ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
人
は
合
理
的
か
非
合
理
的
か
と
い
う
問
題
を
宙
づ
り
に
す
る
。《
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
な
い
＝
非
合
理
的
で
あ
る
》
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と
す
る
の
で
は
な
く
、《
理
由
は
わ
か
ら
な
い
＝
非
合
理
的
と
は
い
え
な
い
》
と
す
る
こ
と
で
、
と
に
か
く
も
悪
人
が
自
分
で
選
択
し
た
と
い
う

事
実
を
固
守
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
道
徳
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
限
り
、
悪
が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
謎
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
お
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
、
パ
ラ
ド
ク
ス
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
解
決
で
あ
る
。

3
．
情
念
と
い
う
非
合
理
性 

　   

奴
隷
意
志
の
パ
ラ
ド
ク
ス

　
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
内
部
で
は
、
悪
の
存
在
可
能
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、《
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
》
と
い
う
問
い
は

謎
の
ま
ま
に
封
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不
自
由
さ
に
苦
し
む
こ
と
の
う
ち
に
自
由
の
萌
芽
を
認
め
る
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
の
場
合
、
自
身
の

不
自
由
さ
を
語
る
こ
と
は
必
ず
し
も
道
徳
的
評
価
と
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
《
す
べ
き
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
で

き
な
か
っ
た
》
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
将
来
の
非
合
理
性
を
回
避
す
る
こ
と
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
リ
ク
ー
ル
も
ま
た
「
過
ち
や
す
い
と
い
う
状
態
か
ら
既
に
失
墜
し
て
い
る
と
い
う
状
態
へ
の
《
飛
躍
》
、
こ
れ
こ
そ
が
謎
で
あ
る
［FC

195 

二
一
八
］」
と
述
べ
、「
無
罪
か
ら
過
誤
へ
の
移
行
は
、
経
験
的
な
記
述
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
理
解
可
能
に

す
る
の
は
具
体
的
な
神
話
の
知
で
あ
る
」
と
主
張
す
る 
）
16
（

 
。
つ
ま
り
人
間
が
悪
に
陥
る
こ
と
は
「
哲
学
」
が
直
接
に
は
考
究
で
き
な
い
よ
う
な

謎
を
孕
ん
で
い
る
。
い
っ
た
い
「
神
話
の
知
」
に
の
み
接
近
可
能
な
謎
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

そ
れ
は
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』

と
同
じ
謎
、
人
間
が
悪
を
な
す
理
由
は
究
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
？

　
ま
ず
、
両
者
の
謎
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
リ
ク
ー
ル
が
「
我
々
は
、
意
志
を
左
右
す
る
情
念
に
つ
い
て
、
神
話
の
知
の
暗
号
化
さ
れ
た
言
葉

で
の
み
語
り
う
る
［FC

26 

八
］」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
謎
の
中
核
に
あ
る
の
は
情
念
の
謎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
悪
の
謎
が
情
念
の
謎
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
時
点
で
、
リ
ク
ー
ル
は
カ
ン
ト
が
封
じ
た
問
い
に
す
で
に
一
定
の
答
え
を
与
え
て
い

る
。
つ
ま
り
情
念
と
い
う
非
合
理
性
が
人
間
を
悪
に
陥
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
リ
ク
ー
ル
は
カ
ン
ト
そ
の
人
の
情
念
論
を
援
用
し
な
が
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ら
、
人
間
の
悪
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
悪
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
別
の
仕
方
で
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
リ
ク
ー
ル
は
カ
ン
ト
が
自
重
し
て
い

た
こ
と
に
着
手
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
が
善
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
原
因
に
関
す
る
人
間
学
的
な
分

析 

　   
人
間
学
を
道
徳
哲
学
に
架
橋
す
る
こ
と 

　   

で
あ
る
。

　
で
は
、
人
間
が
情
念
に
と
ら
わ
れ
る
仕
組
み
を
解
明
す
る
た
め
に
「
神
話
の
知
」
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
リ
ク
ー
ル
は
情
念
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
を
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
自
分
で
自
分
を
不
自
由
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

情
念
と
い
う
非
合
理
性
に
は
、
た
と
え
ば
怒
り
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
つ
い
相
手
を
殴
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
非
合
理
性
と
は
異
な

る
深
刻
さ
が
認
め
ら
れ
る
。
リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

情
念
の
原
理
は
あ
る
種
の
奴
隷
状
態
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
れ
は
魂
が
自
分
自
身
で
陥
る
奴
隷
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
魂
は
自
分
自
身
を
拘

束
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
情
念
と
い
う
奴
隷
状
態
は
、
主
体
に
生
じ
る
何
ご
と
か
で
あ
り
、
い
わ
ば
自
由
に
起
き
る
何
ご
と
か
で
あ
る
。

［V
I 25-6 

四
一
］

さ
ら
に
リ
ク
ー
ル
は
、
情
念
を
ル
タ
ー
に
由
来
す
る
「
奴
隷
意
志 serf-arbitre

」
と
結
び
つ
け 

）
17
（

 

、「
奴
隷
意
志
の
謎
、
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身

を
縛
り
、
自
分
が
つ
ね
に
既
に
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
自
由
意
志
の
謎
［FC

30 

一
三
］
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
引
用
で
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
情
念
＝
奴
隷
意
志
に
お
い
て
は
、
人
間
は
み
ず
か
ら
の
手
で
自
由
を
手
放
し
、
不
自
由
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
と
き
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
人
間
は
情
念
＝
奴
隷
意
志
に
お
い
て
不
自
由
さ
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
人
に
仕
え
る
こ
と
や
束
縛
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
そ
れ
自
体
逆
説
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
奴
隷
で
あ
る
こ
と
を
悪
に
仕
え
る
こ
と
と
し
て

理
解
す
る
な
ら
、
奴
隷
意
志
と
は
こ
の
世
を
悪
で
満
た
そ
う
と
か
、
す
す
ん
で
悪
の
下
僕
に
な
ろ
う
と
い
う
意
志
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
発
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的
な
意
志
を
持
っ
て
い
る
時
点
で
、
そ
の
者
は
実
際
に
は
奴
隷
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
そ
れ
は
た
ん
に
外
的
な
強
制
に
よ
っ
て
悪
行
に
従

事
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
こ
に
意
志
の
は
た
ら
き
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
け
っ
き
ょ
く
、「
奴
隷
意
志
」

と
い
う
撞
着
語
法
を
理
解
可
能
に
す
る
の
は
、《
善
に
向
か
お
う
と
す
る
人
間
の
意
志
の
は
た
ら
き
が
否
応
な
く
悪
の
現
実
化
に
寄
与
し
て
し
ま
う
》

と
い
う
解
釈
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
人
間
は
、
自
分
で
は
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
い
つ
の
ま
に
か
悪
い
こ
と
を
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
善
を
な
そ
う
と
思
っ
て
動
け
ば
動
く
ほ
ど
、
悪
へ
と
近
づ
い
て
い
く 

）
18
（

 

。

　
し
た
が
っ
て
問
題
に
な
る
の
は
、
哲
学
に
人
間
が
情
念
と
い
う
非
合
理
性
に
陥
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る

理
由
を
解
明
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
哲
学
に
は
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ

ば
、
そ
こ
に
こ
そ
「
神
話
の
知
」
が
要
請
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
論
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
進
む
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
点
ま
で
哲
学
的
な
分
析
を
進
め
て
み
る
こ
と
で
、「
神
話
の
知
」
に
委
ね
る
べ
き
謎
の
核
心
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ク
ー
ル
の
神
話
論
・
象
徴
論
へ
と
議
論
の
場
を
移
し
た
う
え
で
、
情
念
の
謎
の
解
明
に
お
け
る
「
神
話
の

知
」
の
意
義
を
検
討
す
る
と
い
う
作
業
を
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
そ
れ
で
一
つ
の
論
考
を
要
す
る
課
題
で
あ
る
し
、
そ
の
意
義

を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
哲
学
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
得
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
次
節
で
は
、
人
間
が
情
念
に
陥
る
機
制
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
へ
と
遡
行
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
リ
ク
ー

ル
は
「
奴
隷
意
志
の
経
験
論
を
、
ト
マ
ス
流
、
デ
カ
ル
ト
流
、
ス
ピ
ノ
ザ
流
の
情
念
論
の
内
部
で
論
じ
る
こ
と
は
、
も
は
や
今
日
で
は
不
可
能 

［FC
29 

一
一
］」
で
あ
る
と
言
う
一
方
で
、「
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
は
こ
れ
ら
の
情
念
論
よ
り
先
を
行
っ
て
い
る
［FC

158 

一
七
四
］」
と
述
べ
て
い
る

か
ら
だ
。
リ
ク
ー
ル
が
み
ず
か
ら
の
言
葉
で
「
情
念
の
原
理
」
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
迂
回
は

必
須
で
あ
る
。
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4
． 

『
人
間
学
』
の
情
念
論 

　   

理
性
の
形
式
的
原
理
あ
る
い
は
賢
明
さ
の
命
法

　
『
人
間
学
』
の
な
か
で
、
カ
ン
ト
は
「
情
念Leidenschaft

」
を
「
激
情A

ffekt

」
と
と
も
に
「
心
の
病
気K

rankheit des G
em

üths

」
と
み
な

し
て
い
る
［V

II251 169 

二
〇
五
］。
両
者
は
と
も
に
理
性
の
統
制
権
が
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
「
病
気
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
人
間
は
意
志
の

自
由
を
奪
わ
れ
る 
）
19
（

 
。
な
か
で
も
情
念
を
生
み
出
し
て
い
る
心
の
は
た
ら
き
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
と
な
る
の
は
、
情
念
に
は
感
性
的
傾
向

性
の
み
な
ら
ず
理
性
も
関
与
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
激
情
に
お
い
て
は
、
情
動
の
興
奮
に
よ
っ
て
理
性
の
関
与
す
る
機
会
が
全
く
奪
わ

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
情
念
は
「
き
わ
め
て
冷
静
な
熟
慮
と
も
両
立
す
る
［V

II266 188 

二
二
七
］」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
に
は
理
性
が
特

定
の
欲
望
に
承
認
を
与
え
る
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る 

）
20
（

 

。

情
念
は
い
つ
で
も
、
傾
向
性
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
目
的
に
向
け
て
行
為
す
る
と
い
う
主
観
の
準
則
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
情
念
は

つ
ね
に
主
観
の
理
性
と
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
純
粋
な
理
性
的
存
在
者
に
情
念
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
じ
く
、

た
ん
な
る
動
物
に
情
念
を
帰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。［V

II266 188 

二
二
七
］

人
間
は
様
々
な
傾
向
性
に
揺
り
動
か
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
手
を
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
純
粋
に
理
性
的
と
は
言
え

な
い
。
だ
が
一
方
で
人
間
は
動
物
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
も
ろ
も
ろ
の
欲
望
を
反
省
的
に
理
解
し
、
ど
の
欲
望
の
求
め
に
応
じ
る
か
を
自
分
で
決

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
人
間
に
特
有
の
事
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
性
と
の
か
か
わ
り

に
お
け
る
理
性
の
は
た
ら
き
方
の
結
果
と
し
て
成
立
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
傾
向
性
へ
の
支
持
の
仕
方
を
誤
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
み
ず

か
ら
選
択
意
志
の
自
由
を
喪
失
す
る
羽
目
に
陥
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
誤
り
と
は
、
特
定
の
傾
向
性
に
心
の
全
精
力
を
注
ぐ
こ
と
を
指
す
。

つ
ま
り
「
あ
る
特
定
の
選
択
に
か
ん
し
て
、
理
性
が
そ
の
傾
向
性
を
傾
向
性
の
総
体
と
比
較
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
傾
向
性
が
、
情
念
で
あ
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る
［V

II265 188 

二
二
六
］」。
そ
れ
ゆ
え
情
念
を
め
ぐ
る
問
題
は
、《
な
ぜ
人
間
は
特
定
の
傾
向
性
に
の
み
賭
け
て
し
ま
う
の
か
》
と
い
う
問
い

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
問
い
に
答
え
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
特
定
の
傾
向
性
と
や
ら
を
同
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
情
念
を

引
き
起
こ
し
う
る
傾
向
性
は
「
人
間
に
の
み
関
係
し
、
だ
か
ら
ま
た
人
間
に
よ
っ
て
の
み
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
［V

II270 193 

二
三

三
］」
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
つ
ま
り
「
あ
ら
ゆ
る
情
念
は
い
つ
で
も
人
間
か
ら
人
間
に
向
け
ら
れ
た
欲
望
で
あ
る 

［V
II268 190

二
三
〇
］」。

こ
の
よ
う
な
欲
望
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
名
誉
欲Ehrsucht

」、「
支
配
欲H

errschsucht

」
、
「
所
有
欲H

absucht

」
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
た
と
え

ば
「
名
誉
欲
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

名
誉
に
対
す
る
人
間
の
欲
望
は
、
理
性
に
よ
っ
て
つ
ね
に
承
認
さ
れ
る
傾
向
性
の
方
向
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
名
誉

へ
の
欲
望
を
持
つ
人
間
は
、
他
人
か
ら
愛
さ
れ
る
こ
と
も
同
じ
く
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
親
愛
の
伴
っ
た
他
人
と
の
交
際
を
必
要
と
す
る
と

と
も
に
、
財
産
を
維
持
す
る
こ
と
も
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
に
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
し
か
し
、
情
念
に

と
ら
わ
れ
て
名
誉
を
欲
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
人
は
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
性
が
そ
れ
ぞ
れ
に
推
奨
し
て
く
る
こ
れ
ら
の
諸
目
的
に
対
し
て
盲
目

と
な
り
、［
名
誉
だ
け
を
欲
し
て
い
れ
ば
］
他
人
か
ら
嫌
わ
れ
、
交
際
相
手
か
ら
避
け
ら
れ
た
り
、
浪
費
に
よ
っ
て
零
落
し
た
り
し
か
ね
な

い
と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
気
に
留
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
理
性
に
そ
の
形
式
的
原
理
に
お
い
て
正
面
か
ら
対
立
す
る
と
い
う

愚
行
（
目
的
の
一
部
を
目
的
全
体
と
し
て
し
ま
う
）
で
あ
る
。［V

II 266 189 

二
二
八
］

こ
の
一
節
に
は
、
情
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
重
要
な
の
は
、
情
念
に
お
い
て
は

理
性
に
よ
る
欲
望
の
承
認
が
、「
理
性
の
形
式
的
原
理
」
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
定
の
目
的
に
諸
目
的
を
代
表
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
別
の
箇
所
で
こ
れ
を
「
一
つ
の
傾
向
性
が
他
の
傾
向
性
の
総
体
と
共
存
で
き
る
よ
う
に
留
意
す
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る
と
い
う
原
則
［V

II266 188f. 

二
二
八
］」
と
言
い
換
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
諸
々
の
傾
向
性
が
調
和
す
る
よ
う
に
配
慮
せ
よ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
原
則
は
、
カ
ン
ト
が
『
道
徳
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』（
一
七
八
五
年
、
以
下
『
基
礎
づ
け
』
）
で
提
示
し
た
三
つ
の
命
法
の

う
ち
、「
賢
明
さ
の
命
法
」
と
も
一
致
す
る
は
ず
で
あ
る 

）
21
（

 

。
賢
明
さ
の
命
法
は
、
「
す
べ
て
の
人
間
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
す
る
こ
と
の
で

き
る
意
図
［IV

415 38 

一
一
一
］」
と
し
て
の
「
幸
福G

lückseligkeit

」
の
観
点
か
ら
、「
自
分
自
身
の
最
大
の
仕
合
せw

ohlfahrt

の
た
め
の
手

段
［IV

416 38 

一
一
一
］」
を
指
令
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
命
法
で
は
特
定
の
目
的
の
実
現
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
諸
々

の
目
的
が
与
え
ら
れ
て
い
る
な
か
で
、「
あ
ら
ゆ
る
意
図
を
み
ず
か
ら
の
永
続
的
な
利
益
の
た
め
に
統
合
し

4

4

4

［IV
416 39 

一
一
三 

（
強
調
は
櫻
井

に
よ
る
）］」、
幸
福
を
最
大
化
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
賢
明
さ
の
命
法
は
、
諸
々
の
傾
向
性
が
調
和
す
る
よ
う
に
配
慮
せ
よ
と

い
う
原
則
と
同
様
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
致
か
ら
、
我
々
は
「
傾
向
性
の
総
体
に
留
意
す
る
」
と
い
う
先
の
原
則
が
、

幸
福
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
す
る
。
情
念
は
、
単
一
の
傾
向
性
に
傾
向
性
の
総
体
を
代
表
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、

諸
々
の
傾
向
性
の
調
和
的
統
一
と
し
て
の
幸
福
を
破
壊
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
あ
く
ま
で
人
は
幸
福
に
な
る
こ
と
を
求
め
て
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
幸
福

が
人
間
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
意
図
で
あ
る
以
上
、
お
の
ず
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
の
「
奴
隷
意
志
」
を
思
い
出
そ
う
。
そ

こ
で
の
「
善
」
に
「
幸
福
」
を
代
入
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
《
人
間
は
幸
福
を
求
め
つ
つ
も
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
で
幸
福
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
し
ま
う
》
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
具
体
化
す
る
な
ら
ば
、
情
念
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
の
は
、《
人
は
名
誉
・
力
・
お
金
を
ひ

た
す
ら
求
め
る
こ
と
を
通
じ
て
幸
福
を
追
求
す
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
幸
福
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
》
と
い
う
事
態
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

　
こ
の
と
き
人
が
こ
れ
ら
三
つ
の
傾
向
性
に
賭
け
て
し
ま
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ら
が
「
《
目
的
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
諸
々
の
傾
向
性
を
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
全
て
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
手
段
》
を
獲
得
す
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
目
指
す
傾
向
性
で
あ
る
［V

II 
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270 193 

二
三
三
］」
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
金
が
あ
れ
ば
衣
食
住
が
満
た
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
名
誉
や
力
も
ま
た
、
そ
れ
を
手

に
す
る
こ
と
で
他
の
多
く
の
傾
向
性
を
満
た
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
人
間
は
幸
福
に
な
る
た
め
の
合
理
的
な
方
策
と
し
て
、
名
誉
・
力
・
お
金

を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
幸
福
は
こ
の
よ
う
な
単
純
な
算
術
を
受
け
つ
け
な
い
。
そ
の
理
由
は
先
の
名
誉
欲
に
か
ん
す
る
引
用
の
な
か
で
既
に
説
明
さ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
物
事
は
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
あ
り
、
ひ
た
す
ら
名
誉
を
求
め
れ
ば
、
友
情
や
財
産
を
失
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
、
莫
大
な
富
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
思
わ
ぬ
煩
わ
し
さ
や
危
険
性
を
引
き
寄
せ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
定
の
目
的
が

現
実
化
し
た
と
き
に
は
、
必
ず
そ
れ
に
伴
っ
て
別
の
様
々
な
こ
と
が
付
随
的
に
現
実
化
す
る
の
で
あ
る
。
情
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
が
看
過
し

て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
だ
。『
基
礎
づ
け
』
の
次
の
記
述
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
幸
福
の
明
確
な
原
理
を
求
め
て
賢
明
さ
の
命
法
を
巧
み
さ

の
命
法
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

賢
明
さ
の
命
法
は
、
幸
福
に
つ
い
て
明
確
な
概
念
を
示
す
こ
と
が
簡
単
な
こ
と
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
巧
み
さ
の
命
法
と
完
全
に
一
致
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
と
同
様
に
分
析
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。［
中
略
］
と
こ
ろ
が
残
念
な
こ
と
に
、
幸
福
の
概
念
は
と
て
も

あ
や
ふ
や
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
幸
福
を
得
た
い
と
望
ん
で
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
実
際
の
と
こ
ろ

何
を
望
み
、
何
を
欲
し
て
い
る
の
か
を
、
明
確
か
つ
自
分
自
身
に
矛
盾
し
な
い
仕
方
で
語
る
と
い
う
こ
と
が
、
絶
対
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

［IV
 417f. 41 

一
一
七
］

幸
福
の
実
質
的
な
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
こ
か
ら
幸
福
に
な
る
た
め
の
手
段
を
分
析
的
に
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
幸
福
は
も
ろ
も
ろ
の
傾
向
性
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で
調
和
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
調

和
す
れ
ば
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
教
え
る
規
則
は
存
在
し
な
い
。
ど
の
よ
う
な
欲
望
を
有
し
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
欲
望
を
重
視
す
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る
か
と
い
っ
た
違
い
に
よ
り
、
幸
福
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
お
い
て
別
々
の
か
た
ち
を
と
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
ど
の
よ
う
な
行
為
が
幸
福
を
も
た

ら
す
の
か
を
確
実
か
つ
普
遍
的
に
確
定
す
る
と
い
う
課
題
［IV

 418 42 

一
二
一
］」
は
遂
行
不
可
能
で
あ
る 

）
22
（

 

。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
情
念
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
人
は
幸
福
を
欲
望
の
単
純
な
総
和
と
と
ら
え
、
諸
々
の
欲
望
の
充
足
を
可
能
に
す
る
汎
通

的
な
手
段
と
し
て
名
誉
・
力
・
お
金
を
追
求
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
人
は
思
い
が
け
ず
他
人
の
「
恨
み
を
買
っ
た
り
」、
他
人
か
ら
「
恐
れ

ら
れ
た
り
」、
他
人
に
「
軽
蔑
さ
れ
た
り
」
す
る
よ
う
に
な
り
［V

II 274 198 

二
三
九
］、
協
調
的
な
人
間
関
係
か
ら
脱
落
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
幸
福
を
手
に
入
れ
る
こ
と
の
難
し
さ
を
理
解
し
な
い
限
り
、
そ
の
人
は
人
間
関
係
へ
の
復
帰
を
求
め
て
さ
ら
に
名
誉
・
力
・
お

金
を
追
求
す
る
と
い
う
悪
循
環
に
嵌
り
込
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
手
に
入
り
さ
え
す
れ
ば
何
と
か
な
る
と
考
え
て
。
か
く
て
人
は
、
み
ず
か

ら
の
理
性
の
使
い
方
を
ま
ち
が
え
る
こ
と
に
よ
り
、
幸
福
を
求
め
な
が
ら
も
不
幸
に
陥
っ
て
い
く
。

5
． 

幸
福
の
困
難 

　   

人
間
の
精
神
性
と
共
同
性

　
リ
ク
ー
ル
が
カ
ン
ト
の
情
念
論
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
れ
が
情
念
を
激
情
か
ら
区
別
し
、
そ
の
成
立
に
理
性
が
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
情
念
に
固
有
の
問
題
は
、
欲
望
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
と
か
、
感
情
に
突
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
諸
々
の
欲
望

と
か
か
わ
り
あ
う
な
か
で
人
間
の
理
性
が
誤
っ
た
は
た
ら
き
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
そ
れ
は
、
ど
う
す
れ
ば
幸

福
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
か
で
、
賢
明
さ
の
命
法
を
巧
み
さ
の
命
法
に
無
理
や
り
還
元
し
て
し
ま
う
小
賢
し
さ
が
引
き

起
こ
す
問
題
と
さ
れ
た
。『
過
ち
や
す
い
人
間
』
の
次
の
一
節
か
ら
は
、
リ
ク
ー
ル
が
以
上
の
よ
う
な
情
念
論
を
前
提
と
し
て
み
ず
か
ら
の
論
述

を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
読
み
取
れ
る
。

情
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
べ
き
は
幸
福
へ
の
欲
望
で
あ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
へ
の
欲
望
で
は
な
い
。
実
際
、
人
間
は
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
す
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べ
て
を
、
そ
の
心
情
の
す
べ
て
を
、
情
念
に
傾
注
す
る
が
、
そ
れ
は
欲
望
の
主
題
が
、
彼
に
と
っ
て
の
す
べ
て
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ

の
「
す
べ
て
」
と
い
う
の
は
幸
福
の
し
る
し
で
あ
る
。
生
命
は
す
べ
て
を
欲
し
は
し
な
い
。「
す
べ
て
」
と
い
う
語
は
、
生
命
に
で
は
な
く
、

精
神
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
。［
中
略
］
す
べ
て
を
欲
す
る
存
在
だ
け
が
、
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
を
人
間
の
欲
望
の
対
象
の
う
ち
に
図
式
化

し
よ
う
と
す
る
存
在
だ
け
が
ま
ち
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
主
題
を
絶
対
と
み
な
し
、
幸
福
と
欲
望
の
主
題
と
の
あ
い
だ
の
関
係

が
象
徴
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
却
し
て
し
ま
う
。［FC

180-2

　
二
〇
〇
―
一
］ 

人
間
は
自
分
が
あ
る
欲
望
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
自
分
が
多
様
な
欲
望
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
人
間
に
と
っ
て
は
、
つ

ね
に
、
す
で
に
、
み
ず
か
ら
の
多
様
な
欲
望
を
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
う
か
と
い
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
だ
か
ら
情
念
に
と
ら
わ
れ
た
人
も
「
精

神
」
的
存
在
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
欲
望
の
多
様
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
欲
望
が
あ
ま
ね
く
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
最
高

の
幸
福
と
考
え
、
そ
の
手
段
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
名
誉
・
力
・
お
金
と
い
う
「
主
題
」
に
賭
け
て
し
ま
う
と
こ
ろ 

　   

リ
ク
ー
ル
は
こ
れ
を
「
幸
福

の
図
式
化
［FC

181

］
と
呼
ぶ 

　 
 

に
そ
の
人
の
誤
り
が
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
欲
望
は
等
価
で
は
な
い
し
、
特
定
の
欲
望
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
失
っ
た
り
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
幸
福
と
は
巡
り
合
わ
せdestinée

の
結
果
で
あ
り
、
個
々
の
欲
望
の
結
果
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
で
幸
福
と
は
《
総
計som

m
e

》
で
は
な
く
《
全
体tout

》
な
の
で
あ
る
［FC

109 

一
一
三
］
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
幸
福
は
多
様
な

欲
望
の
調
和
し
た
配
置
の
う
ち
に
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
で
実
現
す
る
。
欲
望
同
士
の
関
係
や
、
み
ず
か
ら
の
選
好
を
見
極
め
る
こ
と
な
し
に
、
よ
り

よ
い
秩
序
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
が
経
験
を
積
ん
で
い
く
な
か
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
幸
福
を
求
め
つ
つ

も
、
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
も
が
き
続
け
る
な
か
で
、
次
第
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
試
行
錯
誤
の
苦
し
み
に
耐
え

う
る
者
に
の
み
、
幸
福
の
可
能
性
は
開
か
れ
る
。

　
こ
こ
で
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
名
誉
欲
、
支
配
欲
、
所
有
欲
が
「
人
間
か
ら
人
間
に
向
け
ら
れ
た
欲
望
」
で
あ
り
、

「
人
間
に
よ
っ
て
の
み
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
」
な
欲
望
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
人
が
こ
れ
ら
の
欲
求
に
こ
だ
わ
る
こ
と
の
背
景
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に
は
、
名
誉
・
力
・
お
金
が
欲
求
充
足
の
汎
通
的
手
段
に
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
、
そ
の
人
に
と
っ
て
他
人
の
存
在
が
幸
福
の
重
要
な
条

件
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル
は
、
情
念
に
見
ら
れ
る
の
は
「
自
然
の
次
元
で
は
な
く
、
文
化
の
次
元
に
属
す
る

物
事
へ
の
執
着
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
他
者
と
の
関
係
」
に
お
け
る
「
客
観
性
の
構
成
」
で
あ
る
と
言
う
［FC

160

一
七
五
―
六
］。
そ
れ
ゆ
え
、
効
率
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に
情
念
に
嵌
り
込
ん
で
協
調
的
な
人
間
関
係
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
己
の
幸

福
の
根
拠
を
そ
の
手
で
掘
り
崩
し
て
し
ま
う
こ
と
に
等
し
い
。
情
念
を
構
成
す
る
の
は
、
幸
福
を
求
め
つ
つ
も
幸
福
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と

い
う
逆
説
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
を
求
め
つ
つ
も
他
者
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
逆
説
な
の
で
あ
る
。
人
間
を
悪
に
陥
れ
る
非
合
理
性
が

情
念
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
そ
の
悪
は
、
意
に
反
し
て
自
分
と
他
者
の
関
係
を
破
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
幸

福
か
ら
離
反
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
と
き
、
リ
ク
ー
ル
と
カ
ン
ト
の
情
念
論
の
ち
が
い
は
、
リ
ク
ー
ル
が
他
者
と
か
か
わ
る
な
か
で
幸
福
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
人
間
の
姿
に
善

性
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
道
徳
法
則
を
優
先
さ
せ
ず
に
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
は
悪
で
あ
り
、
情
念
は

人
間
の
自
律
性
を
機
能
停
止
さ
せ
る
「
病
気
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
リ
ク
ー
ル
に
と
っ
て
悪
と
は
、
幸
福
を
求
め
る
は
た
ら
き
が
そ
の

課
題
の
困
難
さ
ゆ
え
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
状
態
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
情
念
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
頽
落
形
態
に
お
い
て
論
じ
る
の
は
ま
ち
が
っ
た
態
度
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
そ
の
積
極
的
側
面
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
じ
っ
さ
い
リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

［
ト
マ
ス
や
デ
カ
ル
ト
と
は
］
反
対
に
、
と
り
わ
け
人
間
的
な
情
念
か
ら
出
発
す
る
カ
ン
ト
は
、
は
じ
め
か
ら
人
間
の
情
動
の
頽
落
し
た
形

態
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
情
念
を
構
成
す
る
欲
望
は
、
錯
誤
、
錯
乱
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

一
連
の
経
緯
を
引
き
起
こ
す
。
お
そ
ら
く
は
、「
実
用
的
見
地
」
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
た
人
間
学
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
議
論
を

進
め
、
情
念
を
つ
ね
に
す
で
に
頽
落
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
哲
学
的
な
人
間
学
は
も
っ



91

と
骨
の
折
れ
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
頽
落
し
た
も
の
の
根
元
に
あ
る
本
来
性
を
復
元
す
る
こ
と
に
携
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
あ
ら
ゆ
る
「
不
節
制
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
快
楽
の
完
成
を
記
述
し
て
み
せ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
三
つ
の
欲
望
の
背

後
に
人
間
性
の
「
希
求
」
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
制
御
不
能
で
隷
属
的
な
追
求
で
は
な
く
、
人
間
性
の
追
求
で
あ
り
、

そ
れ
が
人
間
の
実
践
と
人
間
の
自
己
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。［FC

159 

一
七
四
］

情
念
の
根
元
に
あ
る
本
来
性
、
そ
れ
は
幸
福
へ
と
向
け
て
み
ず
か
ら
の
多
様
な
欲
望
を
総
合
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
精
神
性
で
あ
り
、
多
数
性
の

な
か
で
幸
福
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
共
同
性
で
あ
ろ
う
。
リ
ク
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
情
念
論
の
批
判
的
読
解
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の
人
間
性
を

剔
抉
し
、
人
を
情
念
に
追
い
や
る
心
の
は
た
ら
き
が
、
道
徳
性
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
リ
ク
ー
ル
は
悪
論
か
ら
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
式
に
道
徳
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
リ
ク
ー
ル
は
善
き
生
や
公
共
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

我
々
は
も
は
や
『
有
限
性
と
罪
責
性
』
の
議
論

に
そ
の
答
え
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
リ
ク
ー
ル
が
そ
れ
を
主
題
化
す
る
の
は
後
期
の
思
索
に
お
い
て
で
あ
る 

）
23
（

 

。

小
結

　
本
論
文
は
第
一
節
と
第
二
節
で
《
ど
う
し
て
道
徳
的
な
悪
が
存
在
可
能
な
の
か
》
と
い
う
悪
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
主
題
化
し
、
リ
ク
ー
ル
の
論
述

に
も
と
づ
い
て
こ
れ
に
一
つ
の
答
え
を
与
え
た
。
ま
た
第
三
節
か
ら
第
五
節
で
は
《
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
》
と
い
う
問
い
の

も
と
情
念
を
主
題
化
し
、
情
念
発
生
の
機
制
、
さ
ら
に
は
人
間
の
道
徳
性
の
在
処
に
関
し
て
一
定
の
理
解
を
得
た
。
で
は
「
神
話
の
知
」
に
委
ね

る
べ
き
悪
の
謎
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

哲
学
的
に
解
明
可
能
な
謎
の
皮
を
一
枚
一
枚
剥
い
で
い
っ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
何
も
残
ら

な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
神
話
論
・
象
徴
論
に
そ
の
答
え
を
求
め
る
前
に
、
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
て
お
く
こ
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と
に
し
た
い
。

　
リ
ク
ー
ル
が
「
神
話
」
と
対
照
し
て
「
哲
学
」
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
主
知
主
義
的
な
哲
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

人
間
は
自
律
し
た
合
理
的
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
だ
が
人
間
を
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
限
り
、
悪
の
存
在
は
解
明
で
き
な
い
謎
に
と
ど
ま
る
。

そ
こ
で
リ
ク
ー
ル
は
、
主
知
主
義
的
な
見
方
を
改
め
さ
せ
る
説
得
の
手
段
と
し
て
神
話
を
用
い
る
。
そ
こ
で
物
語
ら
れ
る
の
は
、
意
図
せ
ぬ
非
合

理
性
と
し
て
悪
が
人
間
に
到
来
す
る
さ
ま
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
悪
を
引
き
受
け
、
再
生
を
決
意
す
る
人
間
の
姿
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
悪
の
神
話

は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
な
仕
方
で
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
哲
学
は
新
た
な
見
方
を
獲
得
し
、
こ
れ
ま
で
と
は
別
の
仕
方
で
問
題

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う 

）
24
（

 

。
だ
か
ら
リ
ク
ー
ル
は
、
悪
の
問
題
を
論
じ
る
際
、
悪
の
神
話
を
経
由
す
る
こ
と

を
求
め
る
。
こ
こ
に
は
《
西
洋
文
化
の
古
層
を
形
成
す
る
神
話
群
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
文
化
の
内
部
で
人
間
の
再
解
釈
を
行
う
》

と
い
う
、
解
釈
学
的
な
戦
略
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
リ
ク
ー
ル
は
神
話
の
み
が
悪
の
謎
を
解
明
で
き
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
し
、
「
告
白
を
想
像
力
と
感
情
移
入
に
よ
っ
て
追
体
験

す
る
こ
と
は
、
過
ち
の
哲
学
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
［FC

205 

九
］
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
役
割
は
や
は
り
哲
学
の

も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
肝
腎
な
の
は
、
神
話
的
な
知 

　   

神
話
が
沈
殿
さ
せ
て
き
た
具
体
的
な
人
間
理
解 

　 
 

を
包
含
し
た
哲
学
の
み
が
悪

の
謎
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
リ
ク
ー
ル
は
、
神
話
の
知
を
取
り
込
み
、
悪
の
謎
の
哲
学
的
分
析
に
す
で
に
乗

り
出
し
て
い
る 

）
25
（

 

。
本
論
文
が
再
構
成
し
た
の
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
検
証
す
る
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
、
本
論
文
の
議
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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文
献

・
リ
ク
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
はPoint Essais

版
に
従
い
、
そ
の
頁
数
を
記
し
た
。
著
作
の
略
号
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

　
［FC

］: 

（1960
） Philosophie de la volonté. 2. Finiude et C

ulpabilité.  

（
邦
訳
書
（
三
分
冊
）：

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（1978

）『
人
間
　
こ
の
過
ち
や
す
き
も
の
』
、
久
重
忠
夫
訳
、
以
文
社
［
原
著p.199

ま
で
］

 

／ 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（1977

）『
悪
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』、
植
島
啓
司
・
佐
々
木
陽
太
郎
訳
、
渓
声
社 

［
原
著p.367

ま
で
］ 

／ 

ポ
ー
ル
・

リ
ク
ー
ル
（1980

）『
悪
の
神
話
』、
一
戸
と
お
る
・
佐
々
木
陽
太
郎
・
竹
沢
尚
一
郎
訳
、
渓
声
社
）

　
［V

I

］: 

（1950

） Philosophie de la volonté. 1. Le volontaire et l'involontaire.

（
邦
訳
書
（
三
分
冊
）：

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（1993

）『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
Ⅰ
・
決
意
す
る
こ
と
』、
滝
浦
静
雄
・
箱
石

匡
行
・
竹
内
修
身
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
［
原
著p.252

ま
で
］ 

／ 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（1995

）『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の 

Ⅱ
・

行
動
す
る
こ
と
』、
滝
浦
静
雄
・
竹
内
修
身
・
中
村
文
郎
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
［
原
著p.425

ま
で
］ 

／ 

ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
（1995

）『
意

志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
Ⅲ
・
同
意
す
る
こ
と
』、
滝
浦
静
雄
・
中
村
文
郎
・
竹
内
修
身
訳
、
紀
伊
國
屋
書
店
）

・
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
はPhB

版
に
従
い
、
そ
の
頁
数
を
「
ア
カ
デ
ミ
ー
版
、PhB

版
」
の
順
で
記
し
た
。G

rundlegung zur 

M
etaphysik der Sitten

に
つ
い
て
は
作
品
社
版
の
熊
野
純
彦
訳
を
、D

ie Religion innerhalb der G
renzen der bloßen Vernunft

に
つ
い
て
は

岩
波
全
集
版
の
北
岡
武
司
訳
を
、Anthropologie in pragm

atischer H
insicht

に
つ
い
て
は
岩
波
全
集
版
の
渋
谷
治
美
訳
を
参
照
し
て
い
る
。

・
邦
訳
の
あ
る
著
作
に
つ
い
て
は
、
原
著
の
頁
表
記
に
続
い
て
そ
の
頁
数
を
漢
数
字
で
示
し
た
。
引
用
文
は
す
べ
て
引
用
者
の
訳
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
適
宜
邦
訳
書
を
参
照
し
て
い
る
。
翻
訳
者
の
労
に
感
謝
し
た
い
。
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B
ernstein, R

ichard J. 

（2002

） Radical Evil: A Philosophical Interrogation , Polity Press. 

（
邦
訳：

リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｊ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン

（2013

）『
根
源
悪
の
系
譜
』、
阿
部
ふ
く
子
・
後
藤
正
英
・
齊
藤
直
樹
・
菅
原
潤
・
田
口
茂
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）

N
abert, Jean 

（1955

） Essai sur m
al , Presses U

niversitaires de France. 

（
邦
訳：

ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
（2014

）
『
悪
に
つ
い
て
の
試
論
』、
杉

村
靖
彦
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
）

川
崎
惣
一 

（2017
） 「
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
人
間
と
悪
」、『
宮
城
教
育
大
学
紀
要
』、
五
一
巻
、
三
七
―
四
六
頁

櫻
井
一
成 

（2014

） 「
人
間
の
自
由
と
物
語 

　   

『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』
と
『
時
間
と
物
語
』
の
交
叉
的
読
解
を
通
し
た
リ
ク
ー

ル
哲
学
の
研
究
」、『
美
学
』、
通
巻
二
四
二
号
、
一
三
―
二
四
頁

長
谷
正
當 

（1987

） 『
象
徴
と
想
像
力
』、
創
文
社

註

（
1
） 

詳
細
は
以
下
の
議
論
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
る
は
ず
だ
が
、
二
つ
の
問
い
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
第
一
の
問
い
は
、「
自
由
」
や
「
責
任
」

と
い
う
概
念
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
「
悪
」
と
い
う
概
念
が
整
合
的
に
理
解
さ
れ
る
可
能
性
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
第
二
の
問
い
は
、

現
実
の
人
間
が
み
ず
か
ら
の
意
に
反
し
て
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
う
理
由
を
問
題
に
し
て
い
る
。

（
2
） 『
有
限
性
と
罪
責
性
』
の
第
二
分
冊
で
あ
る
『
悪
の
象
徴
体
系
』
の
記
述
の
大
半
は
、
悪
の
象
徴
や
悪
の
神
話
の
類
型
論
に
割
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
後
年
の
解
釈
学
的
思
索
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
本
論
文
で
は
そ
れ
に
は
触
れ
な
い
。
ま
た
『
過

ち
や
す
い
人
間
』
は
初
期
の
著
作
で
あ
る
が
、
リ
ク
ー
ル
に
は
中
期
と
後
期
に
も
悪
に
言
及
し
た
著
作
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
る

こ
と
な
し
に
「
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
」
論
を
名
乗
る
こ
と
は
た
し
か
に
僭
称
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
過
ち
や
す
い
人
間
』
が
悪
論
の
中
核
を

な
す
の
は
事
実
で
あ
り
、
本
論
文
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
は
難
解
と
言
っ
て
よ
い
そ
の
議
論
を
噛
み
砕
く
こ
と
に
よ
り
、「
リ
ク
ー
ル
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の
悪
論
」（
さ
ら
に
は
リ
ク
ー
ル
の
倫
理
学
）
の
統
合
的
理
解
の
土
台
を
つ
く
る
作
業
と
と
ら
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
3
） 
そ
れ
は
リ
ク
ー
ル
が
、
読
者
が
す
で
に
『
人
間
学
』
に
親
し
ん
で
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
仕
方
で
カ
ン
ト
の
議
論
を
紹
介
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
リ
ク
ー
ル
の
論
述
一
般
に
認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
る
。

（
4
） 

川
崎
惣
一
氏
は
「
リ
ク
ー
ル
に
お
け
る
人
間
と
悪
」
と
題
さ
れ
た
論
文
で
、
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
の
出
発
点
は
「
な
ぜ
こ
の
世
界
に
悪
が
存

在
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
（
た
だ
し
、
こ
の
問
い
は
、
ど
う
し
て
道
徳
的
な
悪
が
存
在
可
能
な
の
か
と
い
う
問
い
と
同
じ
も
の
で
は
な

く
、
ど
う
し
て
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
応
し
て
い
る
）
に
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
悪
の
出
現
を
可
能
な
ら
し
め

る
も
の
と
し
て
「
人
間
の
組
成
上
の
弱
さ
」
＝
「
過
ち
や
す
さ
」
を
主
題
化
し
、
さ
ら
に
「
人
間
の
過
ち
や
す
さ
の
原
因
」
と
し
て
「
自

己
の
自
己
に
対
す
る
不
調
和
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
情
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
川
崎
氏
自

身
が
論
文
の
包
括
的
な
問
い
と
し
て
設
定
し
て
い
る
「
私
た
ち
人
間
が
悪
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
悪
に
対
し
て
私
た
ち

は
何
を
な
し
う
る
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
有
効
な
解
答
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
「
悪
を
為
し
た
と
し
て
も
再
生

の
希
望
を
捨
て
な
い
こ
と
」
と
い
う
の
が
そ
の
解
答
で
あ
る
が
、
以
下
で
論
じ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
自
分
が
悪
人
で
あ
る
と
い
う
判
断

に
は
す
で
に
再
生
へ
の
希
望
が
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
対
策
と
し
て
有
効
性
を
欠
い
て
い
る
。
思
う
に
「
自
己
の
自
己

に
対
す
る
不
調
和
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
具
体
化
し
、
人
間
が
過
ち
を
犯
す
理
由
を
よ
り
分
厚
く
記
述
す
る
こ
と
な
し
に
、
有
意
義
な

対
策
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
必
要
な
の
は
「
再
生
へ
の
希
望
」
を
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い

理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
情
念
論
こ
そ
は
そ
の
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
と
き
、
長
谷
正

當
氏
の
論
考
（『
象
徴
と
想
像
力
』
第
四
章
「
想
像
力
と
悪
」）
は
、
カ
ン
ト
の
情
念
論
を
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
と
結
び
つ
け
て
主
題
化
し
て

い
る
と
い
う
点
で
鋭
い
直
観
を
示
し
て
い
る
。
だ
が
、
情
念
論
の
分
析
が
不
十
分
で
あ
り
、
情
念
の
「
謎
」
を
謎
の
ま
ま
に
と
ど
め
て
い

る
と
い
う
憾
み
が
残
る
。
そ
こ
で
本
論
文
と
し
て
は
、
長
谷
氏
の
論
考
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
直
観
を
よ
り
正
確
か
つ
充
実
し
た
仕
方

で
敷
衍
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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（
5
） 

た
と
え
ば
［B

ernstein 4

九
］
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
） 
カ
ン
ト
と
リ
ク
ー
ル
の
あ
い
だ
に
は
ジ
ャ
ン
・
ナ
ベ
ー
ル
の
悪
論
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ナ
ベ
ー
ル
の
悪
論
は

カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
と
対
決
す
る
な
か
で
か
た
ち
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
悪
の
概
念
的
可
能
性
を
め
ぐ
る
リ
ク
ー
ル
の
議
論
は
ナ

ベ
ー
ル
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
（
註
8
も
参
照
の
こ
と
）。
両
者
の
悪
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
機
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ

で
は
『
人
間
学
』
へ
の
注
目
が
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
の
個
性
を
構
成
す
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、
議
論
を
先
に

進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
7
） 

カ
ン
ト
以
後
の
悪
の
思
想
史
を
描
い
た
著
作
と
し
て
Ｊ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
の
『
根
源
悪
の
系
譜
』
は
い
ま
や
定
礎
的
な
役
割
を
果
た
し

つ
つ
あ
る
が
、
カ
ン
ト
か
ら
ナ
ベ
ー
ル
、
リ
ク
ー
ル
へ
と
続
く
悪
論
の
系
譜
は
そ
の
眼
に
は
と
ま
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
自
身
が
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
に
内
包
す
る
悪
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
［B

ernstein 

32-3 

五
〇
］、
両
者
へ
の
言
及
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
は
残
念
で
あ
り
、
考
察
の
包
括
性
を
減
じ
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

（
8
） 

悪
を
自
己
か
ら
の
疎
外
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
は
、
リ
ク
ー
ル
が
ナ
ベ
ー
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
ナ
ベ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
。「
悪
人
は
み
ず
か
ら
の
過
ち
ゆ
え
に
み
ず
か
ら
を
断
罪
す
る
が
、
こ
の
と
き
悪
人
は
、
み
ず
か
ら
の
行
為
に
よ
り
深
い
原

因
性
が
加
担
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
原
因
性
が
、
行
為
の
原
因
性
が
純
粋
自
我
の
原
因
性
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
示
す
る
機

会
を
狙
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
動
揺
す
る
。
み
ず
か
ら
の
行
為
を
前
に
し
て
悪
人
が
感
じ
る
の
は
、
あ
る
種
の
茫
然
自
失

で
あ
る
。
こ
の
行
為
が
み
ず
か
ら
の
自
由
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
こ
の
行
為
は
み
ず
か
ら
の

自
由
よ
り
も
遠
く
か
ら
到
来
し
、
そ
れ
を
逃
れ
る
よ
う
な
原
因
性
を
背
負
っ
て
い
る
［N

abert 76-7

八
八
］」。

（
9
） 

リ
ク
ー
ル
の
意
志
論
の
基
本
的
枠
組
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
人
間
の
自
由
と
物
語 

　  

『
意
志
的
な
も
の
と
非
意
志
的
な
も
の
』
と
『
時

間
と
物
語
』
の
交
叉
的
読
解
を
通
し
た
リ
ク
ー
ル
哲
学
の
研
究
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
10
） 

優
れ
た
理
性
的
存
在
者
で
あ
ろ
う
と
思
う
ば
か
り
に
、
現
実
に
有
し
て
い
る
理
性
的
諸
能
力
の
限
界
を
超
え
て
み
ず
か
ら
を
責
め
立
て
て

い
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
悪
の
告
白
は
と
き
に
尊
大
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
で
担
任
が
教
室
の
花
瓶
を
割
っ
た
犯

人
を
問
い
尋
ね
て
い
る
と
き
、「
私
の
監
督
不
行
き
届
き
に
よ
る
も
の
で
す
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」
と
立
ち
上
が
る
学
級
委
員
の
こ
と

を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
者
は
み
ず
か
ら
の
力
能
に
対
す
る
不
信
や
懐
疑
の
念
を
抱
い
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
11
） 

こ
の
一
節
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
か
ら
の
影
響
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
文
と
の
関
連
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
は

良
心
論
の
く
だ
り
（
第
五
四
か
ら
第
六
〇
節
）
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
そ
こ
で
主
題
化
し
て
い
る
の
は
「
道
徳
性
一
般
と

そ
の
事
実
的
に
可
能
な
形
態
化
を
可
能
と
す
る
実
存
論
的
条
件
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ク
ー
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
条
件
が
満
た
さ

れ
た
段
階
で
、
断
罪
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
を
論
じ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
場
合
、
過
去
の
自
己
と
現
在
の
自
己
の
同

一
性
が
す
で
に
成
立
し
た
段
階
で
悪
と
自
由
の
等
根
源
的
な
創
出
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ

う
な
創
出
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
同
一
性
の
成
立
（
自
分
自
身
の
選
択
）
を
論
じ
て
い
る
。

（
12
） 

リ
ク
ー
ル
が
、
悪
の
実
質
的
な
理
解
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
現
時
点
で
は
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
を
言
う
こ
と

が
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
13
） 

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
何
者
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
道
徳
的
な
意
味
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
者

に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
、
つ
ま
り
善
人
に
せ
よ
悪
人
に
せ
よ
、
人
間
は
そ
の
よ
う
な
存
在
に
自
分
自
身
で
な
る
に
ち
が
い
な
く
、
自
分

自
身
で
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
善
も
悪
も
自
由
な
選
択
意
志
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
善

悪
は
人
間
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
し
た
が
っ
て
人
間
は
道
徳
的
に
善
で
あ
る
こ
と
も
で
き

な
け
れ
ば
、
悪
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
［V

I44 57 

五
九
］」
。

（
14
） 

し
た
が
っ
て
、
性
癖
と
い
う
重
荷
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
道
徳
法
則
を
選
択
す
る
意
志
の
能
力
は
弱
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
か
ら
ナ
ベ
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
は
「
自
由
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
［N

abert 53 

六
〇
］
」
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が
保
た
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、「
義
務
へ
の
違
反
が
意
識
に
み
ず
か
ら
の
動
機
を
内
側
か
ら
と
ら
え
直
さ
せ
る
よ
う
に
促
す
な
ど
と
い
う
こ

と
は
決
し
て
な
い
［N

abert 64 

七
三
］」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
た
だ
し
カ
ン
ト
の
『
宗
教
論
』
に
は
、
み
ず
か
ら
の
悪
に
苦
し
む
人

間
に
言
及
し
た
一
節
も
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
善
か
ら
離
反
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
う
ち
で
は
、
わ
れ

わ
れ
は
よ
り
善
い
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
令
が
い
ぜ
ん
減
衰
す
る
こ
と
な
く
鳴
り
響
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
な
し
う
る
こ
と
を
尽
く
し
た
と
こ
ろ
で
、
よ
り
善
い
人
間
に
な
る
に
は
足
り
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り

善
い
人
間
に
な
り
う
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
た
ち
に
は
究
め
が
た
い
高
次
の
助
力
を
自
分

た
ち
の
方
へ
引
き
寄
せ
る
［V

I45 58 

六
十
］」。
カ
ン
ト
は
こ
の
「
命
令
」
を
「
道
徳
的
感
情
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
が
、
ナ
ベ
ー
ル

や
リ
ク
ー
ル
の
悪
論
は
こ
の
「
道
徳
的
感
情
」
を
出
発
点
と
し
て
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
式
に
道
徳
哲
学
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
15
） 

詳
し
く
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。「
道
徳
的
準
則
を
採
用
す
る
第
一
の
主
観
的
根
拠
が
究
め
が
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
準
則
の
採

用
が
自
由
で
あ
る
以
上
、
採
用
の
根
拠
（
た
と
え
ば
、
な
ぜ
私
は
悪
い
準
則
を
採
用
し
て
、
善
い
準
則
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
）
は
自

然
の
動
機
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
逆
に
つ
ね
に
準
則
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
準

則
も
ま
た
そ
の
根
拠
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
、
自
由
な
選
択
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
準
則
以
外
の
も
の
を
取
り
上

げ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、［
そ
れ
以
外
の
も
の
を
取
り
上
げ
れ
ば
］
人
は
第
一
の
根

拠
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
主
観
的
規
定
根
拠
の
系
列
を
無
限
に
遡
行
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
既

に
予
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
［V

I21 24 

二
八
］」。

（
16
） 

リ
ク
ー
ル
は
「
人
間
に
お
け
る
悪
の
可
能
性
は
い
か
に
し
て
現
実
の
も
の
と
な
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
か
に
し
て
人
間
は
可
謬
的

で
あ
る
こ
と
か
ら
過
ち
へ
と
移
行
す
る
の
か
。
宗
教
的
意
識
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
告
白
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
移
行
を
そ
の

過
程
の
最
中
で
と
ら
え
て
み
た
い
［FC

205 

八
］」
と
述
べ
、
実
際
に
第
二
分
冊
『
悪
の
象
徴
体
系
』
の
な
か
で
こ
の
作
業
に
従
事
し
て
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い
る
。

（
17
） 
ル
タ
ー
の
考
え
で
は
、
そ
の
よ
う
な
悪
を
現
実
化
さ
せ
る
理
性
の
は
た
ら
き
は
人
間
理
性
の
本
来
的
な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が

何
か
を
意
志
す
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
必
ず
悪
に
向
か
う
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
運
命
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
救
い
出

し
て
く
れ
る
の
は
神
の
恩
寵
の
み
と
さ
れ
る
。

（
18
） 

リ
ク
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。「
私
を
奴
隷
に
す
る
の
は
私
で
あ
る
。
私
が
、
自
己
に
対
す
る
統
制
権
を
自
分
自
身
か
ら
奪

い
去
る
と
い
う
過
ち
を
犯
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
し
、
き
わ
め
て
逆
説
的
な
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、

我
々
は
自
由
の
根
源
的
本
性
と
、
自
由
が
奴
隷
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
い
わ
ば
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

［V
I29 

四
七
］」。

（
19
） 

情
念
は
《
わ
か
っ
て
い
る
の
に
で
き
な
い
》
と
い
う
「
心
の
病
気
」
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
哲
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
を
「
悪
」
と
み

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
悪
」
は
理
性
の
統
制
が
は
た
ら
い
て
い
る
限
り
に
お
い
て
成
立
す
る
か
ら
だ
。
た
だ
し
、

カ
ン
ト
は
『
人
間
学
』
の
な
か
で
「
情
念
は
、
た
ん
に
激
情
と
同
じ
よ
う
に
多
く
の
災
い
を
孕
ん
だ
不
幸
な
心
の
状
態
で
あ
る
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
例
外
な
く
悪
し
き
心
の
状
態
で
あ
り
」
、「
道
徳
的
に
忌
ま
わ
し
い
［V

II266 189 

二
二
八
］」
と
述
べ
て
い
る
。
現
実
の
悪
（
道

徳
法
則
の
軽
視
）
の
背
後
に
、
激
情
や
情
念
と
い
っ
た
非
合
理
性
が
控
え
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
の
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト

も
ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
道
徳
そ
れ
自
体
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
理
屈
に
忠
実
に
、
悪
の
背
後

に
情
念
を
求
め
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
点
に
、
カ
ン
ト
の
道
徳
哲
学
の
「
厳
格
さ
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
20
） 

カ
ン
ト
は
「
情
念
」
と
「
激
情
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
主
観
の
理
性
に
よ
っ
て
は
制
御
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
も
し

く
は
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
傾
向
性
が
情
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
現
在
の
状
態
に
お
け
る
快
不
快
の
感
情
の
う
ち
、
主
観
の
う

ち
に
熟
慮
（
そ
の
感
情
に
身
を
委
ね
る
か
、
そ
れ
を
拒
む
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
理
性
の
表
象
）
の
生
じ
る
余
地
を
与
え
な
い

も
の
が
激
情
で
あ
る
。
激
情
や
情
動
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
両
者
に
よ
っ
て
理
性
の
統
制
権
が
締
め
出
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
い
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つ
だ
っ
て
そ
れ
は
心
の
病
気
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い 

［V
II251 169 

二
〇
五
］
」。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
激
情
を
「
堤
防
を
突
き
破
る
激
流
」、

「
卒
中
」、「
寝
れ
ば
さ
め
る
酩
酊
［V

II252 170 

二
〇
七
］」
な
ど
隠
喩
を
用
い
て
言
い
表
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
隠
喩
か
ら
、
激
情
に
お

い
て
生
じ
て
い
る
の
が
一
時
的
な
情
動
の
興
奮
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
興
奮
状
態
に
あ
っ
て
、
主
観
は
我
を
忘
れ
、

選
択
能
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、
情
念
は
「
河
床
を
深
く
刻
み
こ
ん
で
い
く
川
の
流
れ
」
、
「
肺
結
核
」、「
服
毒
や
発
育
不
全
に
よ
る

疾
患
［V

II252 170 

二
〇
七
］」
な
ど
の
隠
喩
で
言
い
表
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
隠
喩
か
ら
は
、
情
念
が
選
択
意
志
の
は
た
ら
き
を
じ
わ
じ

わ
と
蝕
ん
で
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
カ
ン
ト
は
情
念
に
つ
い
て
「
鎖
が
手
足
に
癒
合
し
て
し
ま
っ
て
い
る
［V

II267 

189 

二
二
九
］」「
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
回
復
を
拒
否
す
る
［V

II266 188 

二
二
七
］」
な
ど
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
人
は
一
度
情
念
に
と
ら
え
ら
れ
る
や
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え

る
だ
ろ
う
。

（
21
） 

カ
ン
ト
は
『
基
礎
づ
け
』
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を
す
べ
き
な
の
か
を
人
間
に
教
え
る
命
法
と
し
て
、「
巧
み
さ
の
命
法

Im
perativen der G

eschicklichkeit

」「
賢
明
さ
の
命
法Im

perativen der K
lugheit

」「
倫
理
性
の
命
法Im

perativen der Sittlichkeit

」
の

三
つ
の
命
法
を
挙
げ
て
い
る
。「
倫
理
性
の
命
法
」
は
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
と
い
う
究
極
的
な
目
的
に
も
と
づ
き
、
道
徳
的

義
務
を
定
言
的
に
命
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
「
巧
み
さ
の
命
法
」
は
、
所
与
の
目
的
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
目
的
を
実
現

可
能
に
す
る
手
段
と
し
て
の
行
為
を
指
令
す
る
。
そ
こ
で
は
目
的
の
善
さ
や
悪
さ
は
問
題
に
な
ら
ず
、
目
的
と
し
て
何
が
選
ば
れ
て
も
か

ま
わ
な
い
。

（
22
） 

こ
こ
か
ら
カ
ン
ト
は
「
幸
福
は
理
性
の
理
想
で
は
な
く
、
構
想
力
の
理
想
で
あ
る
［IV

418 42 

一
二
一
］
」
と
言
っ
て
い
る
。

（
23
） 

念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
公
刊
さ
れ
た
『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』
、『
正
義
に
つ
い
て
』
な
ど
の
著
作
で
あ
る
。

（
24
） 

こ
の
よ
う
な
発
想 

　 
 

象
徴
言
語
が
哲
学
的
思
考
を
賦
活
す
る
と
い
う
発
想 

　   

は
、
『
生
き
た
隠
喩
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

（
25
） 

リ
ク
ー
ル
が
す
で
に
同
時
に
悪
の
謎
の
哲
学
的
分
析
に
乗
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、『
有
限
性
と
罪
責
性
』
の
議
論
を
や
や
こ
し
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い
も
の
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
リ
ク
ー
ル
は
、
一
方
で
は
主
知
主
義
的
な
哲
学
を
説
得
の
対
象
に
し
て
神
話
論
を
展
開

し
、
他
方
で
は
そ
の
よ
う
な
見
方
を
抜
け
出
し
た
う
え
で
み
ず
か
ら
の
哲
学
的
分
析
を
開
陳
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
述
で
想

定
さ
れ
て
い
る
読
者
が
同
じ
で
あ
る
は
ず
は
な
く
、
一
人
の
読
者
は
同
時
に
両
方
の
視
点
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
混
乱
が
生
じ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
有
限
性
と
罪
責
性
』
に
お
い
て
「
哲
学
」
は
二
義
的
で
あ
り
、
し
か
も
リ
ク
ー
ル
は
そ
の
こ
と 

　  

と
り
わ
け
、

み
ず
か
ら
が
脱
主
知
主
義
的
な
悪
の
哲
学
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と 

　  

に
無
自
覚
で
あ
る
。
た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル
は
先
の
引
用
に
続
け
て

「
哲
学
者
が
告
白
の
追
体
験
か
ら
何
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
有
限
性
と
無
限
性
の
弁
証
法
と
い
う
旗
印
の
も
と
で
開

始
さ
れ
た
人
間
を
め
ぐ
る
哲
学
的
論
述
に
告
白
の
追
体
験
を
ど
の
よ
う
に
組
み
込
む
の
か
、
ま
だ
答
え
は
出
て
い
な
い
。
最
終
的
な
成
り

行
き
に
つ
い
て
は
、
本
著
作
の
第
三
分
冊
で
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
［FC
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九
］
」
と
述
べ
る
。
だ
が
こ
の
第
三
分
冊
は
公
刊
さ
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
リ
ク
ー
ル
が
す
で
に
そ
の
内
容
を
論
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費16J07306

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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