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カ
ン
ト
に
お
け
る
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
問
題

栁
　
田
　
詩
　
織

は
じ
め
に

道
徳
的
で
あ
る
と
は
定
言
命
法
と
し
て
の
道
徳
法
則
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
本
構
図
は
、
ま
ず

は
一
度
理
解
さ
れ
た
後
に
そ
の
是
非
が
問
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
第
一
部
第
二
篇
「
純
粋

実
践
理
性
の
弁
証
論
」（
以
下
、「
弁
証
論
」）
は
、
カ
ン
ト
研
究
内
部
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
内
容
の
正
当
化
は
困
難
な
蛇
足
の
も

の
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の
個
人
的
宗
教
観
に
も
と
づ
く
主
観
的
な
も
の
等
々
と
見
な
さ
れ
て
き
た1

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
と
り
わ

け
、
弁
証
論
に
お
い
て
純
粋
実
践
理
性
の
三
つ
の
要
請
と
し
て
カ
ン
ト
が
挙
げ
る
「
自
由
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
、
神
の
現
存
在
」

の
う
ち
、
後
者
の
二
つ
に
対
し
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も「
自
由
は
道
徳
法
則
の
条
件
」で
あ
る
が
、「
神
と
不
死
性
の
理
念
は
た
ほ
う
で
道
徳
法
則
の
条
件
で
は
な
」（K

pV
 4

）

く
、
最
高
善
と
の
関
係
の
な
か
で
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
由
は
、
私
た
ち
の
従
う

べ
き
道
徳
法
則
そ
れ
自
体
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
、
不
死
性
と
神
は
そ
の
道
徳
法
則
の
分
析
が
終
わ
っ
た
後
に
、
最

高
善
と
の
関
係
で
は
じ
め
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
の
相
違
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
要
請
は
カ

1
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ン
ト
倫
理
学
の
体
系
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
不
要
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
稿
は
こ
の
う
ち
、「
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
の
た
ま
し
い
の
不
死
性D

ie U
nsterblichkeit der Seele, als ein Postulat 

der reinen praktischen Vernunft

」
に
着
目
し
、
た
ん
な
る
追
加
物
と
し
て
・
或
い
は
不
要
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
の
要

請
を
再
考
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

弁
証
論
に
お
け
る
最
高
善
や
不
死
性
・
神
の
現
存
在
と
い
っ
た
主
題
の
中
で
も
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
は
特
に
目
立
っ
て
取
り
上

げ
ら
れ
な
い
箇
所
で
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
最
高
善
と
神
の
現
存
在
は
、
カ
ン
ト
の
宗
教
思
想
を
析
出
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
カ

ン
ト
の
自
律
と
し
て
の
道
徳
が
い
か
に
し
て
外
的
な
世
界
と
繋
が
り
う
る
か
・
世
界
に
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
上
で

も
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る2

が
、
不
死
性
は
あ
く
ま
で
人
間
の
側
に
帰
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
積
極
的
に
扱
う
意
義
が
見
出
さ

れ
に
く
い
箇
所
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
裏
を
返
せ
ば
不
死
性
の
要
請
と
は
、
こ
れ
が
道
徳
法
則
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
人
間
に
帰
さ
れ
る
何
ら
か
の
主
体
的
な
条
件
で
あ
る
な
ら
ば
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
け
る
弁
証
論
以
前
の
、
人

間
が
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
に
か
ん
す
る
分
析
と
連
続
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
見
立

て
の
も
と
、
不
死
性
の
要
請
を
「
人
間
が
道
徳
性
を
獲
得
す
る
こ
と
」
の
道
行
き
と
捉
え
、
そ
の
論
理
を
再
構
成
し
た
い
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
最
高
善
の
実
現
可
能
性
の
た
め
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
最
高
善
に
つ
い
て
本
稿
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
確
認
す
る
（
一
．）。 

次
に
最
高
善
を
実
現
す
る
た
め
に
人
間
に
も

と
め
ら
れ
る
最
上
善
に
よ
っ
て
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
、
考
察
の
準
備
と
す
る
（
二
．）。 

以
上
の
準
備
に
も
と
づ

い
て
、
不
死
性
の
要
請
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
前
提
と
な
る
「
無
限
な
進
行
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
こ

の
要
請
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
か
の
二
つ
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
（
三
．、
四
．）。
最
後
に
こ
の
不
死
性
の
要
請
が
、
そ
れ

ま
で
の
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
と
、
こ
の
実
践
哲
学
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
を
考
察
す
る
（
五
．）。

2
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一
．
最
高
善
と
は
何
か

前
述
の
と
お
り
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
は
、
神
の
現
存
在
と
と
も
に
、
最
高
善
の
実
現
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
ま
ず
最
高
善
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

『
実
践
理
性
批
判
』
弁
証
論
に
お
い
て
も
、『
純
粋
理
性
批
判
』
同
様
に
「
純
粋
理
性
は
条
件
の
絶
対
的
全
体
性
を
、
与
え
ら
れ
た

条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
要
求
」（K

pV
 107

）す
る
。
こ
の
場
合
の「
純
粋
実
践
理
性
の
対
象
の
無
条
件
的
な
全
体
性
」（K

pV
 

108

）
は
、「
最
高
善
の
名
の
も
と
に
」（Ebd.

）
探
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
践
哲
学
に
お
い
て
は
最
高
善
が
問
題
と
な
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
最
高
の
も
の
と
い
う
概
念
は
す
で
に
両
義
性
を
含
ん
で
」
お
り
、「
最
上
の
も
のdas O

berste

」
と
「
完
全

な
も
のdas Vollendete

」
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
「
そ
れ
自
身
無
条
件
的
な
も
の
で
あ
る
条
件
、
つ
ま
り
他
の
い
か
な
る
条
件

に
も
従
属
し
て
い
な
い
条
件
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
同
じ
種
の
、
よ
り
大
き
な
全
体
の
い
か
な
る
部
分
で
も
な
い
全
体
」
で
あ
る
。

そ
し
て
前
者
は
徳
、
後
者
は
、
徳
に
幸
福
が
あ
て
が
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
と
述
べ
る
。
前
者
は
あ
く
ま
で
も
「
最
上
善das oberste 

G
ut

」
で
あ
り
、
後
者
の
「
全
体
的
で
完
全
な
善
」
こ
そ
が
、
純
粋
実
践
理
性
が
も
と
め
る
「
最
高
善das höchste G

ut

」（
以
上
、

K
pV

 110)

な
の
で
あ
る
。

徳
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
こ
の
純
粋
な
倫
理
法
則
〔
道
徳
法
則
〕
に
か
ん
し
て
、
有
限
的
で
理
性
的
な
存
在
者
の
格
率
は
無

限
に
進
歩
し
、
こ
の
不
断
の
進
歩
を
め
ざ
し
て
、
格
率
を
揺
る
ぎ
な
く
を
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
」（K

pV
 32-3

）
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
「
無
条
件
的
な
実
践
的
法
則
」（K

pV
 29

）
で
あ
る
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
り
は
そ
れ
自
身
無
条
件
的
な

善
と
し
て
の
「
最
上
善
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
純
粋
理
性
の
要
求
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
最
高
善
の
た
め
に
は
、

幸
福
も
ま
た
含
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
最
高
善
が
徳
の
み
な
ら
ず
幸
福
を
も
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
特
に
疑
問
を
抱
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し

3
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か
し
『
実
践
理
性
批
判
』
弁
証
論
以
前
ま
で
、
一
貫
し
て
傾
向
性
を
考
慮
せ
ず
に
道
徳
法
則
に
の
み
従
う
こ
と
を
説
い
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
こ
こ
で
急
に
幸
福
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
は
疑
問
が
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
幸
福
と
は
「
そ
れ
を
有
し
て
い
る
も

の
に
と
っ
て
は
つ
ね
に
快
適
で
あ
る
よ
う
な
も
の
」（K

pV
 111

）
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則
と
は
原
理
的
に
相
克
す
る
も
の
と
し
て

描
き
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る3

。

で
は
な
ぜ
最
高
善
に
は
幸
福
も
ふ
く
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
人
間
が
道
徳
法
則
と
幸
福
の
両
者
に
同
時
に
は
か
か
わ
る
こ
と
の

で
き
な
い
、有
限
な
理
性
的
存
在
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
は
感
性
的
欲
求
と
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
を
と
も
に
有
し
て
い
る
。

そ
し
て
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
が
道
徳
的
な
善（das G

ute

）と
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、感
性
的
欲
求
に
も
と
づ
く「
し
あ
わ
せ
」（K

pV
 

61

）
も
ま
た
、
善
（das W

ohl
）
で
あ
る
こ
と
を
カ
ン
ト
は
認
め
て
い
た4

。
け
れ
ど
も
、
道
徳
法
則
の
順
守
は
感
性
的
善
の
実
現

に
は
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
完
全
な
善
と
は
道
徳
法
則
の
順
守
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
幸
福
が
と
も
な
う
こ
と
に

よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
最
高
善
と
は
い
か
に
し
て
実
現
さ
れ
う
る
の
か
。
徳
に
幸
福
を
あ
て
が
う
こ
と
は
、
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
だ
け
で
は
な
さ

れ
え
な
い
。
と
い
う
の
も
カ
ン
ト
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
は
道
徳
法
則
に
従
う
た
め
に
は
自
己
愛
の
原
理
を
必
ず
捨
象
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
道
徳
法
則
の
順
守
と
幸
福
の
実
現
を
行
為
主
体
の
意
志
の
み
で
両
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い5

か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
人
間
が
独
力
で
成
し
う
る
の
は
、
徳
の
実
現
へ
の
努
力
の
み
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
徳
が
そ
の
ま
ま
人
間
に
と
っ
て
は
幸
福
と
な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
両
者
は
関
係
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

こ
の
よ
う
な
解
決
法
も
退
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
幸
福
と
倫
理
性
は
最
高
善
の
二
つ
の
種
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
要
素
」（K

pV
 

112

）
で
あ
る
か
ら
、「
徳
に
従
う
ひ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
の
意
識
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
が
す
で
に
事
実
上
幸
福
で
あ
る

の
を
見
い
だ
す
と
い
っ
た
こ
と
〔
も
で
き
な
い
〕」（K

pV
 113

）。
道
徳
法
則
の
順
守
は
、
み
ず
か
ら
の
意
志
の
規
定
根
拠
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
自
体
で
み
ず
か
ら
の
幸
福
を
か
な
え
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
と
お
り
幸
福
の
原
理
が
度
外
視
さ

4
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
の
感
情
が
「
痛
み
」
と
し
て
も
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
「
尊
敬
の
感
情
」
論6

を
思
い
起
こ
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
解
決
法
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
最
高
善
は
、
徳
に
よ
る
最
上
善
の
実
現
を
つ
う
じ
て
、
結
果
と
し
て
か
な
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
最
上
善
（
最
高
善
の
第
一
の
条
件
と
し
て
）
を
形
づ
く
る
の
は
倫
理
性
で
あ
っ
て
、
幸
福
は
こ
れ
に
た
い
し
て

最
高
善
の
第
二
の
要
素
を
な
す
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
し
や
は
り
必
然
的
な
倫
理

性
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。（K

pV
 119

）

人
間
が
主
体
的
に
努
力
す
る
こ
と
で
実
現
し
う
る
の
は
あ
く
ま
で
も
道
徳
法
則
の
順
守
に
よ
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
最
上
善
の
み
で
あ

る
か
ら
、
第
一
に
重
要
な
の
は
こ
の
順
守
で
あ
り
、
幸
福
は
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
の
み
純
粋
実
践
理
性
が
有
す
る
こ
と
の
で
き

る
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
最
上
善
の
実
現
可
能
性
が
ま
ず
は
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
要
請

さ
れ
る
の
が
た
ま
し
い
の
不
死
性
で
あ
る
。

た
ほ
う
で
徳
に
あ
て
が
わ
れ
る
幸
福
に
か
ん
し
て
は
、「
私
た
ち
の
無
力
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
理
性
が
提
示
す
る
も
の
」

（K
pV

 119

）
が
べ
つ
に
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
神
の
現
存
在
が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
「〔
…
〕
最
高
善
と
は
理

性
が
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
に
掲
げ
る
そ
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
願
望
の
目
標
で
あ
る
が
、
そ
の
最
高
善
の
可
能
性
を
、
遥
か
彼
方

に
、
す
な
わ
ち
叡
智
界
と
の
結
合
の
う
ち
に
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（K

pV
 115

）。
つ
ま
り
、
最
高
善
の
実
現
は
今
生
に

お
い
て
か
な
う
保
証
は
な
く
、
最
上
善
の
さ
ら
に
先
に
期
待
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

5
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二
．
最
高
善
か
ら
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
へ

以
上
か
ら
、
最
高
善
は
徳
と
幸
福
の
結
合
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
は
徳
に
よ
る
最
上
善

の
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
最
上
善
を
つ
う
じ
て
最
高
善
を
可
能
と
す
る
も
の
と
し
て
の
不
死
性
が
要
請
さ
れ

る
。

世
界
の
う
ち
で
最
高
善
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
道
徳
法
則
を
通
じ
て
規
定
さ
れ
う
る
意
志
の
必
然
的
客
体
で
あ
る
。
こ
の
意

志
に
お
い
て
は
し
か
し
、
心
術
が
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
が
最
高
善
の
最
上
位
の
条
件
で
あ
る
。〔
…
〕
意
志
の

こ
の
完
全
な
適
合
は
た
ほ
う
神
聖
性H

eiligkeit

で
あ
っ
て
、
感
性
界
の
い
か
な
る
理
性
的
存
在
者
も
、
そ
の
現
存
在
の
い
か

な
る
時
点
に
お
い
て
も
可
能
で
は
な
い
完
全
性
で
あ
る
。
こ
の
適
合
は
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
〔
…
〕
あ
の
完
全
な

適
合
へ
と
無
限
に
す
す
む
進
行
の
う
ち
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。（K

pV
 122

）

前
節
で
確
認
し
た
と
お
り
、
最
高
善
の
実
現
は
道
徳
法
則
の
順
守
に
よ
る
最
上
善
に
よ
っ
て
の
み
期
待
さ
れ
う
る
。
し
か
し
そ
の
た

め
に
カ
ン
ト
は
、
た
だ
道
徳
法
則
に
従
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、「
心
術
が
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
」
が
必
要
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
心
術
と
は
、「
行
為
の
適
法
性
」
に
た
い
し
て
「
心
術
の
道
徳
性
」
が
み
と
め
ら
れ
る7

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

外
見
的
な
お
こ
な
い
で
は
な
く
そ
の
お
こ
な
い
を
意
志
す
る
さ
い
の
動
機
の
あ
り
方
で
あ
り
、
道
徳
法
則
を
動
機
と
す
る
心
術
が
ま

さ
に
道
徳
的
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
何
で
あ
れ
意
志
す
る
行
為
の
動
機
を
つ
ね
に
道
徳
法
則
に
お

く
と
い
う
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
完
全
な
適
合
」
は
お
そ
ら
く
ま
っ
た
く
の
有
徳
な
人
物
で
あ
っ
て
も
み
と

め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
は
感
性
的
存
在
者
で
も
あ
る
か
ぎ
り
、自
己
愛
の
原
理
が
つ
ね
に
も
う
一
つ
の
動
機
と
し
て
顔
を
出
し
、

6
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介
入
し
て
く
る
こ
と
に
抗
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る8

。
こ
れ
に
対
し
て
神
聖
性
と
は
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
ま
っ
た

く
な
く
、
つ
ね
に
道
徳
法
則
に
従
い
う
る
こ
と
で
あ
る9

。
し
た
が
っ
て
人
間
に
な
し
う
る
の
は
、
こ
の
神
聖
性
を
目
指
し
、
道
徳

法
則
を
動
機
と
し
て
行
為
し
つ
づ
け
る
と
い
う
「
無
限
に
す
す
む
進
行
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
。

こ
の
無
限
の
進
行
は
し
か
し
、
同
一
の
理
性
的
存
在
者
の
現
実
存
在
と
人
格
性
が
無
限
に
持
続
す
る
（
こ
れ
が
た
ま
し
い
の

不
死
性
と
呼
ば
れ
る
）
と
い
う
前
提
の
も
と
に
の
み
可
能
と
な
る
。〔
…
〕
し
た
が
っ
て
た
ま
し
い
の
不
死
性
は
、
道
徳
法
則

と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
と
し
て
、
純
粋
実
践
理
性
の
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（K

pV
 122

）

か
く
し
て
人
間
が
心
術
を
改
善
し
つ
づ
け
る
過
程
に
は
、
同
一
の
人
間
が
継
続
し
あ
り
続
け
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
は
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
．
た
ま
し
い
の
不
死
性
は
な
ぜ
要
請
さ
れ
る
の
か

三
．一
．
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
に
か
ん
す
る
二
つ
の
問
題

前
節
で
は
、
最
上
善
の
た
め
に
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
過
程
を
、
さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
の
記
述
に
そ
く
し
て
追
っ
て
い
っ
た
。
本

節
で
は
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
以
下
の
疑
問
を
検
討
し
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
た
ま
し
い
の
不
死
」
と
い
う
形
而
上
学
的
に
過
大
と
思

わ
れ
る
要
請
が
な
さ
れ
た
理
路
を
辿
っ
て
い
く
。

す
な
わ
ち
前
節
で
は
、
最
高
善
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
人
間
が
完
全
に
道
徳
法
則
に
従
い
う
る
こ
と
を
目
指
し
て
心
術
を
改
善

し
続
け
る
と
い
う
「
無
限
の
進
行
」
が
も
と
め
ら
れ
、
こ
の
た
め
に
た
ま
し
い
の
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ

7
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れ
た
。
し
か
し
「
無
限
の
進
行
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
か
ん
し
て
は
、
心
術
の
持
続
的
な
改
善
と
い
う
指
摘
に
と
ど
め
、
そ
こ

か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
神
聖
性
に
接
近
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
不
死
性
を
要
請
す
る
前
提
と
な
る
議
論

で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
こ
の
問
い
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
進
行
に
よ
っ
て
最
高
善
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現

す
る
と
想
定
さ
れ
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。

つ
ぎ
に
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
が
な
ぜ
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、「
無
限
の
進
行
」

に
よ
っ
て
な
ぜ
現
在
の
生
の
み
な
ら
ず
、
不
死
性
ま
で
も
要
求
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
だ
道
徳
法
則

の
順
守
に
よ
っ
て
幸
福
が
あ
て
が
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
要
請
は
カ
ン
ト
倫
理

学
に
過
大
な
負
荷
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
同
一
の
人
間
が
道

徳
法
則
を
順
守
し
続
け
る
こ
と
」
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
要
請
し
て
い
る
の
は
そ
の
問
題
含
み
な
言
い
回

し
と
は
異
な
り
、
た
だ
人
格
の
同
一
性
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
提
案
を
、
ま
さ
に
そ
の
カ

ン
ト
の
記
述
か
ら
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
読
解
を
目
的
と
す
る
上
で
は
、
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は

「〔
被
造
物
は
〕
よ
り
劣
悪
な
も
の
か
ら
道
徳
的
に
よ
り
善
い
も
の
へ
の
こ
れ
ま
で
の
前
進
〔
…
〕
に
も
と
づ
い
て
、
こ
の
前
進
が
今

後
も
絶
え
ず
続
く
こ
と
を
、じ
ぶ
ん
の
現
実
存
在
が
ど
こ
ま
で
続
こ
う
と
、さ
ら
に
は
こ
の
生
を
超
え
て
ま
で
も
、希
望
す
る
」（K

pV
 

123

）
と
述
べ
て
お
り
、
さ
し
あ
た
り
は
文
字
通
り
の
不
死
、
つ
ま
り
み
ず
か
ら
の
生
が
続
く
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
強
い
形
而
上
学
的
主
張
が
ま
さ
し
く
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
へ
の
疑
念
に
結
び
つ
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

本
節
と
次
節
に
お
い
て
、
以
上
の
二
つ
の
問
題
を
、
時
間
と
感
性
と
い
う
人
間
の
二
つ
の
有
限
性
と
の
関
係
に
着
目
し
て
紐
解
い

て
い
き
た
い
。

8
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三
．二
．「
無
限
の
進
行
」
の
問
題

本
稿
二
．
に
お
い
て
は
、「
道
徳
法
則
に
完
全
に
適
合
す
る
こ
と
」
へ
向
か
っ
て
人
間
が
「
無
限
の
進
行
」
を
遂
げ
る
た
め
、
そ

れ
を
為
す
同
一
の
人
間
が
不
死
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
の
導
入
を
追
っ
た
。

で
は
、「
無
限
の
進
行
」
と
は
人
間
の
行
為
や
実
践
理
性
の
は
た
ら
き
の
う
ち
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
の
進
行
に
よ
っ
て
、

神
聖
性
、
つ
ま
り
道
徳
法
則
と
の
完
全
な
適
合
へ
と
い
た
り
「
最
上
善
」
を
実
現
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し

こ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
進
行
の
た
め
に
前
提
と
さ
れ
る
不
死
性
も
ま
た
不
要
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の

だ
ろ
う
か
。

「
無
限
な
進
行
」
と
は
何
を
指
す
の
か
に
か
ん
し
て
、
カ
ン
ト
は
明
示
し
て
い
な
い
。
前
節
の
と
お
り
心
術
の
改
善
と
い
う
こ
と

ま
で
は
カ
ン
ト
に
そ
く
し
て
読
み
取
れ
る
も
の
の
、
そ
の
心
術
の
改
善
と
い
う
の
が
そ
の
つ
ど
の
行
為
に
お
い
て
道
徳
法
則
に
従
う

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
、
い
わ
ば
回
数
の
問
題
な
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
人
生
全
体
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
な
し
得
た
か
と
い
う
総

量
の
問
題
な
の
か
、
な
ど
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
以
前
の
問
題
と
し
て
、
人
間
は
ど
れ
だ
け
無
限
に
心
術
を
改
善
し
続
け
た
と
し
て
も
、
神
聖
性
に
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
と
い
う
の
も
、
理
性
的
の
み
な
ら
ず
感
性
的
存
在
者
と
し
て
も
存
在
論
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
人
間
に
対
し
、
神
聖
な
存
在
者

は
感
性
的
存
在
者
で
は
な
い
た
め
、
み
ず
か
ら
の
意
志
と
道
徳
法
則
が
完
全
に
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
以
上
、
人
間

に
無
限
の
努
力
を
要
求
す
る
こ
と
は
不
合
理
な
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。
つ
ま
り
ア
リ
ソ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
神
聖
性
は
有
限

な
存
在
者
に
は
到
達
不
可
能
」10

で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
た
ち
は
到
達
不
可
能
な
目
標
を
追
求
す
る
よ
う
道
徳
的
に
要
求

さ
れ
て
い
る
」11

と
い
う
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
人
間
が
道
徳
的
に
完
全
に
な
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
は
、
最
高
善
の
実
現
の
前
提
と
な
る
最
上

善
を
か
な
え
る
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ほ
ど
人
間
に
実
現
可
能
で
あ
る
の
は
最
上
善
の
み
で
あ
る
と
述
べ
た

9
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が
、
実
際
に
は
最
上
善
で
さ
え
人
間
が
獲
得
で
き
る
の
か
、
カ
ン
ト
は
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
が
達
成
で
き
た

か
否
か
は
人
間
に
は
原
理
上
知
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
前
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
道
徳
性
を
、
お
こ
な
い
で
は
な

く
心
術
に
帰
す
こ
と
を
確
認
し
た
よ
う
に
、
意
志
の
動
機
の
あ
り
方
で
あ
る
心
術
は
目
に
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、「
人
間
は

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
直
接
的
な
意
識
に
よ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
そ
の
人
が
お
こ
な
っ
て
き
た
行
状
と
い
う
証
拠
に
よ
っ
て
も
、
こ

の
確
信
〔
心
術
の
改
善
が
な
さ
れ
た
と
い
う
確
信
〕
に
は
到
達
で
き
な
い
」（R

 51

）
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、あ
る
人
の
動
機
を
、

外
見
的
な
お
こ
な
い
の
み
を
み
て
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
上
に
、
当
人
に
と
っ
て
も
「
こ
こ
ろ
の
深
み
は
〔
…
〕
究
め
が

た
い
」（Ebd.

）。
た
と
え
ば
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
な
か
で
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
誰
に
た
い
し
て
も
定
め
ら
れ

た
一
般
価
格
で
売
る
」（G

rundlegung 397

）
商
人
の
よ
う
に
、道
徳
法
則
を
動
機
と
し
て
よ
い
お
こ
な
い
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

か
え
っ
て
み
ず
か
ら
の
利
益
に
な
る
た
め
に
自
己
愛
の
原
理
を
動
機
と
し
て
よ
く
ふ
る
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
も
、
人
間
に
は
し
ば
し

ば
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
道
徳
法
則
に
真
に
従
い
え
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
心
術
の
改
善
を
な
し
え
た
か

を
確
信
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
心
術
が
改
善
さ
れ
た
、
つ
ま
り
無
限
の
進
行
の
果
て
に
最
上
善
を
達
成
し
た
と
、
少
な
く
と
も
人
間
に
は
判
断
し
え

な
い
。
と
す
れ
ば
、
心
術
を
改
善
す
る
限
り
の
な
い
努
力
と
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
不
死
性
は
、
と
も
に
不
合
理
で
あ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、「
無
限
の
進
行
」に
お
い
て
カ
ン
ト
が
表
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、

時
間
の
観
点
か
ら
再
考
し
た
い
。

三
．三
．
有
限
な
人
間
の
時
間
性
と
理
念
と
し
て
の
神
聖
性

不
死
性
の
要
請
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
そ
の
前
提
で
あ
る
「
無
限
な
進
行
」
が
人
間
に
と
っ
て
不
合
理
な
過
大
要
求
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
に
行
き
着
い
た
。
こ
の
「
無
限
な
進
行
」
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
無
限
な
者
で
あ
る
神
と
の
対
比
に
お
い

10
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て
も
述
べ
て
い
る
。

理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
は
、
道
徳
的
完
全
性
の
よ
り
低
次
の
段
階
か
ら
よ
り
高
次
の
段
階
へ
の
、

無
限
の
進
行
の
み
が
可
能
で
あ
る
。
時
間
規
定
の
う
ち
に
な
いdie Zeitbedingung N

ichts ist

無
限
な
者
は
、私
た
ち
に
と
っ

て
は
終
わ
り
の
な
い
こ
の
系
列
の
う
ち
に
、
道
徳
法
則
と
の
適
合
の
全
体
を
見
て
と
る
の
で
あ
る
。（K

pV
 123

）

道
徳
的
完
全
性
と
は
前
節
で
確
認
し
た
神
聖
性
と
同
義
で
あ
り
、
完
全
に
感
性
的
欲
求
を
持
た
ず
に
、
道
徳
法
則
に
の
み
従
い
続
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
絶
対
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
完
全
性
に
低
次
・
高
次
と
い
う
程
度
が
あ
て
が
わ
れ

る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、「
理
性
的
で
は
あ
る
が
有
限
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
」
思
考
可
能

な
完
全
性
へ
の
道
行
き
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
有
限
な
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
性

的
欲
求
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
存
在
者
で
も
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
時
間
規
定
」の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
た
が
っ
て
時
間
の
う
ち
に
あ
る
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
は
、
ど
れ
だ
け
道
徳
法
則
に
従
い
得
た
か
は
段
階
的
に
し
か
把

握
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
時
間
の
う
ち
に
な
い
無
限
な
者
は
、
人
間
の
意
志
規
定
と
行
為
の
積
み
重
ね
を
、
つ
ま
り
は
人
間
の

道
徳
法
則
の
順
守
の
成
否
を
一
気
に
見
と
お
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
も

と
め
ら
れ
る
「
無
限
な
進
行
」
と
は
、
時
間
の
な
か
で
の
意
志
規
定
と
お
こ
な
い
を
つ
う
じ
て
そ
の
よ
う
な
心
術
の
改
善
を
捨
て
て

は
な
ら
な
い
、ま
た
そ
の
よ
う
な
時
間
の
な
か
で
し
か
努
力
を
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。し
た
が
っ

て
、「
も
し
た
ま
し
い
が
も
は
や
時
間
制
約
の
下
に
な
い
な
ら
ば
、「
連
続
的
で
無
限
の
進
行
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
を
理
解

す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
」12

と
い
う
ベ
ッ
ク
の
指
摘
し
た
問
題
も
ま
た
解
消
さ
れ
う
る
。
私
た
ち
が
永
遠
の
相
を
理
解
し
う
る
の

は
ま
さ
に
、
無
限
の
努
力
が
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
な
の
で
あ
る
。

11
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し
か
し
か
り
に
道
徳
法
則
に
従
い
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
も
っ
て
神
聖
性
に
到
達
し
え
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
到
達
不
可
能
な
目
標
へ
と
努
力
す
る
こ
と
自
体
が
不
合
理
と
な
る
と
い
う
批
判
は
避
け
ら
れ
ず
、
こ
の
た
め
に
要
請
さ
れ
る
た

ま
し
い
の
不
死
性
も
ま
た
不
合
理
な
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。つ
づ
い
て
こ
の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
人
間
は
つ
ね
に
感
性
的
な
存
在
者
で
も
あ
り
、「
無
限
な
」
進
行
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
神

聖
性
の
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
カ
ン
ト
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
承
知
し
て
い
た
。
そ
し
て
む
し

ろ
到
達
し
え
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
に
と
っ
て
肝
要
な
の
で
あ
る
。

完
全
に
自
足
的
な
知
性Intelligenz

に
お
い
て
、
選
択
意
志
は
当
然
、
同
時
に
客
観
的
に
法
則
と
な
り
え
な
い
よ
う
な
、
い

か
な
る
格
率
も
有
し
え
な
い
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
神
聖
性
の
概
念
が
、
こ
の
知
性
に
帰
さ
れ
る
の

で
あ
る
。〔
…
〕
意
志
の
こ
の
神
聖
性
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
或
る
実
践
的
な
理
念
で
あ
っ
て
、
必
然
的
に
原
型
と
し
て

役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
原
型
に
無
限
に
接
近
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
で
理
性
的
な
存
在
者
に
と
っ
て
許
さ
れ

た
唯
一
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
念
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
自
身
神
聖
な
も
の
と
呼
ば
れ
る
純
粋
な
倫
理
法
則
を
、

あ
ら
ゆ
る
有
限
的
で
理
性
的
な
存
在
者
の
眼
前
に
、
つ
ね
に
正
し
く
示
し
て
い
る
。（K

pV
 32

）

有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
つ
ど
の
願
望
や
欲
求
に
左
右
さ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
な
主
観
的
な
格
率
と
、
客
観
的
な
道

徳
法
則
を
合
致
さ
せ
て
意
志
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
完
全
に
自
足
的
な
知
性
」
で
あ
れ
ば
み
ず
か
ら
の
意
志
は

つ
ね
に
道
徳
法
則
と
一
致
し
う
る
た
め
そ
の
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
本
稿
二
．
に
お
い
て
神
聖
性
と
は
道
徳
法
則
と
の
完

全
な
適
合
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
よ
う
に
、
意
志
の
神
聖
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
れ
は
「
或
る
実
践
的
な
理
念
」

で
あ
り
、
有
限
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
実
現
の
対
象
で
は
な
く
見
習
う
べ
き
目
標
と
し
て
の
み
示
さ
れ
て
い

12
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る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
到
達
し
え
な
い
目
標
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
目
指
す
べ
き
境
地
が
指
し
示
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
理
念
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
格
率
を
揺
る
ぎ
な
く
確
実
な
も
の
と
す
る
」（K

pV
 33

）

べ
く
、
安
定
的
に
努
力
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
神
聖
性
と
は
、
有
限
な
存
在
者
に
は
到
達
し
え
な
い
境
地
で
は
あ
る13

が
、
こ
れ
が
か
え
っ
て
人
間
に
進
む
べ
き
み

ち
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
目
指
す
と
い
う
「
無
限
な
進
行
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
神
聖
性
の
実
現
が
不

可
能
な
人
間
に
対
す
る
過
大
な
要
求
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
不
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
時
間
の
う
ち
で
の
・
感
性
的

欲
求
を
避
け
が
た
く
有
す
る
人
間
に
可
能
な
努
力
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る14

。

四
．
た
ま
し
い
の
不
死
性
が
な
ぜ
要
請
さ
れ
る
の
か

「
無
限
の
進
行
」
は
時
間
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
人
間
の
有
限
的
な
あ
り
方
か
ら
捉
え
ら
れ
る
、
心
術
の
持
続
的
な
改
善
を
示
す

も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
つ
ぎ
に
こ
の
改
善
の
た
め
に
、
カ
ン
ト
が
人
格
の
同
一
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
ま
し
い
の
不
死

性
ま
で
も
要
請
し
た
理
由
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
一
般
的
な
人
格
の
同
一
性
と
た
ま
し
い
の
不
死
性
で
何
が
異
な
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。
通
常
、
人
格
の
同
一
性
と
は
そ

の
人
格
が
一
貫
し
て
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
人
格
が
永
続
す
る
こ
と
は
意
味
せ
ず
、
し
ば
し
ば
現
実

的
な
道
徳
的
行
為
の
原
因
や
責
任
追
及
の
主
体
と
し
て
も
と
め
ら
れ
る15

。
こ
れ
に
た
い
し
て
人
間
の
た
ま
し
い
が
不
死
で
あ
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
心
術
の
「
無
限
な
」
道
徳
的
改
善
の
た
め
に
も
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

今
生
に
お
い
て
の
み
、
行
為
や
責
任
追
及
の
さ
い
に
或
る
人
間
を
特
定
す
る
た
め
だ
け
で
あ
れ
ば
、
人
格
の
同
一
性
で
十
分
だ
ろ

う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
不
死
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
今
生
を
超
え
た
生
の
持
続
を
も
も
と
め
た16

。
こ
れ
に
も
ま
た
、
私
た
ち
の

13
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有
限
性
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
人
間
に
無
限
な
進
行
が
も
と
め
ら
れ
ず
、
不
死
性
の
要
請
も
な
さ
れ
な
い
場
合
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
事
態
に
陥
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
命
題
〔
無
限
の
進
行
と
不
死
性
の
要
請
〕
が
欠
け
て
い
る
な
ら
、〔
つ
ぎ
の
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
陥
る
。
ま
ず
、〕

そ
の
場
合
私
た
ち
は
道
徳
法
則
を
寛
大
（
寛
容
）
な
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち
の
快
適
さ
に
適
合
す
る
よ
う
に
細

工
し
て
し
ま
う
の
で
、
道
徳
法
則
が
そ
の
神
聖
性
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
引
き
下
げ
ら
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
道
徳

法
則
が
、
自
ら
の
使
命
と
同
時
に
、
到
達
不
可
能
な
規
定
へ
の
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
希
望
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
の
、

意
志
の
神
聖
性
を
完
全
に
獲
得
す
る
こ
と
へ
の
期
待
を
高
め
、
自
己
認
識
に
完
全
に
矛
盾
す
る
狂
信
的
な
神
智
学
的
夢
想
に

耽
け
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。（K

pV
 122

）

道
徳
法
則
を
順
守
し
続
け
る
と
い
う
無
限
の
努
力
が
課
さ
れ
な
け
れ
ば
人
間
が
陥
っ
て
し
ま
う
事
態
と
し
て
、
ま
ず
、
道
徳
法
則
の

順
守
を
人
間
に
と
っ
て
よ
り
容
易
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
人
間
の
側
が
意
志
を
訓
練
す
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
法
則
の
ほ
う
を
人

間
に
合
わ
せ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
四—

五
頁
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
人
間
が
道
徳
法
則
に
従
う
こ

と
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
求
や
願
望
な
ど
を
一
度
す
べ
て
取
り
下
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
「
痛
み
」
を
と
も
な
う
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
快
適
に
感
じ
ら
れ
る
ま
で
に
、
道
徳
法
則
の
順
守
が
人
間
に
都
合
の
よ
い
よ
う
に
ゆ
が
め
ら
れ
て
し
ま

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
道
徳
的
動
機
を
感
性
的
動
因
と
取
り
違
え
る
」（K

pV
 117

）
と
い
う
、「
取
り
違
え
の
誤
謬
」（K

pV
 

116

）
に
つ
う
ず
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う17

。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
こ
の
誤
謬
は
、
人
間
が
道
徳
法
則
に
従
う
場
合
に
も
、「
活
動

へ
の
動
因
に
つ
い
て
は
、
快
適
さ
の
感
情
〔
…
〕〔
に
よ
る
作
用
〕
と
、
内
的
に
は
ま
さ
に
同
じ
作
用
を
生
む
」（K

pV
 117

）
が
ゆ

え
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
感
ず
る
こ
と
と
区
別
さ
れ
た
、
お
こ
な
う
こ
と
に
つ
い
て
の
自
己
意
識
」（K

pV
 116

）
に

14
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お
い
て
は
、
道
徳
法
則
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
場
合
も
み
ず
か
ら
の
自
己
愛
か
ら
行
為
す
る
場
合
も
、
ど
ち
ら
も
意
志
を
規
定
す

る
さ
い
に
あ
っ
て
は
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
と
も
な
う
た
め
、
道
徳
法
則
が
動
機
で
あ
っ
た
場
合
に
も
感
性
的
な
動
機

が
は
た
ら
い
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
あ
く
ま
で
も
道
徳
法
則
は
何
ら
か
の
感
性
的
契
機
も
介
在
せ
ず
直
接
に
意
志

を
規
定
し
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
誤
謬
は
許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
取
り
違
え
は
、
道
徳
法
則
の
価

値
を
ゆ
が
め
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
無
限
の
進
行
で
は
な
く
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
私
た
ち
が
道
徳
法
則
の
順
守
に
よ
っ
て
神
聖
性
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
を
慢
心
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
を
カ
ン
ト
は
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
狂
信

的
な
神
智
学
的
夢
想
」
と
は
、
別
の
箇
所
で
カ
ン
ト
が
「
道
徳
的
狂
信
」
と
名
ざ
し
て
い
る
事
態
と
合
致
す
る
。
そ
こ
で
も
ま
た
、

人
間
が
神
聖
性
を
所
有
し
て
い
る
と
思
い
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
う
ぬ
ぼ
れ
の
高
ま
り
」（K

pV
 84

）、
つ
ま
り
「
あ
た
か
も
当
の

行
為
が
義
務
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
じ
ぶ
ん
た
ち
に
よ
る
純
然
た
る
功
績
と
し
て
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え

る
こ
と
」（K

pV
 85

）に
陥
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
も
ま
た
、人
間
が
自
己
愛
の
原
理
を
つ
ね
に
有
し
、

そ
れ
を
捨
象
す
る
こ
と
で
し
か
道
徳
法
則
に
従
い
え
な
い
こ
と
を
忘
却
さ
せ
、
ひ
い
て
は
み
ず
か
ら
道
徳
性
を
減
じ
さ
せ
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
法
則
の
順
守
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
或
る
時
間
の
う
ち
に
、
神
聖
性

を
獲
得
し
、
心
術
の
改
善
が
完
了
し
た
と
い
う
終
着
点
を
置
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
事
態
を
避
け
よ
う
と
し
た
は
ざ
ま
の
中
で
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
れ
は
神
聖
性
を
ま
さ

に
理
念
と
し
て
の
み
掲
げ
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
節
の
結
論
と
も
符
合
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
謙
虚
に
神
聖
性

へ
達
す
る
た
め
の
努
力
を
担
保
し
つ
つ
、
私
た
ち
の
努
力
が
報
わ
れ
る
地
点
を
無
限
の
努
力
の
先
に
、
す
な
わ
ち
感
性
界
の
う
ち
で

は
な
く
、叡
知
界
の
彼
方
に
用
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
要
請
は
、私
た
ち
の
有
限
的
な
あ
り
方
ゆ
え
に
、

た
ま
し
い
の
不
死
性
と
い
う
無
限
な
持
続
が
前
提
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

五
．
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
の
位
置
づ
け

以
上
か
ら
、
不
死
性
の
要
請
が
私
た
ち
の
道
徳
的
改
善
を
支
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
違
反
や
逸
脱
を
抑
制
す
る
意
義
を
も
つ
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
最
後
に
、
不
死
性
の
要
請
が
い
か
に
し
て
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
な
ら
び
に
実
践
哲
学
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。

カ
ン
ト
は
要
請
に
か
ん
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

要
請
の
も
と
に
私
は
、
理
論
的
命
題
を
、
し
か
し
こ
れ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
実
践
的
法
則
に
分
か
ち

が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
理
論
的
な
も
の
と
し
て
は
証
明
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
命
題
を
理
解
す
る
。（K

pV
 

122

）

要
請
そ
の
も
の
は
、
私
た
ち
が
じ
っ
さ
い
に
不
死
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
実
践
的
命
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
不

死
で
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
る
理
論
的
命
題
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
無
条
件
的
に
妥
当
す
る
実
践
的
法
則
」、

つ
ま
り
道
徳
法
則
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
み
、
人
間
が
道
徳
法
則
を
順
守
し
つ
づ
け
る
た
め
に
の
み
要
請
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
要
請
が
理
論
的
命
題
と
し
て
は
証
明
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に

お
い
て
考
察
し
た
「
誤
謬
推
理
」
の
問
題
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

16
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し
た
が
っ
て
〔
最
高
善
の
前
提
は
〕
実
践
理
性
の
要
請
を
つ
う
じ
て
、
思
弁
理
性
が
確
か
に
課
題
と
し
て
提
起
し
た
が
、
解

決
し
え
な
か
っ
た
諸
概
念
へ
と
辿
り
つ
く
。
し
た
が
っ
て
、
１
．
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
思
弁
理
性
が
誤
謬
推
理
を
犯

さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
（
す
な
わ
ち
不
死
性
と
い
う
）
課
題
に
い
た
る
。〔
誤
謬
推
理
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、〕
そ
こ
で

は
持
続
性
の
徴
表
が
欠
け
て
い
た
た
め
に
、
自
己
意
識
に
お
い
て
た
ま
し
い
に
必
然
的
に
付
与
さ
れ
る
究
極
的
な
主
体
と
い

う
心
理
学
的
概
念
を
、
実
体
の
実
在
的
な
表
象
ま
で
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（K

pV
 132-3

）

こ
の
不
死
性
の
要
請
は
、
誤
謬
推
理
で
は
人
間
に
は
知
ら
れ
え
な
い
と
さ
れ
た
た
ま
し
い
の
不
死
性
の
問
題
に
解
決
を
与
え
て
い
る

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
誤
謬
推
理
で
は
、
た
ま
し
い
が
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
、
た
ま
し
い

が
実
体
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
証
明
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。『
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
初
版
と
、
一
部
が
大
幅
に
改

訂
さ
れ
た
第
二
版
が
あ
り
、「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
は
こ
の
両
者
で
内
容
が
異
な
る
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
す

べ
て
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
本
稿
に
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
こ
の
持
続
に
か
ん
し
て
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
あ
る
初
版
の

「
人
格
性
に
か
ん
す
る
第
三
誤
謬
推
理
」
と
、
そ
れ
に
つ
づ
く
「
超
越
論
的
心
理
学
の
第
三
誤
謬
推
理
に
た
い
す
る
批
判
」
を
参
照

し
、
こ
の
引
用
の
内
実
を
掘
り
下
げ
て
み
た
い
。
誤
謬
推
理
に
お
い
て
「
私
は
思
考
す
る
も
の
と
し
て
内
官
の
対
象
で
あ
り
、
た
ま

し
い
と
呼
ば
れ
る
」（A

342 / B
400

）。
す
な
わ
ち
、私
た
ち
の
経
験
は
す
べ
て
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
超
越
論
的
な
主
観
に
属
し
、

ひ
と
ま
と
ま
り
に
統
一
さ
れ
る
。
し
か
し
人
間
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
た
ま
し
い
が
永
続
す
る
実
体
で
あ
る
と
ま
で
推
論
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
提
示
し
た
誤
謬
推
理
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
っ
て
四
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
う
ち
「
た
ま
し
い
が
現
存
在
し
て
い
る
中
で
の
、こ
と
な
る
時
間
に
よ
れ
ば
、数
的
に
同
一
、す
な
わ
ち
単
一
性
で
あ
る
」（A

344 

/ B
402

）
と
考
え
て
し
ま
う
の
が
、
第
三
誤
謬
推
理
で
あ
る
。「
外
的
対
象
の
数
的
同
一
性
を
、
経
験
に
よ
っ
て
認
識
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
現
象
に
お
け
る
持
続
的
な
も
の
に
注
意
」（A

 362

）
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
「
私
た
ち
が
た
ま
し
い
に
お
い
て
見
い
だ
す
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も
の
が
い
か
な
る
持
続
的
現
象
で
も
な
く
、
た
だ
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
と
も
な
っ
て
結
合
す
る
、
私
と
い
う
表
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い

か
ぎ
り
で
は
」（A

 364

）
こ
の
よ
う
な
持
続
は
証
明
さ
れ
え
な
い
。
た
ま
し
い
と
は
、
外
的
対
象
の
よ
う
に
観
察
で
き
る
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に「
持
続
性
の
徴
表
が
欠
け
て
」お
り
、た
ま
し
い
の
不
死
性
は
思
弁
的
に
は
証
明
さ
れ
え
な
か
っ
た
。

「
た
ん
に
超
越
論
的
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
つ
ま
り
主
観
の
統
一
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
」（A

 365

）「
人
格
性
」（Ebd.

）
と
し

て
み
と
め
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
弁
証
論
に
お
い
て
た
ま
し
い
と
は「
同
一
の
理
性
的
存
在
者
の
現
実
存
在
と
人
格
性
」（K

pV
 122

）と
さ
れ
た
。

人
格
性
と
は
「
全
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
自
由
と
独
立
性
」（K

pV
 87

）、
つ
ま
り
自
己
愛
か
ら
は
な
れ
て
自
由
に
道
徳
法
則

に
従
い
う
る
人
間
の
あ
り
方
で
あ
る
か
ら
、
実
体
と
し
て
誤
っ
て
推
論
さ
れ
る
現
象
的
主
体
で
は
な
く
、
叡
智
的
な
あ
り
方
を
も
ふ

く
む
道
徳
的
主
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る18

。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
た
ま
し
い
に
の
み
、
不
死
性
を
み
と
め
た
の
で
あ
る
。

で
は
実
践
哲
学
の
文
脈
に
お
い
て
こ
の
要
請
は
、
批
判
哲
学
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。

さ
て
し
か
し
私
た
ち
の
認
識
は
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
純
粋
実
践
理
性
に
よ
っ
て
現
実
に
拡
張
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。〔
…
〕

確
か
に
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
、
実
践
的
な
観
点
に
お
い
て
の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
私
た
ち
は
こ

れ
に
よ
っ
て
じ
ぶ
ん
の
た
ま
し
い
の
本
性
を
〔
…
〕
認
識
し
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、そ
の
よ
う
な
概
念
を
た
だ
、

最
高
善
と
い
う
実
践
的
概
念
の
う
ち
で
結
び
つ
け
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。（K

pV
 133

）

た
ま
し
い
の
不
死
性
は
要
請
さ
れ
た
と
は
い
え
、
た
ま
し
い
が
実
体
と
し
て
持
続
す
る
、
あ
る
い
は
た
ま
し
い
が
数
的
に
同
一
で
あ

る
と
い
っ
た
認
識
も
ま
た
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
「
最
高
善
と
い
う
実
践
的
概
念
の
う

ち
で
」、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
心
術
の
持
続
的
な
改
善
の
た
め
に
の
み
、
意
志
規
定
が
可
能
な
道
徳
的
主
体
が
持
続
す
る
、
と

18
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い
う
仕
方
で
こ
の
要
請
は
み
と
め
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
要
請
の
認
識
論
的
地
位
を
「
純
粋
で
実
践
的
な
理
性
的
信
」（K

pV
 144

）

と
も
呼
ぶ
が
、
こ
の
信
の
規
定
が
、
客
観
的
に
は
不
十
分
で
あ
っ
て
も
「
主
観
的
に
の
み
十
分
」（A

822 / B
850

）
で
あ
れ
ば
よ
い

こ
と
を
顧
み
れ
ば
、
ま
さ
に
こ
の
要
請
は
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
と
順
守
と
い
う
、
私
た
ち
の
主
観
的
な
実
践
理
性
と
意
志
の
は
た
ら

き
か
ら
も
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
弁
的
認
識
と
は
こ
と
な
る
仕
方
で
、
道
徳
的
実
践
の
な
か
で
の
み
理
解
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
私
た
ち
の
認
識
が
「
拡
張
さ
れ
る
」
の
も
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
カ
ン
ト
が
た
ま
し
い
の
不
死
性
を
、
最
高
善
か
ら
要
請
し
た
道
行
き
を
再
構
成
し
た
上
で
、
そ
の
内
実
を
人
間
の
時
間

性
と
感
性
と
い
う
ふ
た
つ
の
存
在
論
的
な
有
限
性
の
観
点
か
ら
読
解
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
の
要
請
が
理
論
的
命
題
で
は
あ
る

が
実
践
哲
学
と
の
関
連
で
の
み
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

本
稿
の
成
果
は
、
弁
証
論
以
前
の
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
こ
こ
ろ
み
と
結
び
つ
け
、
こ
の
要
請
の
論
理
を
再
構
成
し
た
こ
と
で

あ
っ
た
た
め
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、た
ま
し
い
の
不
死
性
の
要
請
の
特
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
人
間
が
有
限
な
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
神
聖
性
を
獲
得
し
最
上
善
を
達
成
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
今
生
の
ど
こ
か
で
可
能
で

あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
不
死
で
あ
る
と
い
う
要
請
は
い
わ
ば
制
限
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
次
第
も
ま
た
、
こ
の
要
請
が
あ
く
ま
で
も
実
践
的
に
の
み
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

最
後
に
、
本
稿
か
ら
以
下
の
二
つ
の
課
題
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
か
ん
し
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
カ
ン
ト
の
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要
請
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
最
高
善
の
促
進
の
問
題
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
弁
証
論
に
は
、
要
請
の
み
な
ら

ず
そ
の
前
提
と
な
る
最
高
善
に
も
疑
念
が
向
け
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
古
典
的
な
問
題
は
、
な
お
別
稿
で
問
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
、
た
ま
し
い
の
不
死
性
が
要
請
さ
れ
る
端
緒
と
な
っ
た
道
徳
的
改
善
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

カ
ン
ト
に
た
い
し
て
、
そ
の
独
特
の
形
而
上
学
の
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
は
人
間
の
段
階
的
な
道
徳
的
発
展
を
認
め
ら
れ
え
な

い
と
い
う
批
判
が
あ
る19

。
本
稿
で
は
心
術
の
改
善
と
い
う
こ
と
で
見
さ
だ
め
た
が
、「
人
間
が
道
徳
的
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
が
い

か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
の
詳
細
に
つ
い
て
も
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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・Sala, G
iovanni B

., K
ants "K

ritik der praktischen Vernunft". Ein K
om

m
entar, W

issenschaftl. B
uchgesell., 2004

・W
ood, A

llen W
., K

ant's M
oral Religion, C

ornell U
niversity Press, 2009

・S
・D
・
ワ
ル
シ
ュ
「
目
的
論
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
徳
、
正
し
さ
」『
徳
倫
理
学
基
本
論
文
集
』、
勁
草
書
房
、
二
○
一
五
年

・
宇
都
宮
芳
明
『
カ
ン
ト
と
神
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年

・
城
戸
淳
『
理
性
の
深
淵
』、
知
泉
書
館
、
二
〇
一
四
年

・
和
辻
哲
郎
「
カ
ン
ト
実
践
理
性
批
判
」「
人
格
と
人
類
性
」『
和
辻
哲
郎
全
集
第
九
巻
』、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年

・
山
蔦
真
之
「
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
道
徳
的
帰
責
の
問
題
」『
倫
理
学
年
報　

第
五
九
集
』、
一
一
五
―
一
二
七
頁
、
二
○
一
○
年

注

1　

た
と
え
ば
和
辻
は
「〔
…
〕
し
か
し
こ
の
仕
事
〔
引
用
者
注
：
純
粋
実
践
理
性
の
弁
証
論
〕
は
こ
の
著
作
中
の
最
も
弱
い
部
分

で
あ
る
。〔
…
〕
か
く
見
れ
ば
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
何
ら
か
哲
学
的
な
ら
ざ
る
理
由
に
よ
り
、
突
如
と
し
て
古
来
の
最
高
善

の
考
え
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
枢
軸
と
し
て
神
や
不
死
の
理
念
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」（
和
辻
、
一
九
六
二
年
、

二
九
二
頁
）
と
述
べ
、
最
高
善
と
と
も
に
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
請
を
否
定
的
に
評
価
し
た
。
ま
たB

eck

も
同
様
に
「
も
し
私

の
分
析
が
正
し
け
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
な
ぜ
ひ
と
は
来
世
を
信
じ
る
べ
き
な
の
か
、
十
分
に
正
し
い
理
由
を
与
え
な
か
っ
た
」

（B
eck, 1960, p.270

）
と
述
べ
、
不
死
性
の
要
請
を
批
判
し
て
い
る
。

2　

た
と
え
ばM

oore

は
、
私
た
ち
の
道
徳
的
努
力
が
無
に
帰
さ
れ
な
い
た
め
の
合
理
的
な
前
提
と
し
て
、
世
界
の
側
が
調
和
し

安
定
し
て
い
る
こ
と
を
希
望
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
カ
ン
ト
の
最
高
善
と
三
つ
の
要
請
か
ら
汲
み
出
そ

う
と
こ
こ
ろ
み
て
い
る
（M

oore, 2005, Third set of variations

）。
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3　

さ
し
あ
た
り
カ
ン
ト
が
弁
証
論
に
お
い
て
最
高
善
の
う
ち
に
徳
と
幸
福
が
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
場
合
の
幸

福
と
は
、
本
稿
本
文
に
お
い
て
「
幸
福
と
倫
理
性
は
最
高
善
の
二
つ
の
種
的
に
ま
っ
た
く
異
な
る
要
素
」（K

pV
 112

）
で
あ

る
と
確
認
す
る
よ
う
に
、
弁
証
論
以
前
に
定
め
ら
れ
た
「
じ
ぶ
ん
の
現
存
在
全
体
に
た
え
ず
随
伴
し
て
い
る
、
生
の
快
適
さ

の
意
識
」（K

pV
 22

）
と
い
う
幸
福
を
指
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
も
の
の
、こ
れ
以
降
の
弁
証
論
に
お
け
る
幸
福
概
念
は
「
浄

福
」や「
幸
福
に
値
す
る
こ
と
」と
い
っ
た
概
念
を
つ
う
じ
て
変
化
す
る
た
め
、別
個
に
論
じ
ら
れ
る
意
義
の
あ
る
主
題
で
あ
る
。

詳
し
く
は
宇
都
宮
（
一
九
九
八
、
第
四
章
）
や
『
日
本
カ
ン
ト
研
究
十
一
』
の
城
戸
、
宮
島
の
両
論
文
を
参
照
。

4　

カ
ン
ト
は
道
徳
性
に
か
か
わ
る
善
悪
が
認
め
ら
れ
る
の
は
ド
イ
ツ
語
で
は
善
（das G

ute

）・
悪
（das B

öse

）
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
が
、
人
間
の
快
不
快
に
か
か
わ
る
し
あ
わ
せ
（das W

ohl

）・
災
い
（das Ü

bel

）
も
善
悪
と
名
指
さ
れ
る
こ
と
を
否

定
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
実
践
理
性
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
も
い
る
（V

gl. K
pV

 58

）。

5　

道
徳
法
則
を
順
守
し
よ
う
と
い
う
主
観
的
動
機
は
「
自
己
愛
か
ら
発
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
求
を
取
り
下
げ
」（K

pV
 76

）
る
こ
と

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
道
徳
法
則
と
自
己
愛
の
原
理
は
相
互
に
排
他
的
な
二
者
択
一
で
あ
り
、
人
間
は
意
志
規
定

の
さ
い
つ
ね
に
ど
ち
ら
か
の
動
機
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

6　

V
gl. K

pV
 73.

7　

V
gl. K

pV
 151.

8　

カ
ン
ト
は
徳
の
実
現
の
た
め
に
、「
持
続
的
な
性
癖
、
つ
ま
り
違
反
や
、
す
く
な
く
と
も
不
純
さ
、
つ
ま
り
法
則
の
順
守
に
さ

い
し
て
多
く
の
真
正
で
は
な
い
（
道
徳
的
で
は
な
い
）
始
動
根
拠
が
混
入
し
て
し
ま
う
性
癖
を
意
識
す
る
こ
と
」（K

pV
 128

）

も
ま
た
も
と
め
て
い
る
。

9　
「
理
性
的
な
被
造
物
が
い
つ
か
あ
ら
ゆ
る
道
徳
法
則
を
完
全
に
喜
ん
で
行
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
で
達
し
う
る
、
と
し
た
場
合
、

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の
被
造
物
の
う
ち
に
は
、
道
徳
法
則
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
に
被
造
物
を
刺
激
す
る
よ
う
な
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欲
望
の
可
能
性
す
ら
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
…
〕
法
則
へ
の
ひ
た
す
ら
な
愛
（
そ
の
場
合
に
は
〔
…
〕

道
徳
性
は
い
ま
や
主
観
的
に
は
神
聖
性
に
移
行
し
て
、
徳
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
）
は
、
被
造
物
の
努
力
の
絶
え
ざ
る
、
に

も
か
か
わ
ら
ず
到
達
し
え
な
い
目
標
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（K

pV
 84

）。

10　

A
llison, 1990, p.171.

11　

同
右
。

12　

B
eck, 1960, p.270.

13　

Sala

も
ま
た
こ
の
問
題
を
認
識
し
、『
た
ん
な
る
理
性
の
限
界
内
の
宗
教
』
に
お
け
る
神
の
知
的
直
観
を
そ
の
解
決
と
し
て
示

唆
し
て
い
る
（Sala, 2004, S.279

）
が
、
こ
の
議
論
は
、
つ
ね
に
欠
陥
の
あ
る
人
間
が
神
聖
性
に
到
達
し
え
な
い
と
い
う
困

難
を
解
決
す
る
た
め
に
、
神
が
知
的
直
観
に
よ
り
人
間
の
行
い
全
体
を
把
握
し
て
判
定
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
と

し
て
カ
ン
ト
が
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
有
限
な
理
性
的
存
在
者
の
視
点
か
ら
、
無
限

の
進
行
を
読
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

14　

H
öffe

は
、
人
間
に
は
存
在
論
的
な
（ontologisch

）
意
味
で
神
聖
性
に
接
近
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、 

実
際
的
な

（pragm
atisch

）
意
味
で
は
無
限
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
こ
の
問
題
を
ま
と
め
て
い
る
（H

öffe, 2012, S.185-186

）。

本
稿
は
前
者
の
意
味
と
共
通
の
読
解
を
と
る
も
の
の
、
後
者
に
か
ん
し
て
は
、
心
術
が
改
善
さ
れ
た
か
否
か
は
人
間
に
は
判
断

し
え
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
本
稿
十
二
頁
参
照
）、
同
意
し
え
な
い
。
同
様
にW

ood

に
よ
っ
て
、
人
間
の
無

限
の
努
力
を
神
聖
性
と
し
て
算
入
す
る
と
い
う
解
決
方
策
が
提
案
さ
れ
て
お
り
（W

ood, 2009, pp.119-120

）、A
llison

も

こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
が
（A

llison, 1990, p.173

）、
こ
れ
は
無
限
の
進
行
と
不
死
性
の
要
請
が
到
達
不
可
能
で
あ
る
と
さ

れ
る
こ
と
で
カ
ン
ト
の
議
論
全
体
が
不
合
理
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
懸
念
か
ら
解
答
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
本
稿
三
．
全
体
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
が
到
達
不
可
能
な
ま
ま
で
は
あ
る
が
人
間
に
対
す
る
過
剰
な
要
求
を
意
味
し
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な
い
こ
と
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
見
立
て
の
も
と
、
神
聖
性
の
解
釈
を
本
稿
と
共
有
す
る
も
の
と
し
て
はB

ojanow
ski

（2016

）
が
あ
る
。

15　

死
後
も
あ
る
人
が
生
き
て
い
る
・
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
す
る
哲
学
的
主
題
は
、
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
た
め
取
り
扱
わ

な
い
。

16　

ま
た
カ
ン
ト
は
、不
死
性
の
要
請
で
は
な
く
、道
徳
法
則
と
の
関
係
で
人
格
の
同
一
性
に
か
ん
し
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
要
請
が
人
格
の
同
一
性
の
み
で
は
読
み
解
け
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
山
蔦（
二
○
一
○
）

を
参
照
。

17　

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
全
体
に
お
け
る
「
取
り
違
え
の
誤
謬
」
の
思
考
に
つ
い
て
は
城
戸
（
二
○
一
四
）
を
参
照
。

18　

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
主
体
は
超
越
論
的
人
格
性
と
無
縁
な
も
の
で
は
な
い
。
和
辻
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
両
者
の
相
違
は
た

だ
同
一
の
人
格
性
を
取
り
扱
う
立
場
の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
一
九
六
二
年
、
三
五
二
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
的
人

格
性
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
機
能
す
る
以
上
時
間
を
超
え
出
た
叡
智
的
な
あ
り
方
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

時
間
的
・
感
性
的
条
件
を
超
え
て
道
徳
法
則
に
従
う
よ
う
な
叡
智
的
な
あ
り
方
を
ふ
く
む
道
徳
的
主
体
と
か
さ
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
た
ま
し
い
の
不
死
性
に
は
、
こ
の
よ
う
な
無
時
間
的
な
超
越
論
的
人
格
性
が
、
私
た
ち
の
道
徳
的
実
践
の
た
め

に
時
間
的
に
つ
づ
く
と
い
う
不
死
性
も
暗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
も
の
の
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
思
考
は
ふ
た
た
び

誤
謬
推
理
に
陥
り
か
ね
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

19　

ワ
ル
シ
ュ
は
、カ
ン
ト
に
よ
る
「
道
徳
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
叡
智
的
な
る
自
由
意
志
の
は
た
ら
き
だ
が
、こ
れ
は
無
時
間
的
」

（
二
○
一
五
年
、
三
○
八
頁
）
で
あ
る
か
ら
、
経
験
的
な
人
間
の
道
徳
的
発
達
を
カ
ン
ト
に
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
と
述
べ
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
倫
理
学
を
擁
護
し
て
い
る
。
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