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大
西
祝
「
良
心
起
原
論
」
を
読
む
（
四
）

―

忘
れ
ら
れ
た
倫
理
学
者
の
復
権―

堀
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講
　

道
徳
的
理
想
の
根
拠

―

第
二
章
「
良
心
の
起
原
」
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（『
全
集
』

127
～

167
頁
）

　

い
よ
い
よ
大
西
が
積
極
的
に
自
説
を
展
開
す
る
段
階
に
到
っ
た
。

　

こ
の
箇
所
は
最
も
変
更
の
多
い
箇
所
で
あ
る
。
新
規
に
書
き
直
さ
れ
た
部
分
は

後
述
の
よ
う
に
、『
六
合
雑
誌
』
一
七
一
号
（
明
治
二
八
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た

「
道
徳
的
理
想
の
根
拠
」
で
あ
り
、『
全
集
』
版
は
そ
っ
く
り
そ
れ
を
は
め
込
ん
で

い
る
。
佐
古
純
一
郎
氏
は
そ
の
著
『
近
代
日
本
思
想
史
に
お
け
る
人
格
概
念
の
成

立
』（
朝
文
社1995

）
に
お
い
て
、「
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
が
、〔
こ
の
論
文
「
道

徳
的
理
想
の
根
拠
」
は
〕
大
西
祝
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
」
と
あ
る
が
（

105
頁
）
、

そ
れ
は
『
全
集
』
版
の
「
良
心
起
原
論
」
第
二
章
の
な
か
に
、
説
明
な
し
に
「
は

め
こ
ま
れ
」
て
い
る
か
ら
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

大
西
は
い
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
数
多
の
学
者
が
良
心
の
起
源
を
説
明
す

る
た
め
に
提
出
し
た
考
説
の
う
ち
、
未
だ
一
つ
も
充
分
な
説
明
と
見
做
し
得
る
も

の
は
な
い
。

　

「
廉
恥
心
な
い
し
名
を
惜
む
の
心
」
を
挙
げ
て
、
良
心
と
の
類
似
点
に
よ
っ
て

そ
の
起
源
を
説
明
し
得
る
と
す
る
者
も
あ
る
が
、
名
を
惜
む
は
他
人
よ
り
受
け
る

毀
誉
褒
貶
に
感
応

0

0

0

0

0

0

0

し
、
自
身
の
品
位
価
値
を
重
ん
ず
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
か
ら
来
る
意
識
で
あ

る
。
廉
恥
の
心
、
名
を
惜
む
の
心
、
又
は
羞し

ゅ
う
お悪

（
不
善
を
恥
じ
る
）
の
心
は
、
既
に

道
徳
的
意
識
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
で
以
て
良
心
意
識
の
起
源
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
思
想
の
混
雑
を
暴
露
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
強
者

が
唯
、
自
己
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
毀
誉
黜
陟
に
対
し
て
は
、
弱

者
は
恐
怖
の
念
を
生
ず
る
に
止
ま
り
、
羞

し
ゅ
う
じ
ょ
く

辱
の
心
を
生
ず
る
こ
と
は
な
い
。
羞

辱
の
心
を
生
ず
る
の
は
他
人
の
命
令
強
迫
に
も
拘
ら
ず
自
分
自
身
に
、
自
ら
是
認

服
膺
す
べ
き
我
品
位
の
理
想

4

4

を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
想
よ
り
も
一
段
下

が
っ
た
事
を
為
し
た
と
自
覚
す
る
所
に
、
か
の
廉
恥
心
・
羞
悪
心
は
含
ま
れ
、
恥

か
し
と
云
う
意
識
を
生
じ
来
る
の
で
あ
る
。

　

〔
理
想
と
い
う
語
を
掲
げ
る
の
み
で
は
不
十
分
〕

　

こ
こ
ま
で
く
る
と
、
既
に
幾
分
か
暗
に
自
説
を
吐
露
し
た
思
い
が
す
る
。
理
想
4

4

と
い
う
も
の
を
吾
人
の
心
に
作
り
出
す
こ
と
が
、
取
り
も
直
さ
ず
良
心
の
起
源
で

あ
る
と
云
う
学
者
も
あ
る
（
井
上
哲
次
郎
『
倫
理
新
説
』
明
治
16
年
3
月
か
？
）。

こ
の
説
を
敢
て
誤
り
と
は
云
わ
な
い
が
、
も
し
「
理
想
」
と
い
う
語
を
掲
げ
る
に

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕
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（
二

）

止
ま
る
な
ら
ば
、
良
心
の
作
用
の
起
源
は
説
明
せ
ず
に
、
そ
の
作
用
に
新
し
い
名

称
を
附
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
理
想
と
は
如
何
な
る
意
味
か
と
問
わ
れ
た
時
、

斯
く
々
々
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

4

4

4

4

4

、
も
し
く
は
斯
々
あ
る
が
善4

な
り
と
覚
知
す
る
も
の

を
指
し
て
理
想
と
云
う
と
答
え
る
し
か
な
い
な
ら
、
た
だ
言
語
を
更
え
た
迄
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、な
お
一
歩
を
進
め
て
、

理
想
と
い
う
観
念
の
存
在
す
る
理い

は

れ由
を
説
明
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
こ
で

私
は
こ
の
理
想
と
い
う
観
念
の
生
起
す
る
所
以
を
尋
ね
て
、
一
考
説
を
建
設
し
、

良
心
の
起
源
の
説
明
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

　

〔
理
想
の
生
起
す
る
所
以
〕

　

「
理
想
」
の
根
拠
と
み
な
す
私
の
思
想
は
、
古
よ
り
東
西
の
哲
学
者
が
多
く
唱

道
す
る
所
を
良
心
起
源
論
に
応
用
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
徒
ら
に
古
人
の
旧
套

を
守
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
自
負
し
て
い
る
。
し
か
し
以
下
の
考
察
は
一
躍
し
て

純
理
哲
学
の
境
界
に
入
る
趣
が
あ
り
、
幾
分
の
躓

つ
ま
づ

き
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
の
帰
着
す
る
所
を
暫
く
忍
ん
で
聴
い
て
欲
し
い
。

　

わ
れ
わ
れ
の
生
活
行
為
の
理
想
0

0

が
架
空
の
想
像
0

0

で
な
い
の
は
　

そ
れ
に
対
す
る

善4

、
ま
た
は
あ
ら
ね
バ
な
ら
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ

う
な
理
想
が
生
起
す
る
の
か
と
い
う
と
、「
吾
人
の
人
性
」
が
そ
の
「
本
来
の
目

的
（
即
ち
人
間
の
存
在
、
ま
た
最
も
広
く
云
へ
ば
、
法
界
〔
＝
宇
宙
〕
の
自
然
の

構
造
に
於
て
定
め
の
あ
る
人
性
の
有
様
）」
に
達
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
起
こ

る
も
の
と
考
え
る
（

114
丁
）
。
こ
の
よ
う
に
「
理
想
」
の
生
起
す
る
根
拠
を
、
目
的

を
有
す
る
「
人
性
」
即
ち
《
人
間
の
本
性
》
か
ら
説
明
す
る
。

◆
そ
の
あ
と
、
生
原
稿
（
A
）
に
あ
っ
て
『
全
集
』
版
に
欠
け
て
い
る
部
分

（
こ
れ
を
〔
a
〕
と
呼
ん
で
お
く
。）
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
即
ち
吾
人
人
間

は
未
だ
人 

間
た
る
の
性
を
完
う
せ
ざ
る
者
」（
114
丁
6
行
）
か
ら
、「
良
心

の
不
安
は
其
衝
動
の
不
満
足
即
ち
障
碍
を
受
く
る
に
生
す
る
な
り
」（
116

丁
18
行
）
ま
で
の
、
生
原
稿
に
し
て
三
丁
ば
か
り
の
短
い
文
で
あ
る
が
、

重
要
な
こ
と
が
こ
こ
に
詰
め
込
ま
れ
て
い
る
。

　

即
ち
人
間
は
未
だ
そ
の
「
人
間
た
る
の
性
」
を
完
う
し
な
い
者
、
ま
だ
こ
の
法

界―

宇
宙
を
構
成
し
て
い
る
万
物―

に
生
れ
出
た
目
的
（
＝
こ
の
法
界
の

自
然
の
構
造
に
具
わ
っ
た
人
間
の
目
的
）
を
達
成
し
な
い
者
、
し
た
が
っ
て
わ
れ

わ
れ
は
自
然
に
（
即
ち
そ
の
成
り
立
ち
に
於
て
本
来
の
傾
向
に
於
て
、―

発
達

の
中
途
に
仮
り
に

0

0

0

生
起
す
る
種
々
の
反
対
の
傾
向
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず―

根
本
の
傾
向
に
於
て
は
矢
張
り
）
こ
の
目
的
に
達
し
よ
う
と
努
め
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
に
努
め
る
所
に
「
理
想
4

4

」
と
い
う
観
念
を
生
起
し
来
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
生
れ
出
た
法
界
の
自
然
の
構
造
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
に
素
よ
り
定
め
あ
る

目
的
が
「
本
真
の
性
」
で
あ
り
、
今
日
現
に
あ
る
有
様
は
未
だ
「
本
真
の
性
」
に

一
致
し
な
い
「
仮
有
の
性
」
と
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
わ
れ
わ
れ
の
心

に
理
想
が
生
起
し
て
そ
れ
に
向
つ
て
進
み
行
く
の
は
、
正
し
く
わ
れ
わ
れ
が
本
真

の
性
に
復
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
真
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
を
し
て

誠
に
わ
れ
わ
れ
た
ら
し
む
る
も
の
で
、
こ
の
本
真
を
得
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の

「
性
に
復
る
」
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
「
性
を
完
う
す
る
」
と
同
一
の
こ
と
と
な
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
性
は
未
だ
人
間
の
本
真
の
有
様
を
得
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に

到
る
成
り
立
ち
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
人
間
は
生
物
界
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の

全
生
物
界
は
そ
の
最
下
等
の
有
様
か
ら
漸
次
進
化
し
来
た
っ
た
も
の
、
ま
た
そ
の

頂
上
で
あ
る
人
間
は
今
後
な
お
進
化
し
行
く
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
有
様

は
決
し
て
常
住
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
常
に
本
真
の
性
に
近
づ
か
ん
と
し
、
復
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（
三

）

ら
ん
と
し
て
変
化
し
行
く
仮
有
の
性
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
は
仮
り
の
宿
り
に

あ
る
も
の
で
、
本
真
の
性
の
復
ら
な
い
間
は
常
に
自
分
の
所
を
得
な
い
よ
う
な
思

い
が
あ
る
。
あ
た
か
も
鉄
屑
の
磁
石
に
吸
わ
れ
て
未
だ
そ
れ
に
附
着
し
な
い
よ
う

に
、
子
の
親
を
慕
い
尋
ね
て
未
だ
そ
の
親
に
逢
わ
な
い
よ
う
な
思
い
が
あ
る
。
こ

の
思
い
か
ら
発
す
る
の
が
、
理
想
に
向
か
っ
て
行
く
意
識
な
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
法
界
の
構
造
に
於
て
、
定
め
あ
る
目
的
（
＝
本
真
の
性
）

に
傾
く
意
識
は
、
即
ち
義
務
の
衝
動
、
可
し

0

0

と
か
、
ね
バ
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

と
云
う
意
識
で

あ
り
、
そ
の
傾
向
の
障
碍
を
受
け
た
有
様
は
良
心
の
不
安
、
良
心
の
咎
メ
と
云
う

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
本
心
の
性
に
一
致
、
も
し
く
は
背
違
す
る
処
に
生
じ

る
判
別
を
「
善
悪
の
判
別
」
と
い
う
。
な
お
詳
し
く
い
う
と
、
本
真
の
性
と
一
致

も
し
く
は
背
違
す
る
も
の
に
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
面
を
以
て
接
す
れ
ば
「
善
悪
の

感
別
」（
即
ち
善
悪
に
特
殊
な
快
不
快
の
意
識
）
を
生
じ
、
知
識
面
を
以
て
接
す

れ
ば
「
善
悪
の
識
別
」
を
生
じ
る
。
故
に
あ
る
事
柄
を
善
ま
た
は
悪
と
覚
え
る
の

は
（
識
別
か
ら
見
て
も
感
別
か
ら
見
て
も
）、
そ
れ
を
人
間
の
「
本
然
の
目
的
」

に
合
し
、
ま
た
は
反
す
る
も
の
と
見
た
時
の
意
識
な
の
で
あ
り
、
善
悪
の
意
識
に

含
ま
れ
る
快
感
は
本
真
の
性
と
、
あ
る
一
つ
の
想
念
と
が
合
体
す
る
心
的
作
用
か

ら
生
じ
、
善
悪
の
心
識
に
含
ま
れ
る
不
快
感
は
右
の
者
が
相
背
違
す
る
心
的
作
用

に
生
じ
る
。
義
務
を
果
し
た
意
識
の
快
感
（
即
ち
良
心
の
平
安
）
は
、
わ
れ
わ
れ

が
自
分
の
本
真
の
性
に
向
か
っ
て
行
く
衝
動
の
満
足
か
ら
生
じ
、
義
務
を
果
さ
な

い
意
識
の
不
快
感
（
＝
良
心
の
不
安
）
は
、
そ
の
衝
動
の
不
満
足
、
即
ち
障
碍
を

受
け
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
こ
う
な
る
。

《
人
間
は
人
間
た
る
の
性
、
人
間
の
目
的
（
こ
の
法
界
の
自
然
の
構
造
に

具
わ
っ
た
人
間
の
目
的
）
に
達
し
な
い
者
で
あ
り
、
こ
の
目
的
に
達
し
よ

う
と
努
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
努
め
る
処
に
理
想
と
い
う
観
念

を
生
起
す
る
。
吾
人
に
素
よ
り
定
め
あ
る
目
的
が
本
真
の
性
で
あ
り
、
現

在
具
有
す
る
有
様
は
ま
だ
仮
有
の
性
に
過
ぎ
ず
、
理
想
に
向
か
っ
て
進
み

行
く
の
は
、
本
真
の
性
に
復
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
吾
人
の

性
を
完
う
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
定
め
あ
る
目
的
（
＝
本
真
の
性
）
に

傾
向
す
る
意
識
が
義
務
の
衝
動
と
い
う
意
識
で
あ
り
本
眞
の
性
に
契
合
す

る
判
別
を
善
悪
の
判
別
（
感
別
お
よ
び
識
別
）
と
い
う
》。（
114 

～
116
丁
）

◆
な
ぜ
こ
の
部
分
〔
a
〕
が
『
全
集
』
で
削
除
さ
れ
て
い
る
の
か
不
思
議
に

思
い
つ
つ
そ
の
先
を
読
む
と
、
こ
の
〔
a
〕
に
相
当
す
る
内
容
が
、『
全

集
』

133
頁
以
下

150
頁
に
至
る
約
十
五
頁
に
わ
た
り
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
が
（
こ
れ
を
〔
b
〕
と
呼
ん
で
お
く
。）
、
こ
の
部
分
は
逆
に

生
原
稿
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
原
本
は
何
処
に
あ
る
の
か
と

探
す
と
、
こ
れ
が
前
述
の
「
道
徳
的
理
想
の
根
拠
」（『
六
合
雑
誌
』
一
七
一

号
）
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
『
全
集
』
は
生
原
稿
〔
A

の
a
部
分
〕
を
削
除
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
一
言
の
説
明
も
な
し
に
、

以
下
に
述
べ
る
〔
b
〕
を
挿
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
最
大
の
改
稿

部
分
と
い
う
の
が
こ
こ
に
当
た
る
。『
全
集
』
編
纂
者
が
冒
頭
に
「
そ
の

後
所
々
に
添
削
の
筆
を
加
へ
、
殊
に
其
の
自
家
の
考
説
を
陳
べ
ら
る
ヽ
あ

た
り
増
補
せ
ら
れ
た
る
も
の
頗
る
多
し
」
と
あ
る
の
を
前
に
紹
介
し
た

が
、
そ
れ
が
当
該
箇
所
を
指
す
に
違
い
な
い
が
、「
所
々
に
添
削
」
ど
こ

ろ
の
話
し
で
は
な
い
。〔
a
〕
を
改
稿
し
て
詳
説
し
た
の
が
〔
b
〕

　

で

あ
り
両
者
は
重
複
す
る
か
ら
、
編
集
者
は
〔
b
〕
を
採
用
し
、〔
a
〕
を

省
略
し
た
の
で
あ
る
。
大
西
良
心
論
の
積
極
的
主
張
に
当
た
る
部
分
な
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の
で
、
丁
寧
に
紹
介
す
る
。（
紙
数
の
関
係
で
コ
メ
ン
ト
は
殆
ど
省
略
し
た
。）

＊
当
該
箇
所
に
関
連
す
る
著
述
に
、「〔
哲
学
的
〕
随
思
随
録
　

理
想
・
生
物
・
進
化
」『
宗

教
』（
日
本
ゆ
に
て
り
あ
ん
弘
道
会
発
行
）
一
九
号
、
明
治
二
六
年
五
月
（『
全
集
』
第

五
巻
所
収
）
が
あ
る
。「
理
想
の
進
化
」
に
言
及
し
て
い
る
が
、
ま
だ
「
人
間
の
目
的
」

と
か
「
良
心
」
と
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

一
　

道
徳
的
理
想
の
根
拠
　

 

『
六
合
雑
誌
』

171
号

 

『
全
集
』
第
五
巻 

133
～

150
頁

　

「
本
来
の
目
的
」
と
云
う
も
の
は
架
空
の
想
像
で
は
な
く
、
各
人
の
実
験
に
そ

の
根
拠
を
持
ち
、
目
的
の
観
念
を
排
し
て
は
人
事
の
起
る
所
以
を
説
明
で
き
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
何
ら
か
の
目
的
を
掲
げ
て
そ
れ
を
成
就
し
よ
う
と
努
め
る
。
こ

れ
が
人
間
社
会
に
お
け
る
諸
現
象
を
起
こ
す
原
動
力
と
な
る
。
目
的
観
念
な
し
に

は
社
会
現
象
は
説
明
で
き
ず
、
倫
理
道
徳
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

〔
万
物
有
目
的
〕

　

大
西
は
機
械
論
・
因
果
論
で
は
な
く
目
的
論
に
立
つ
。
わ
れ
わ

れ
は
目
的
を
も
っ
て
そ
れ
に
向
つ
て
行
動
す
る
の
み
で
な
く
、
万
物
そ
れ
ぞ
れ
の

目
的
を
も
つ
。
法
界
を
組
織
す
る
諸
物
は
個
々
み
な
独
立
で
は
な
く
互
に
相
関
連

す
る
一
団
躰
で
あ
る
。
何
故
に
宇
宙
が
存
在
す
る
か
は
知
ら
な
く
も
、
存
在
す
る

以
上
は
そ
れ
を
組
成
す
る
諸
物
が
全
躰
に
対
し
て
各
々
充
す
べ
き
処
を
有
す
る
。

そ
の
充
た
す
べ
き
処
が
其
部
分
の
目
的
で
あ
る
。
各
部
分
の
目
的
は
自
立
的
で
な

く
相
関
蓮
し
て
い
る
。
各
部
分
が
な
け
れ
ば
全
躰
は
な
く
、
全
躰
が
な
け
れ
ば
其

個
々
の
部
分
も
な
い
。
全
体
は
個
々
物
に
先
立
た
ず
、
個
々
物
も
ま
た
全
体
に
先

立
た
な
い
。

　

〔
生
物
の
目
的
〕

　

し
か
し
目
的
は
、
生
物
界
に
於
て
は
一
層
高
等
富
贍
な
意
味
を

も
っ
て
い
る
。
生
物
の
生
長
の
一
段
階
は
次
の
段
階
に
至
る
準
備
・
傾
向
を
有
す

る
。
桃
の
種
子
は
生
長
し
て
桃
の
樹
と
な
り
花
を
開
き
、
実
を
結
ぶ
。
即
ち
桃
の

種
子
に
は
之
を
形
づ
く
る
物
質
お
よ
び
其
物
質
結
合
の
様
子
に
特
殊
な
所
が
あ
っ

て
、
あ
る
境
遇
に
接
す
れ
ば
一
定
の
状
態
を
取
り
、
一
定
の
生
長
の
段
階
を
経
過

す
る
傾
向
を
有
す
る
。
こ
れ
が
桃
の
性
で
あ
る
。
故
に
適
当
な
境
遇
に
接
し
て
生

長
段
階
を
経
過
す
れ
ば
、
そ
の
性
を
全
う
し
た
と
い
え
る
。
桃
子
の
目
的
は
桃
樹

と
な
る
こ
と
に
あ
る
。
す
べ
て
の
生
物
は
そ
の
目
的
を
有
す
る
が
、
今
い
う
目
的

は
、
こ
こ
に
云
う
所
よ
り
も
一
層
進
ん
だ
意
味
で
の
目
的
で
あ
る
。

　

〔
人
類
の
目
的
〕

　

人
類
は
意
識
を
具
え
自
覚
を
も
つ
生
物
で
あ
る
。
有
自
覚
的
生

物
に
は
、
ま
た
そ
れ
に
特
殊
な
生
長
の
段
階
が
あ
る
。
自
覚
を
有
す
る
か
ら
、
到

ら
ん
と
す
る
生
長
の
段
階
を
予
想
し
得
る
。
一
個
人
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
人
類

と
し
て
生
長
の
段
階
を
も
つ
。
個
人
を
除
い
て
人
類
は
な
い
が
、
ま
た
人
類
全
躰

を
見
ず
に
個
人
を
解
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
類
は
一
団
躰
と
し
て
の
生
長
を
有

す
る
。
社
会
の
興
敗
〔
興
廃
〕、
邦
国
の
盛
衰
、
文
明
の
進
歩
、
一
言
で
い
え
ば

世
界
の
歴
史
は
人
類
生
長
の
歴
史
で
あ
る
。

　

〔
目
的
の
予
想
と
進
歩
発
達
〕

　

わ
れ
わ
れ
が
如
何
に
生
長
し
よ
う
と
す
る
か
は
生

長
後
で
な
け
れ
ば
完
全
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
少
し
も
将
来
を
思
い

浮
べ
ず
に
、
た
だ
自
然
に
生
長
し
て
い
く
者
で
は
な
い
。
未
だ
到
達
し
な
い
段
階

を
予
想
し
て
、
こ
れ
に
向
つ
て
進
も
う
と
と
す
る
。
こ
の
臆
測
予
想
が
生
長
進
歩

の
一
動
力
と
な
る
。
こ
こ
に
無
意
識
・
無
自
覚
の
生
物
と
異
な
る
所
が
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
も
自
然
界
の
一
物
に
外
な
ら
な
い
が
、
目
的
の
成
就
は
、
少
く
と
も
そ
の

幾
分
か
は
、
自
ら
の
臆
測
予
想
す
る
所
に
か
か
り
、
自
ら
自
分
の
運
命
を
作
る
。

　

〔
予
想
の
誤
謬
と
根
本
の
傾
向
〕

　

桃
の
種
子
を
土
中
に
下
す
と
、
あ
る
一
定
の
傾

向
を
以
て
生
長
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
他
か
ら
妨
碍
を
受
け
れ
ば
生
長
の
諸
段

階
を
経
ず
に
已
む
こ
と
も
あ
る
。
殊
に
わ
れ
わ
れ
自
覚
を
も
つ
生
物
の
生
長
は
、
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ま
さ
に
到
ろ
う
と
す
る
状
態
を
予
想
す
る
が
故
に
、
予
想
を
誤
り
本
来
の
目
的
の

存
し
な
い
方
に
向
つ
て
動
く
こ
と
が
あ
る
。
不
完
全
な
知
識
で
臆
測
し
誤
ま
る
こ

と
が
あ
る
が
、
根
本
の
傾
向
は
常
に
本
来
の
目
的
に
向
つ
て
進
み
つ
ヽ
あ
る
。

　

〔
理
想
と
良
心
の
発
生
〕

　

こ
の
よ
う
に
生
長
進
化
す
る
活
物
と
し
て
の
目
的
を
自

ら
予
想
す
る
こ
と
に
、
理
想

4

4

と
い
う
観
念
を
生
じ
る
。
本
来
の
目
的
を
予
想
し
得

る
ま
で
に
意
識
の
発
達
し
た
時
期
が
、
理
想
と
い
う
も
の
の
生
れ
出
る
時
期
、
又

そ
れ
と
共
に
良
心
4

4

の
発
生
し
た
時
期
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
は
人
類
発
生
の

当
初
に
於
い
て
は
未
発
達
だ
が
、
発
達
の
あ
る
時
期
に
於
い
て
そ
の
よ
う
な
程
度

に
達
し
た
に
相
違
な
い
。
た
だ
し
一
個
人
に
於
い
て
も
人
類
全
躰
に
於
い
て
も
、

そ
の
時
期
を
指
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
智
識
の
進
歩
が
、
よ
く
将
来
を
想
念

さ
せ
る
に
至
る
。
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
生
物
で
あ
り
う
る
の
は
、
本
来
の
目
的
を

臆
測
予
想
〔
＝
想
念
〕
す
る
性
能
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
禽
獣
草
木
と
雖
も
、
も

し
よ
く
そ
の
生
長
の
段
階
を
臆
測
予
想
し
、
そ
れ
を
目
途
と
し
て
生
長
す
れ
ば
、

彼
ら
も
ま
た
道
徳
的
生
物
た
り
う
る
し
、
ま
た
理
想
を
有
し
良
心
を
有
し
う
る
。

理
想
と
い
う
も
の
は
、
本
来
の
目
的
を
予
想
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
そ
れ
は
法

界
の
一
物
と
し
て
、
生
長
進
化
す
る
活
物
と
し
て
の
目
的
が
も
と
か
ら
具
わ
る
か

ら
、
こ
の
目
的
の
成
就
に
向
つ
て
進
み
ゆ
く
根
本
的
傾
向
、
又
衝
動
が
存
在
す
る

か
ら
で
あ
る
。
本
来
の
目
的
に
達
し
な
い
間
は
常
に
処
を
得
な
い
思
い
が
あ
り
、

あ
た
か
も
子
が
親
を
慕
い
尋
ね
て
未
だ
親
に
会
わ
な
い
如
き
思
い
が
あ
る
。
こ
の

思
い
に
発
し
来
る
の
が
、
理
想
に
向
か
っ
て
行
く
意
識
で
あ
る
。

　

〔
社
会
は
理
想
実
現
の
機
関
〕

　

社
会
の
す
べ
て
の
制
度
・
風
俗
・
慣
習
は
、
み
な

生
活
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
機
関
で
あ
る
。
家
族
制
度
・
諸
種
の
政
躰
・

社
会
の
階
級
・
風
俗
・
職
業
・
文
学
、
み
な
生
活
の
理
想
が
形
躰
を
取
っ
て
現
れ

た
も
の
と
云
え
る
。
制
度
・
風
俗
は
形
骸
、
理
想
は
そ
の
精
神
で
あ
る
。
制
度
・

風
俗
の
変
遷
は
ま
さ
し
く
理
想
の
変
遷
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
理
想
が
制
度
・
風
俗

に
其
形
を
取
っ
て
実
現
す
れ
ば
、
そ
の
理
想
の
変
化
し
な
い
間
は
、
そ
の
制
度
・

風
俗
は
最
高
の
権
威
を
有
す
る
。
そ
の
時
の
社
会
一
般
の
行
為
の
標
準
は
、
そ

の
制
度
・
風
俗
に
あ
る
。
そ
の
制
度
・
風
俗
よ
り
自
分
の
行
為
の
規
律
を
看
取
す

る
。
し
か
し
理
想
は
永
久
同
一
の
状
態
で
固
定
せ
ず
、
動
き
進
み
ゆ
く
か
ら
、
風

俗
・
慣
習
・
制
度
・
法
律
も
ま
た
変
遷
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
要
す
る
に
習
俗
制
度

の
変
遷
は
、
理
想
の
進
行
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律
習
慣
が
理
想
を
生
じ

た
の
で
は
な
く
て
、
理
想
が
形
躰
を
取
っ
て
法
律
習
慣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

〔
理
想
進
歩
の
由
因
〕

　

理
想
の
進
歩
は
、
わ
れ
わ
れ
に
本
来
の
目
的
に
向
か
っ
て

行
く
傾
動
が
あ
り
、
生
長
す
る
有
自
覚
的
活
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
故
に
一
旦

其
形
を
制
度
・
法
律
・
慣
習
に
取
っ
て
最
高
の
権
威
を
有
し
た
理
想
が
、
他
の
理

想
に
処
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
。
生
長
の
衝
動
（
本
来
の
目
的
に
向
う
傾

動
）
が
未
だ
そ
の
制
度
・
法
律
・
慣
習
に
於
い
て
自
ら
の
満
足
を
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
衝
動
の
不
満
足
、
こ
れ
が
理
想
の
改
造
、
従
っ
て
又
、
制
度
・
風
俗
・
法

律
の
改
造
を
促
す
所
以
で
あ
る
。
社
会
を
動
か
す
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
不
満
足

に
あ
る
。〔
但
し
不
満
足
の
発
生
原
因
を
土
台
に
ま
で
は
遡
源
し
な
い
が
、
弁
証
法
的
思
考
を

示
し
て
い
る―

引
用
者
〕
。
傾
動
の
最
も
満
足
を
覚
え
る
途
を
探
っ
て
進
み
ゆ
く
。

そ
の
経
過
し
た
処
を
起
点
と
し
、
そ
れ
を
踏
み
段
と
す
る
。
新
理
想
は
旧
理
想
に

根
ざ
し
て
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
旧
理
想
を
破
壊
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
己
れ

の
中
に
成
就
せ
し
め
る
〔
雑
誌

115
頁
、
全
集

141
頁
〕。

　

〔
理
想
と
物
質
的
法
則
と
の
類
似
〕

　

理
想
を
立
て
て
わ
れ
わ
れ
の
生
活
を
統
御
す
る

の
は
、「
臆
説
（
法
則
）」
を
立
て
て
物
質
的
現
象
を
其
中
に
包
合
統
括
す
る
の
に

似
て
い
る
。
例
え
ば
原
因
結
果
の
法
則
は
物
質
界
の
出
来
事
を
其
中
に
統
括
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
々
の
出
来
事
に
接
し
て
、
こ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
そ
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れ
ら
を
統
合
す
る
臆
説
を
思
い
設
け
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
故
に
因
果
律
は
わ

れ
わ
れ
の
実
現
し
た
個
々
の
出
来
事
を
踏
み
台
と
す
る
が
、
そ
れ
を
超
越
し
た
も

の
で
あ
る
。
因
果
律
は
実
現
さ
れ
た
個
々
の
出
来
事
に
は
全
く
は
含
ま
れ
ず
、
わ

れ
わ
れ
自
ら
附
加
し
た
部
分
を
有
し
、
わ
れ
わ
れ
の
実
現
し
え
ぬ
出
来
事
迄
を
も

網
羅
す
る
。
そ
の
規
律
が
果
し
て
実
在
界
の
真
相
と
相
合
す
る
か
否
か
は
、
実
際

そ
の
規
律
を
諸
般
の
出
来
事
に
応
用
し
て
い
き
、
益
々
満
足
に
説
明
で
き
、
そ
れ

に
反
す
る
出
来
事
に
遭
遇
せ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
そ
れ
故
そ
の
規
律

の
証
明
は
完
了
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
「
姑
く
使
用
す
る
臆
説
」
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
理
想
も
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
現
実
の
状
態
を
起
点
と
し
、

し
か
も
そ
れ
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
想
の
完
・
不
完
は
そ
れ
が
果
し

て
吾
人
の
成
長
の
衝
動
（
即
ち
本
来
の
目
的
に
向
う
傾
動
）
が
永
く
満
足
す
る
か

ど
う
か
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
。
故
に
理
想
は
実
在
を
踏
み
段
と
な
さ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
ま
た
全
く
実
在
に
含
ま
れ
て
居
る
わ
け
で
な
く
、
そ
の
上
に
出
る
所
が

あ
る
。
あ
た
か
も
因
果
律
に
は
実
現
す
る
所
の
上
に
吾
人
の
付
加
し
た
部
分
が
含

ま
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
理
想
の
理
想
た
る
所
で
あ
り
、
実
在
の
進

行
す
べ
き
標
的
、
そ
の
改
造
さ
れ
る
べ
き
方
向
の
指
針
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
も
亦
し
ば
ら
く
生
活
を
統
御
す
る
為
に
、
成
長
進
化
す
る
為
に
使
用
す
る
規

律
で
あ
り
、
こ
れ
を
使
用
し
て
よ
い
か
否
か
は
、
実
際
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
満
足
に
生
活
し
得
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
す
る
他
な
い
。
一
理
想
の
永
遠

に
吾
人
を
満
足
せ
し
め
ず
、
生
活
の
理
想
改
造
を
要
す
る
の
は
、
あ
た
か
も
観
察

の
範
囲
が
広
く
な
る
の
に
従
い
、
不
完
全
な
臆
説
を
改
造
す
る
必
要
が
あ
る
の
と

同
じ
で
あ
る
。
理
想
は
吾
人
の
生
長
進
化
す
る
為
に
使
用
す
る
臆
説
で
あ
る
。

　

〔
両
者
の
差
異
〕

　

〔（
一
）
理
想
の
不
断
の
改
造
〕

　

理
想
は
物
理
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
臆
説
〔
仮

説
〕
と
大
し
て
異
な
ら
な
い
。
物
理
の
臆
説
を
改
造
す
る
必
要
は
観
察
の
範
囲
が

広
ま
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
臆
説
に
よ
り
説
明
す
べ
き
客
観
的
事
実
の

変
更
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
生
活
の
理
想
を
以
て
指
揮
す
べ
き
わ
れ

わ
れ
自
ら
は
生
長
進
化
し
て
行
く
。
わ
れ
わ
れ
の
自
然
の
傾
向
は
吾
人
を
永
く
同

一
段
階
に
だ
け
お
か
ず
、
生
長
の
衝
動
が
そ
の
段
階
の
理
想
に
対
し
て
不
満
足
を

覚
え
る
故
に
、
以
前
に
は
不
完
全
と
も
思
わ
な
か
っ
た
理
想
に
対
し
て
も
改
造
の

必
要
を
感
じ
て
来
る
。
理
想
は
実
在
を
改
造
す
べ
き
も
の
、
し
か
し
実
在
を
改
造

し
て
そ
の
変
更
を
来
た
す
こ
と
に
於
て
既
に
理
想
み
づ
か
ら
の
改
造
を
促
す
方
に

一
歩
を
進
め
つ
ヽ
あ
る
と
云
え
る
。
一
つ
の
理
想
が
実
現
さ
れ
る
と
、
そ
の
こ
と

が
そ
の
理
想
を
し
て
最
早
不
満
足
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
く
。

　

〔（
二
）
理
想
の
実
在
変
更
力
〕

　

生
活
の
理
想
は
今
云
う
点
に
関
す
る
限
り
は
物
理

の
臆
説
と
同
じ
で
あ
る
。
星
躰
の
運
行
に
関
す
る
臆
説
が
い
か
に
変
更
し
て
も
、

そ
の
運
行
に
は
差
響
を
生
じ
な
い
。
然
る
に
生
活
の
理
想
の
方
は
、
吾
人
の
現
実

の
状
態
を
変
更
す
る
力
を
有
し
、
ま
た
変
更
す
べ
き
為
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

実
在
の
変
更
が
理
想
の
変
更
を
促
す
と
共
に
、
理
想
が
又
実
在
を
変
更
せ
し
め

る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
変
遷
が
理
想
の
改
造
を
促
し
、
改
造
さ
れ
た
理
想
が
更
に

わ
れ
わ
れ
の
実
在
を
変
遷
せ
し
め
る
。
こ
れ
が
理
想
の
理
想
た
る
所
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
物
理
的
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
臆
説
〔
仮
説
〕
と
異
る
主
要
な
点
で
あ

る
。

　

〔
理
想
と
良
心
の
諸
作
用
〕

　

こ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
理
想
は
わ
が
本
来
の
目
的
に

向
っ
て
生
長
し
て
い
く
「
性
具
の
生
長
の
衝
動
」
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
理
想
に
向
う
の
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の
傾
動
を
満
足
せ
し
め
る
道
で
あ

る
。
一
つ
の
理
想
は
永
遠
に
保
持
さ
れ
る
も
の
で
な
く
改
造
を
要
す
る
が
、
そ
の

理
想
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
一
種
の
衝
動
傾
向
を
覚
え
る
の
は
、
そ
の
理
想
が
本
来
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（
七

）

の
目
的
に
対
す
る
生
長
の
衝
動
傾
向
を
根
拠
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
の
思
い
浮
べ
る
一
種
特
別
の
想
念
に
対
し
て
、
心
中
に
一
種
特
別
の

衝
動
を
覚
え
る
の
は
、
即
ち
そ
の
想
念
が
想
像
で
は
な
く
理
想
で
あ
る
の
は
、
そ

の
想
念
が
も
と
、
わ
れ
わ
れ
性
具
の
生
長
の
衝
動
に
根
ざ
す
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
わ
れ
わ
れ
が
理
想
と
す
る
所
に
対
し
て
覚
え
る
一
種
特
別
の
衝
動
が
、

「
義
務
の
衝
動

4

4

4

4

4

」、
ベ
シ
4

4

と
云
い
、
ベ
カ
ラ
ズ
と
云
い
、
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
と
云
う
意
識

で
あ
る
。
故
に
こ
の
意
識
の
起
源
は
わ
が
本
来
の
目
的
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
性

具
の
傾
向
衝
動
に
あ
る
と
云
え
る
。
そ
の
性
具
の
衝
動
に
も
と
づ
く
理
想
の
実
現

を
妨
碍
す
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
衝
動
に
向
か
っ
て
障
礙
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
「
良
心
の
不
安

4

4

4

4

4

、
良
心
の
咎
め

4

4

4

4

4

」
と
云
う
意
識
の
起
こ
る
所
以
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
理
想
と
す
る
所
、
生
長
の
一
段
階
に
於
い
て
吾
人
本

来
の
目
的
と
す
る
所
に
、
一
致
ま
た
は
背
違
す
る
こ
と
に
、
か
の
「
善
悪
の
判

0

0

0

0

別0

」
を
生
じ
る
。
吾
人
の
生
活
の
理
想
と
す
る
所
と
一
致
も
し
く
は
背
違
す
る
も

の
に
、
吾
人
の
感
性
の
点
を
以
て
接
す
れ
ば
「
善
悪
の
感
別

0

0

0

0

0

（
即
ち
善
悪
に
特
殊

な
る
快
不
快
の
心
識
）」
を
生
じ
、
知
性
の
点
を
以
て
接
す
れ
ば
「
善
悪
の
識
別

0

0

0

0

0

」

を
生
じ
る
。
故
に
あ
る
事
柄
を
善
又
は
悪
と
覚
え
る
の
は
、
こ
れ
を
吾
人
の
本
来

の
目
的
に
合
し
、
又
は
反
す
る
も
の
と
見
た
意
識
で
あ
る
。
善
悪
の
心
識
に
含
ま

れ
る
快
感

0

0

・
不
快
感

0

0

0

は
、
吾
人
の
本
来
の
目
的
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
生
長
の
衝

動
に
、
あ
る
事
柄
の
合
す
る
、
又
は
合
し
な
い
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
合
す

る
は
快
感
、
合
し
な
い
の
は
不
快
感
を
生
じ
る
。
義
務
を
果
し
た
意
識
に
お
け
る

快
感

0

0

（
即
ち
良
心
の
平
安
）
は
右
に
い
う
本
来
の
目
的
に
向
い
行
く
衝
動
の
満
足

を
得
る
こ
と
か
ら
生
じ
、
義
務
を
果
さ
れ
な
い
不
快
感

0

0

0

（
良
心
の
不
安
）
は
そ
の

衝
動
の
満
足
を
得
な
い
、
即
ち
障
碍
を
受
け
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
。

　

〔
理
想
の
自
覚
の
徐
々
開
発
〕

　

吾
人
の
本
来
の
目
的
は
決
し
て
夢
幻
の
妄
想
で
な

い
と
し
て
も
、
既
に
こ
れ
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
又
そ
れ
は
神
託

の
よ
う
に
天
上
よ
り
突
然
降
り
来
た
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
世
界
、
こ
の
生
物

界
、
こ
の
人
間
社
会
に
於
い
て
、
種
々
の
経
験
や
境
遇
に
接
し
て
、
人
類
の
進
化

を
経
過
す
る
間
に
、
眠
り
よ
り
覚
め
よ
う
と
す
る
者
の
よ
う
に
、
次
第
に
吾
人
の

意
識
に
発
現
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
は
こ
の
世
界
の
境
遇
と
相
離
れ
て

生
ず
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
生
の
種
々
の
経
験
に
教
え
ら
れ
幾
多
の
過
誤
失

敗
を
も
為
す
な
か
で
漸
次
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
る
。〔
こ
こ
で
改
稿
部
分
が
終
わ
り
、

次
行
か
ら
生
原
稿
が
復
活
す
る
〕

◆
右
の
〔
b
〕
部
分
に
つ
い
て
、
編
者
が
『
全
集
』
に
つ
け
た
小
見
出
し
を

列
記
す
る
と
、
万
物
有
目
的
、
生
物
の
目
的
、
人
類
の
目
的
、
目
的
の
予

想
と
進
歩
、
理
想
と
良
心
の
発
生
、
社
会
＝
理
想
実
現
機
関
、
理
想
進
歩

の
因
由
、
理
想
と
物
質
法
則
、
両
者
の
差
異
・
理
想
の
改
造
、
理
想
と
良

心
、
理
想
の
自
覚
開
発
な
ど
の
項
目
で
あ
る
。

『
全
集
』
で
削
除
さ
れ
た
〔
a
〕
の
方
で
は
自
然
の
構
造
に
具
わ
っ
た

「
人
間
の
目
的
」
か
ら
、
た
だ
ち
に
理
想
観
念
へ
、
そ
し
て
義
務
意
識
、

善
悪
の
判
別
へ
と
進
ん
で
い
る
の
に
対
し
て
、『
六
合
雑
誌
』
で
詳
説
し

た
〔
b
〕
で
は
、
右
の
小
見
出
し
に
見
る
よ
う
に
、
万
物
有
目
的
、
生
物

の
目
的
な
ど
を
経
由
し
て
人
類
の
目
的
へ
至
り
、
理
想
、
良
心
へ
と
進
ん

で
行
く
。

〔
b
〕
を
採
用
し
た
『
全
集
』
の
編
集
方
針
は
支
持
さ
れ
よ
う
が
、
そ

の
説
明
が
全
く
な
い
の
は
困
る
（
前
章
で
も
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
方
の
「
語
句
」

を
採
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
説
明
も
全
く
な
い
）
。
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（
八

）

　

こ
こ
で
〔
a
〕
と
〔
b
〕
と
の
主
な
相
違
点
は
、
生
原
稿
の
キ
イ
概
念
で
あ
る

「
本
真
の
性
」
が
消
え
て
、
進
化
、
進
歩
、
と
く
に
理
想
の
進
歩
と
か
理
想
の
改

造
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
差
異
を
質
的
に
異
な
る
も
の
と

み
れ
ば
、
論
旨
の
全
面
変
更
、
思
想
の
変
化
と
な
る
が
、
そ
こ
ま
で
は
云
え
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

117
丁
（

148
頁
）
以
下
、
生
原
稿
に
も
ど
っ
た
所
で
、―

『
全
集
』の
小
出
し
に
、

「
予
輩
の
考
説
と
純
理
哲
学
上
の
仮
説
」
と
記
し
た
箇
所
で―

人
間
本
来
の
目

的
と
か
法
界
の
自
然
の
構
造
と
い
っ
て
も
、
神
の
存
在
を
仮
定
し
た
有
神
論
に
立

つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
改
稿
で
、
も
と
の
原
稿
に
あ
っ
た
「
本
真

の
性
」
概
念
が
消
え
た
の
は
、
そ
れ
と
整
合
さ
せ
る
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

二
　

大
西
自
説
と
純
理
哲
学
（
上
の
仮
定
）

　

〔
私
の
考
説
と
純
理
哲
学
上
の
仮
定
〕

　

い
ま
論
述
し
た
所
は
既
に
純
理
哲
学
的
な
仮

定
を
為
し
た
上
で
の
話
で
あ
っ
て
、
た
し
か
な
経
験
を
超
え
て
想
像
の
境
に
入
っ

た
も
の
で
あ
り
、
ひ
そ
か
に
有
神
論
を
仮
定
し
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
有
神
論
を
仮
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。「
人
間

本
来
の
目
的
」
と
云
い
、
こ
の
「
法
界
の
自
然
の
構
造
」
と
云
う
の
も
、
必
ず
し

も
有
心
有
意
の
神
の
存
在
（
有
神
論
）
を
仮
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
此
法

界
の
成
り
立
ち
、
ま
た
転
変
が
全
く
無
闇
に
生
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
其
中

に
は
目
的
が
存
す
る
と
い
う
仮
定
を
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
目
的
は
必
ず
し
も
人
間
の
有
す
る
よ
う
な
意
識
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

要
せ
ず
、
又
そ
の
目
的
に
進
み
行
く
者
は
人
間
の
よ
う
な
有
心
有
意
の
も
の
の
み

と
云
う
こ
と
を
要
し
な
い
。
ま
た
こ
の
法
界
全
躰

0

0

0

0

の
進
行
に
一
つ
の
目
的
あ
り
と

と
い
う
事
を
仮
定
す
る
に
も
及
ば
ず
、
た
だ
こ
の
法
界
の
中
に
現
れ
た
個
々
の
も

0

0

0

0

の0

は
、
あ
る
有
様
に
至
る
べ
き
為
に
現
れ
た
と
い
う
事
を
仮
定
す
る
の
み
で
あ

る
。
此
全
法
界
そ
の
物
が
一
大
目
的
を
有
す
る
か
否
か
、
そ
の
よ
う
な
事
を
知
り

得
る
か
否
か
、
こ
れ
ら
は
純
理
哲
学
上
の
大
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
論
ず
る
必

要
は
な
い
。
こ
の
法
界
の
中
に
現
わ
れ
る
個
々
の
も
の
が
、
そ
の
存
在
の
目
的
を

有
す
る
か
否
か
と
、
こ
の
法
界
の
全
躰
、
即
ち
絶
対
者
が
そ
の
存
在
の
目
的
を
有

す
る
か
否
か
と
の
問
い
は
、
決
し
て
同
一
義
の
も
の
で
な
い
事
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。

　

こ
の
考
説
に
と
っ
て
必
要
な
仮
定
は
、
人
間
の
よ
う
な
こ
の
法
界
の
個
々
の
部

分
を
成
す
者
は
そ
の
存
在
を
取
り
ま
く
種
々
の
関
係
の
中
に
於
て
、
そ
の
存
在
の

目
的
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
人
間

0

0

に
於
て
は
そ
の
本
来
の
目
的
が
有0

心
識
0

0

〔―

的0

〕
に
現
れ
来
り
、
又
是こ

ヽ

に
於
て
道
徳
と
か
、
良
心
と
か
い
う
現

象
を
生
じ
る
。
人
間
の
本
来
の
目
的
と
は
と
い
う
問
い
は
、
正
し
く
倫
理
学
の
大

問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
良
心
起
原
論
に
於
て
は
、
有
神
論
を
仮
定
し
て
い
な
い
。

固
よ
り
全
く
純
理
哲
学
的
の
仮
定
が
な
い
訳
で
は
な
い
。
即
ち
法
界
の
個
々
の
現

象
に
は
、
現
わ
れ
る
目
的
が
あ
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
事
を
仮
定
し
て
い
る
。
裏う

ら

か
え
し
て
云
え
ば
、
た
だ
物
質
的
な
機メ

カ
ニ
ズ
ム

械
論
を
以
て
し
て
は
法
界
の
真
相
は
穿
ち

得
な
い
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
。
こ
の
純
理
哲
学
的
の
仮
定
は
、
そ
れ
を

論
証
し
得
る
か
、
カ
ン
ト
の
語
を
借
り
れ
ば
、
道
徳
的
意
識
の
存
在
を
解
す
る
為

に
是
非
と
も
な
く
て
な
ら
ぬ
も
の
、
即
ち
そ
の
意
識
の
ポ
ス
ト
ラ
ー
ト
〔
要
請
〕

と
見
る
よ
り
外
に
そ
れ
を
断
定
す
る
道
は
な
い
か
、
こ
れ
ま
た
純
理
哲
学
、
も
し

く
は
倫
理
学
の
本
領
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
論
及
し
な
く
て
よ
い
。

▲
↓

＊
『
六
合
雑
誌
』
で
は
左
の
文
の
如
く
述
べ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

《
故
に
此
の
点
に
於
て
は
予
輩
の
論
は
未
だ
全
か
ら
ず
と
雖
も
、
但
だ
予
輩
の
見
る
所
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を
告
白
す
れ
ば
、
理
想
の
根
拠
、
随
っ
て
又
良
心
の
起
原
を
論
し
て
其
究
極
の
処
に
至

れ
ば
必
ず
如
何
か
の
純
理
哲
学
的
境
界
に
入
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
こ
と
と
考
ふ
、
如
何
か

の
純
理
哲
学
上
の
思
想
を
許
容
せ
ず
ば
理
想
若
し
く
は
良
心
若
し
く
は
道
徳
な
る
も

の
ヽ
窮
極
の
意
味
は
会
得
し
難
し
と
考
ふ
。》

↓
▲
こ
の
良
心
起
原
論
の
攷
究
を
始
め
る
に
は
、
先
づ
吾
人
の
普
通
の
意
識
に
含

ま
れ
た
も
の
を
求
め
る
こ
と
を
第
一
歩
と
し
、
経
験
を
以
て
攷
究
の
起
点
と
し
た

が
、
そ
の
意
識
に
含
ま
れ
た
事
相
の
存
在
を
理
解
す
る
に
は
、
是
非
と
も
純
理
哲

学
的
思
想
を
借
り
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
純
理
哲
学
的
の
思
想
を
許
容
し

な
い
で
は
、
良
心
と
い
う
意
識
の
《
起
源
》
は
説
明
し
得
な
い
と
信
じ
る
。

　

〔
こ
の
考
説
の
意
味
〕

　

今
ま
で
述
べ
て
き
た
考
説
は
如
何
な
る
意
味
で

0

0

0

0

0

0

0

良
心
の
起

原
を
説
明
す
る
も
の
と
い
え
る
か
。

　

自
分
の
考
説
は
、
良
心
と
い
う
意
識
の
存
在
の
根
元
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
起
原
を
説
明
し
得
る
と
し
た
。
即
ち
道
徳
上
あ
る
事
を
為
す
ベ
シ
・
為

す
ベ
カ
ラ
ズ
、
善
な
り
・
悪
な
り
と
い
う
意
識
を
分
析
し
て
、
他
の
な
お
単
一
な

意
識
に
帰
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
識
の
生
起
す
る
根
本
を
指
摘
し
た
も
の
に

外
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
吾
人
の
本
来
の
目
的
に
対
し
て
吾
人
の
有
す
る
関
係
が
、

わ
が
意
識
に
現
れ
て
、
わ
が
生
活
行
為
の
理
想
と
い
う
一
種
の
観
念
を
生
じ
、
そ

こ
に
「
良
心
」
と
い
う
作
用
を
発
起
し
来
る
と
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

〔
ダ
ー
ウ
イ
ン
の
考
説
と
の
差
〕

　

（
120
丁
、

152
頁
）
私
の
説
の
要
点
は
、
ダ
ー
ウ
イ
ン

説
と
異
る
所
な
し
と
思
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
甚
だ
明
瞭
な
差
が
あ
る
。
吾
人
の

性
の
傾
向
、
も
し
く
は
衝
動
を
説
く
所
に
於
て
は
、
両
者
や
や
似
た
点
が
あ
る
に

せ
よ
、
そ
の
傾
向
は
、
わ
れ
わ
れ
の
仮
有
の
性
が
其
本
真
の
性
に
復
る
〔
↓
↓
吾

人
の
現
実
の
有
様
が
其
本
来
の
目
的
に
向
か
い
行
く
〕
傾
動
だ
と
い
う
よ
う
な
哲

学
的
思
想
は
彼
の
決
し
て
許
容
し
な
い
所
で
あ
ろ
う
。
彼
の
考
説
は
生
物
学
上
か

ら
良
心
の
起
原
を
説
明
し
た
試
み
で
あ
る
が
、
私
が
主
張
す
る
所
は
必
ず
多
少
、

純
理
哲
学
的
の
境
界
に
踏
み
入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

〔
良
心
作
用
に
於
け
る
混
合
物
〕

　

本
真
の
性
〔
↓
↓
本
来
の
目
的
〕
と
い
う
も
の

は
夢
幻
の
妄
想
で
は
な
い
。
そ
れ
は
法
界
（
＝
宇
宙
）
の
自
然
の
構
造
に
於
て
そ

の
存
在
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
世
界
に
生
活
す
る
個
々
人
は
未

だ
そ
れ
に
到
達
せ
ず
、
こ
れ
を
実
現
し
て
い
な
い
。
生
原
稿
（
＝
A
）
で
は
、「
吾

人
の
本
真
の
性
〔
＝
本
来
の
目
的
〕
が
吾
人
個
々
人
に
対
す
る
関
係
は
、
プ
ラ
ト

ン
の
「
イ
デ
ア
」
が
そ
の
不
完
全
な
代
表
者
、
即
ち
個
々
の
差
別
の
物
に
対
す
る

関
係
の
如
く
で
あ
り
、
人
間
に
豫
め
定
ま
っ
た
目
的
は
、
法
界
の
真
実
躰
よ
り
見

れ
ば
最
も
真
実
な
る
も
の
、
実
有
な
る
も
の
に
相
違
な
い
が
、
個
々
の
人
と
な
っ

て
生
ま
れ
来
る
銘
々
に
と
っ
て
は
未
だ
実
在
と
な
っ
て
現
存
せ
ず
、
た
だ
理
想
と

し
て
現
し
居
る
」
と
記
さ
れ
、
そ
れ
に
続
き
「（
今
茲
に
法
界
の
真
実
体
な
る
語

を
掲
げ
し
が
、
之
に
就
い
て
は
猶
ほ
深
く
は
茲
に
論
し
入
ら
ざ
る
べ
し
、
蓋
し
こ

は
寧
ろ
純
理
哲
学
の
本
領
に
譲
る
べ
き
も
の
な
れ
バ
な
り
）」（
122
丁
）
と
あ
り
、

全
集
版
で
は
更
に
「
故
に
予
が
此
一
段
の
陳
述
は
不
十
分
な
ら
ざ
る
を
得
ず
」

（
153
頁
）
と
付
け
加
え
て
い
る
。「
本
真
の
性
」（
A
）
は
、「
本
来
の
目
的
」（
C
）

に
変
え
ら
れ
て
い
る
所
が
多
い
。

　

さ
て
、
本
来
の
目
的
は
決
し
て
夢
幻
の
妄
想
で
は
な
い
に
し
て
も
、
神
託
の
如

く
に
妙
に
天
上
よ
り
突
然
吾
人
に
顕
は
れ
来
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
世
界
、
生

物
界
、
人
間
社
会
に
於
て
種
々
の
経
験
を
積
み
人
類
の
進
化
を
経
過
す
る
間
に
次

第
に
吾
人
の
意
識
に
発
現
し
来
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
眠
よ
り
覚
め
つ
つ

漠
然
た
る
面お

も

影か
げ

を
見
る
者
に
過
ぎ
ず
、
本
来
の
目
的
に
対
す
る
知
識
に
は
時
と
所

と
に
よ
り
て
多
少
の
差
異
が
あ
り
、
良
心
の
作
用
の
目
的
物
〔
↓
↓
対
境
〕（
換

言
せ
バ
為
す
可
し
・
為
す
可
ら
ず
、
善
な
り
悪
な
り
と
云
わ
れ
る
事
柄
）
が
時
と
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処
と
に
よ
っ
て
相
異
る
所
が
多
い
。
ま
た
良
心
作
用
の
目
的
物
は
人
生
の
種
々
の

経
験
の
中
で
変
遷
し
て
行
く
か
ら
他
の
心
的
作
用
も
附
随
し
て
い
る
。
例
え
ば
外

界
の
強
迫
に
遭
い
強
者
の
刑
罰
を
怖
れ
た
経
験
が
純
粋
な
良
心
の
作
用
と
相
雑
り

発
現
す
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
混
合
物
を
見
て
良
心
作
用
の
本
領
に
属
す
る
も
の

と
思
い
過
り
易
い
。
こ
の
章
の
初
め
に
批
判
し
た
良
心
起
原
説
は
こ
の
過
に
陥
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
全
く
別
々
で
は
な
く
、
多
少
似
た
処
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
。

　

〔
言
語
学
上
の
説
に
つ
い
て
〕

　

近
来
、
言
語
学
の
攷
究
が
大
い
進
歩
し
、
倫
理
道

徳
の
思
想
を
表
わ
す
言
辞
は
も
と
、
み
な
道
徳
的
な
意
味
を
含
ま
な
い
言
辞
よ
り

来
た
も
の
で
、
後
に
発
生
し
た
道
徳
的
の
観
念
に
比
喩
的
に
応
用
し
た
も
の
で
、

そ
の
観
念
が
単
に
変
化
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
証
明
で
き
な

い
。
後
に
生
じ
た
観
念
は
全
く
新
し
い
要
素
を
含
む
場
合
に
も
、
そ
れ
に
附
す
る

名
称
は
従
来
使
用
し
た
言
語
の
中
よ
り
撰
ん
で
、
比
喩
的
に
応
用
す
る
か
ら
で
あ

る
。
思
想
と
言
語
と
の
相
互
の
関
係
は
極
め
て
密
接
で
あ
る
が
、
思
想
が
生
じ
て

後
に
そ
れ
を
表
わ
す
言
語
の
必
要
を
感
じ
る
か
ら
、
在
来
の
言
辞
を
そ
の
ま
ま
新

し
い
意
味
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。

　

〔
病
的
心
状
に
就
い
て
〕

　

瘋
癲
白
痴
の
有
様
に
陥
る
者
が
概
ね
先
づ
第
一
に
失
う

の
は
道
徳
的
・
宗
教
的
意
識
で
あ
る
と
の
事
実
も
私
の
考
説
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
。
吾
人
の
精
神
が
最
初
に
潰
壊
す
る
心
的
作
用
は
最
も
高
等
・
複
雑
、
ま
た

後
に
生
起
発
達
し
た
も
の
で
、
本
真
の
性
〔
↓
↓
本
来
の
目
的
〕
を
理
想
と
し
て

意
識
す
る
心
的
作
用
は
意
識
の
発
達
の
最
後
に
現
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

〔
良
心
の
作
用
を
神
命
に
帰
す
る
要
な
し
〕

　

良
心
の
作
用
を
、
天
帝
〔
造
物
主
〕
が

人
間
の
心
に
鏤
り
つ
け
た
命
令
だ
と
は
思
わ
な
い
し
、
良
心
の
働
き
に
義
務
観
念

が
あ
る
か
ら
、
必
ず
人
間
が
相
対
し
て
義
務
を
負
う
べ
き
人
間
以
上
の
有
心
有
意

の
大
能
者
（
有
神
論
の
神
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
は
思
わ
な
い
。
だ
か
ら
と

い
っ
て
良
心
は
風
俗
習
慣
の
結
果
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
と
共
に
流
転
し
行
く
も
の
に

外
な
ら
な
い
と
も
思
わ
な
い
。
良
心
は
そ
の
個
々
の
作
用
に
於
て
は
変
化
し
行
く

も
の
に
相
違
な
い
が
、
良
心
の
根
本
の
原
由
は
人
間
に
対
し
て
法
界
の
構
造
に
於

て
一
定
の
大
目
的
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
向
っ
て
吾
人
の
進
も
う
と
す
る
（
＝
本
真

の
性
を
完
う
せ
ん
と
す
る
）
所
に
あ
る
か
ら
、
良
心
の
根
元
は
法
界
の
成
り
立
ち

に
於
て
真
実
な
る
も
の
、
ま
た
人
間
に
と
っ
て
最
も
高
貴
な
「
本
来
の
目
的
＝
本

真
の
性
」
に
根
拠
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

〔
良
心
の
裏
面
的
性
質
〕

　

第
一
章
〔
↓
↓
前
論
〕
に
於
て
述
べ
た
所
は
表
面
的
な

性
質
で
あ
っ
た
が
、
今
こ
こ
に
本
真
の
性
、
本
来
の
目
的
に
対
し
て
有
す
る
関
係

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
良
心
意
識
の
生
じ
た
こ
と
を
知
っ
て
始
め
て
、
そ
の
意
識
の

裏
面
的
性
質
を
認
め
得
た
と
考
え
る
。
裏
面
の
性
質
が
隠
微
根
本
の
性
質
な
の
で

あ
る
。

　

〔
良
心
発
達
の
意
義
〕

　

今
や
良
心
は
如
何
な
る
意
味
で
進
化
発
達
す
る
か
が
明
ら

か
と
な
る
。
①
わ
が
本
真
の
性
〔
↓
↓
本
来
の
目
的
〕
を
見
る
こ
と
の
正
し
く
な

る
に
従
い
、
良
心
の
為
す
べ
し
と
命
じ
、
善
悪
の
断
判
も
正
し
く
な
る
。
良
心
作

用
の
目
的
物
の
正
し
く
な
る
こ
と
に
進
歩
発
達
が
あ
る
。
本
真
の
性
を
見
る
範
囲

の
広
く
な
る
に
従
い
、
良
心
の
範
囲
も
ま
た
広
く
な
る
。
未
だ
良
心
作
用
の
反
応

し
な
い
事
柄
に
も
反
応
す
る
に
至
り
、
こ
れ
ま
た
発
達
の
一
部
分
で
あ
る
。
②
良

心
の
反
応
の
微
弱
な
有
様
が
次
第
に
強
く
明
か
に
な
る
。
意
識
に
現
わ
れ
る
本
真

の
性
が
明
か
に
な
る
に
従
い
、
そ
れ
に
対
し
て
発
す
る
傾
動
の
意
識
も
ま
た
明
か

に
な
り
、
こ
れ
ら
を
合
括
し
て
「
良
心
の
発
達
」
と
云
う
。

　

〔
義
務
の
念
は
終
に
消
滅
す
る
こ
と
が
あ
る
か
〕

　

な
お
こ
の
考
説
の
結
果
と
し
て
、

義
務
の
感
覚
、
観
念
は
終
に
消
滅
す
べ
き
も
の
か
と
い
う
（
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
り
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喚
起
さ
れ
た
）
問
題
が
あ
る
。
人
間
の
本
眞
の
性
を
完
う
し
な
い
間
は
、
そ
の

性
に
向
っ
て
心
の
衝
動
が
止
ま
な
い
。
そ
の
間
は
義
務
の
意
識
の
消
滅
す
る
こ
と

は
な
い
と
信
じ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
事
柄
に
於
て
義
務
の
意
識
を
失
っ
て

も
、
他
の
事
柄
に
於
て
更
に
そ
の
意
識
を
発
覚
し
来
る
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
義
務
の
意
識
の
上
の
段
に
移
り
行
く
進
行
は
、
何
の
時
に
そ
の
終
局
に
達

し
て
遂
に
停
止
す
る
に
至
る
時
が
あ
る
べ
き
か
は
知
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
人
間

は
こ
の
消
滅
変
化
す
る
現
象
の
中
に
漂
泊
し
て
い
る
間
は
、
現
象
界
の
一
部
分
と

な
っ
て
地
上
に
生
息
す
る
間
は
、
永
く
理
想
と
実
際
と
の
対
比
を
脱
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
進
歩
の
目
的
は
そ
の
両
者
の
何
時
ま
で
も
相
対
峙
す
る
の
で
は

な
く
、
遂
に
融
合
合
一
す
る
に
あ
る
。
義
務
の
衝
動
が
そ
の
目
的
物
に
向
つ
て
何

時
ま
で
も
傾
向
す
る
の
で
な
く
、
最
早
そ
の
目
的
と
吾
人
の
実
際
の
情
態
と
が
一

致
和
合
し
て
、
無
上
の
満
足
を
得
た
有
様
に
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

〔
良
心
信
用
の
程
度
〕

　

次
に
は
、良
心
は
如
何
ほ
ど
信
用
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
。

良
心
の
個
々
の
作
用
は
不
完
全
な
も
の
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
を
信
用
す
る
こ
と

に
は
妨
げ
が
な
い
。
何
事
に
も
不
完
全
な
る
も
の
な
る
故
に
何
事
も
信
用
す
べ
か

ら
ず
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
吾
人
の
知
識
は
不
完
全
で
も
、
や
は
り
其

時
の
知
識
の
指
示
に
従
つ
て
行
う
よ
り
外
に
仕
方
な
い
。
こ
れ
が
人
間
の
よ
う
な

制
限
あ
る
者
の
免
れ
得
ぬ
約
束
で
あ
る
。
今
日
は
そ
れ
に
従
う
が
、
明
日
な
お
進

歩
し
た
知
見
を
以
て
行
う
準
備
と
な
る
。
人
生
の
理
想
に
関
す
る
知
識
は
甚
だ
不

完
全
な
故
に
何
を
善
な
り
悪
な
り
と
見
る
べ
き
か
判
断
に
惑
う
こ
と
が
少
く
な
い

が
、「
可
成
吾
人
の
理
性
を
明
ら
か
に
し
て
」（
132
丁
、

164
頁
）
、
人
生
の
理
想
を
発

見
す
る
に
若
く
は
な
い
。
理
想
の
発
見
に
向
つ
て
進
み
行
く
の
外
な
い
。

　

ま
た
良
心
の
働
き
は
実
は
既
に
他
の
方
角
に
向
か
っ
て
い
る
の
に
、
従
来
の
慣

習
の
結
果
の
痕
跡
を
心
に
留と

ど

め
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
新
知
見
が
明
か
に
な
る

に
従
い
、
そ
の
痕
跡
は
自
然
に
消
滅
し
去
る
。
ま
た
良
心
は
、
み
な
独
立
別
個
に

働
く
も
の
で
な
く
、
従
来
社
会
の
一
般
に
於
け
る
良
心
の
働
き
方
、
も
し
く
は
少

数
の
上
達
し
た
人
々
の
良
心
の
働
き
方
に
倣
う
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
も
良
心
の

働
き
の
な
い
処
か
ら
良
心
の
働
き
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
。
そ
の
良
心
は
外
界
の

強
迫
（
良
心
の
作
用
を
仮
定
し
な
い
制
裁
）
よ
り
生
じ
た
結
果
で
は
な
く
、
他
人

に
倣
っ
て
働
く
良
心
も
や
は
り
「
純
乎
た
る
良
心
」
で
あ
る
。

第
五
講
　

「
良
心
論
の
価
値
」
お
よ
び
「
附
録
」

―

第
三
章
〔
↓
↓
余
論
〕―

 

雑
誌
掲
載
な
し

倫
理
学
上
此
論
の
価
値 

134
丁
、

168
頁
以
下
。

　

良
心
の
起
原
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
倫
理
学
上
の
問

題
に
対
し
て
影
響
す
る
処
は
な
い
と
す
る
学
者
も
あ
る
と
云
っ
た
が
、
こ
の
点
は

既
に
私
の
見
解
を
推
量
で
き
る
と
信
じ
る
の
で
簡
単
に
論
じ
終
ろ
う
と
思
う
。

　

〔
道
徳
に
及
ぼ
す
良
心
起
源
説
の
影
響
〕

　

あ
る
こ
と
を
為
さ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
と
思
い
、

又
は
善
し
・
悪
し
と
覚
知
す
る
心
識
そ
れ
自
身
は
〔
A
を
訂
正
。
心
識
を
只
だ
現

在
の
心
識
と
し
て
は
、
そ
は
〕
そ
の
起
原
の
如
何
に
よ
っ
て
敢
て
変
更
す
る
も
の

で
は
な
い
。
義
務
を
尽
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
意
識
は
も
と
如
何
に
し
て
生
じ
た

に
せ
よ
、
今
は
や
は
り
ね
ば
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

と
い
う
意
識
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

意
識
が
存
在
す
る
に
は
当
然
の
理
由
・
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
、
又
そ
の
意
識
を

応
用
す
る
事
柄
（
目
的
物
）
の
如
何
に
つ
い
て
は
、
巨
大
の
差
響
が
あ
る
。
前
章

で
批
判
し
た
考
説
の
よ
う
に
、
良
心
の
作
用
を
外
界
の
強
迫
の
み
に
よ
り
生
じ
た

と
の
見
解
に
立
て
ば
、
外
界
の
強
迫
が
現
に
伴
わ
な
い
事
柄
に
対
し
て
良
心
の
作

用
を
覚
え
る
の
は
寧
ろ
迷
妄
と
い
わ
ざ
る
を
な
い
こ
と
に
な
る
。
故
に
今
迄
は
外
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界
の
強
迫
に
関
係
な
い
事
柄
を
も
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
な
ど
と
思
い
こ
ん
で
い
た
時
に

も
、
右
の
説
が
真
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
物
の
道
理
に
於
い
て
、
セ
ネ
バ

ナ
ラ
ヌ
・
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
、
善
な
り
・
悪
な
り
と
思
う
必
要
の
な
い
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
い
、
良
心
起
源
説
の
如
何
は
道
徳
上
の
知
見
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
。

　

〔
私
の
考
説
と
倫
理
界
の
羅
鍼
盤
〕

　

そ
れ
な
ら
ば
、
私
の
考
説
を
取
れ
ば
倫
理
の
大

本
、
善
悪
の
標
準
に
如
何
な
る
差
響
を
生
す
べ
き
か
、
良
心
の
起
源
を
説
明
し

て
、
法
界
の
構
造
に
具
わ
る
人
間
本
来
の
目
的
に
対
し
て
吾
人
の
有
す
る
関
係
に

「
良
心
」
と
い
う
意
識
が
生
じ
て
来
た
と
述
べ
た
。
こ
の
良
心
起
原
の
考
説
の
み

に
よ
っ
て
は
、
良
心
の
作
用
で
あ
る
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
正
善

0

0

と
い
う
意
識
の
目
的
物

の
何
た
る
か
は
未
だ
審
に
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
物
（
即
ち
正
善
と
い
う
も

の
）
は
人
間
の
本
真
の
性
、
本
来
の
目
的
を
完
う
す
る
た
め
に
求
め
る
べ
き
も
の

だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
知
了
し
得
ら
れ
た
。
本
真
の
性
、
本
来
の
目
的
と
い
う
語

は
、
固
よ
り
倫
理
の
大
本
、
善
悪
の
標
準
の
何
た
る
か
を
表
示
す
る
に
は
不
充
分

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
本
・
標
準
の
求
め
得
ら
れ
る
べ
き
方
角
を
知
っ
た
と

云
う
こ
と
は
で
き
る
。「
倫
理
界
に
お
け
る
羅
鍼
盤
」
を
得
た
よ
う
に
、
未
だ
そ

の
羅
鍼
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
如
何
な
る
も
の
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
と

に
か
く
そ
の
指
示
す
る
方
角
に
む
か
っ
て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

方
角
に
向
つ
て
研
究
し
、
倫
理
の
大
本
、
善
悪
の
標
準
の
何
た
る
か
を
審
に
す
る

の
は
、
こ
れ
こ
そ
倫
理
学
の
本
領
に
属
す
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
。

　

附
　

録

良
心
作
用
の
目
的
物
〔
↓
対
境
〕
た
る
動
機
、
意
趣
並
に
行
為

137
丁
、

171
頁
以
下
。『
六
合
雑
誌
』

196
号
・
明
治
30
年

＊
A
に
お
い
て
「
対
境
」
と
朱
筆
訂
正
さ
れ
、
以
下
同
じ
。

　

こ
の
附
録
で
論
じ
よ
う
と
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
如
何
な
る
動
作
が
良
心
作

用
の
目
的
物〔
＝
対
境
〕と
な
る
か
、
如
何
な
る
性
質
を
帯
び
た
動
作
に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
「
良
心
」
と
い
う
心
的
作
用
を
発
起
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
悪
意
な
し
に
過
ま
っ
て
人
を
害
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
そ
の
人

に
対
し
て
気
の
毒
に
思
い
、
自
分
の
行
為
を
見
て
そ
れ
が
人
に
苦
痛
を
与
え
た
こ

と
に
不
快
の
感
覚
を
催
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
先
方
に
対
し
、
ま
た

こ
ち
ら
の
動
作
に
対
し
て
催
す
感
覚
は
「
良
心
の
作
用
」
と
名
け
る
も
の
と
は
同

じ
で
な
い
。
先
方
の
為
に
悲
し
み
、
そ
の
人
の
為
に
成
る
べ
く
損
害
を
償
お
う
と

欲
し
て
も
、
自
分
を
責
め
咎
め
る
意
識
は
起
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
予
防
で
き
な

か
っ
た
落
度
を
悲
し
む
意
識
と
、「
シ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
」
と
知
り
な
が
ら
、
や
っ
て

し
ま
っ
た
時
の
意
識
と
は
混
同
す
べ
き
で
な
い
。
後
者
は
「
良
心
の
不
安
」
と
名

け
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
「
良
心
の
不
安
」
と
い
う
作
用
は
起
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
良
心
の
作
用
は
「
義
務
を
果
す
・
果
さ
ず
」
と
い
う
意
識
の
み

で
な
く
、「
善
悪
の
識
別
や
感
別
」
に
も
存
す
る
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
云
う
と
良

心
の
作
用
が
あ
る
と
云
え
る
か
ど
う
か
、
私
は
や
は
り
良
心
作
用
な
し
と
考
え

る
。
自
分
の
動
作
に
対
し
不
快
の
感
覚
が
あ
る
の
は
、
そ
の
動
作
が
他
人
の
苦
痛

の
原
因
と
な
っ
た
た
め
に
、
同
感
作
用
に
よ
っ
て
感
じ
る
不
快
の
感
覚
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
己
れ
自
身
の
悪
し
き
「
意
趣
」
を
悪
む
心
よ
り
す
る
不
快
の
感
覚
と

同
一
の
も
の
で
は
な
い
。
故
に
「
善
悪
の
褒
貶
」
は
「
意
趣
あ
る
作
動
」
に
対
し

て
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
計
ら
ず
も
起
こ
っ
た
動
作
の
結
果
に
対
し
て
発
す
る

も
の
で
は
な
い
。
即
ち
善
悪
の
識
別
・
感
別
の
面
よ
り
云
っ
て
も
、
こ
の
場
合
は

良
心
の
作
用
な
し
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
良
心
作
用
の
目
的
物
は
（
善
悪
の
識
別
・
感
別
の
辺
〔
＝
面
〕、

義
務
に
関
す
る
意
識
の
辺
よ
り
見
て
も
）、
無
意
趣
の
動
作
に
で
は
な
く
、
有
意
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趣
の
作
動
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
未
だ
有
意
趣
の
動
作
の
意
義

が
詳
か
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
客
観
の
辺
、
即
ち
外
界
に
現
れ
た
行
為
の
辺
よ
り

見
て
、
或
は
自
観
的
〔
↓
B
、
C
で
は
「
主
観
」〕
の
辺
、
即
ち
内
心
の
動
機
、

意
趣
の
辺
よ
り
見
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
辺
に
良
心
の
作
用
は
懸
る
か
、
有
意
趣
の

動
作
を
分
析
説
明
し
て
、
そ
の
良
心
作
用
の
目
的
と
な
る
辺
を
明
ら
か
に
し
よ

う
。

　

〔
有
意
趣
の
動
作
の
分
析
〕

　

先
づ
「
行
為
」
と
は
、
思
い
設
け
た
作
動
〔
＝
動
作
〕、

な
ら
び
に
そ
の
結
果
を
含
む
。
自
分
の
落
度
な
し
に
生
じ
た
結
果
に
対
し
て
は
、

良
心
は
是
非
の
判
断
を
下
さ
な
い
。
法
律
の
問
う
所
と
は
な
っ
て
も
道
徳
上
、
良

心
の
問
う
処
と
は
な
ら
な
い
。
動
作
の
結
果
の
思
い
設
け
た
も
の
を
為
す
心
構
え

を
「
意
趣

0

0

」
と
名
づ
け
る
。
又
そ
の
な
か
に
は
欲
し
好
ま
な
い
も
の
も
あ
る
。
多

人
数
を
救
う
為
に
止
む
を
得
ず
一
人
の
困
苦
を
見
棄
て
る
場
合
に
は
、
決
し
て
欲

し
好
み
た
事
柄
で
は
な
い
。
作
動
お
よ
び
其
結
果
の
う
ち
、
行
為
者
の
欲
し
好
ん

だ
も
の
が
、
そ
の
人
の
心
に
起
す
心
的
動
力
・
傾
向
を
、
そ
の
行
為
の
「
動
機
」

と
名
づ
け
る
。
無
意
識
的
な
、
全
く
制
禦
で
き
な
い
動
機
は
良
心
の
問
う
所
と
は

な
ら
な
い
。
動
機
に
意
識
・
無
意
識
の
別
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
に
し
て
、
そ
れ
と

良
心
の
作
用
と
の
関
係
を
説
明
し
よ
う
。

　

〔
動
機
の
意
識
と
無
意
識
〕

　

例
え
ば
途
行
く
一
人
の
婦
人
が
あ
っ
て
、
可あ

は

れ憐
な
小

児
が
路
傍
で
苦
悶
す
る
の
を
見
て
、
こ
れ
を
救
助
し
た
と
想
像
し
て
み
よ
う
。
そ

の
婦
人
を
動
か
し
た
動
機
は
一
つ
で
は
な
く
、
①
小
児
の
苦
痛
そ
れ
自
身
を
取
り

去
ろ
う
と
す
る
欲
求
と
、
②
小
児
の
苦
痛
を
見
て
同
感
し
て
小
児
の
苦
痛
を
取
り

去
ろ
う
と
す
る
無
意
識
の
動
機
と
を
混
同
し
て
、
前
者
は
後
者
に
よ
っ
て
動
か
さ

れ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
両
者
が
相
伴
っ
て
存
在
す
る
の
を
見
て
、
そ
の

性
質
を
も
同
一
視
し
た
謬
見
で
あ
る
。
自
分
の
苦
痛
を
脱
し
よ
う
と
す
る
動
機
は

小
児
の
苦
痛
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
動
機
と
相
合
し
て
、
そ
の
小
児
を
救
助
す
る

行
為
の
動
力
を
強
め
る
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
両
者
は
決
し
て
同
一
の
も
の
で
は
な

く
、
一
つ
は
全
く
他
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
は
い
え
ず
、
故
に
同
感
に
よ
っ

て
感
受
す
る
苦
痛
よ
り
も
一
層
甚
し
い
苦
痛
を
受
け
て
も
、
そ
の
小
児
を
救
お
う

と
す
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
小
児
の
苦
痛
を
取
り
去
ろ
う
と
す
る
動
機
は
全
く
そ

の
小
児
の
苦
痛
を
見
て
、
同
感
的
に
感
受
す
る
苦
痛
を
脱
せ
ん
と
す
る
動
機
に

よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
。

　

苦
痛
を
脱
し
よ
う
と
す
る
動
機
は
、
多
く
は
無
意
識
的
に
働
く
も
の
で
、
行
為

の
動
力
と
な
る
も
の
は
決
し
て
一
つ
で
は
な
い
が
、
良
心
の
問
う
所
と
な
る
の
は

意
識
的
で
多
少
制
禦
し
得
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
無
意
識
な
、
ま
た
は
全
く
制
禦

し
得
な
い
動
機
は
良
心
の
問
う
処
と
な
ら
な
い
。
こ
の
良
心
の
問
う
所
と
な
る
意

識
的
に
し
て
且
つ
多
少
制
禦
し
得
う
る
動
機
は
普
通
の
言
語
に
人
の
「
心こ

こ
ろ
ね根

」
と

称
す
る
も
の
で
あ
り
、
心
根
の
わ
る
い
と
云
う
の
は
動
機
の
悪
い
の
を
云
う
。
そ

れ
を
悪
い
と
云
ふ
の
は
良
心
の
問
う
所
と
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　

〔
良
心
の
是
非
と
意
趣
全
体
〕

　

良
心
の
問
う
所
と
な
る
の
は
意
識
的
欲
求
に
と
ど

ま
ら
ず
、
作
動
及
び
其
結
果
の
中
、
欲
し
求
め
な
い
も
の
が
あ
っ
て
も
、
も
し
そ

れ
を
承
知
の
上
で
為
す
心
構
え
が
あ
れ
ば
、
そ
の
心
構
え
は
良
心
の
問
う
処
と
な

る
。
凡
て
欲
し
好
む
こ
と
も
・
欲
し
好
ま
な
い
こ
と
も
、
共
に
之
を
思
い
設
け
て

為
す
心
構
え
を
「
意
趣

0

0

」
と
名
づ
け
、
こ
の
意
趣
の
外
界
に
現
れ
た
も
の
を
「
行0

為0

」
と
名
づ
け
る
。
故
に
意
趣
0

0

と
動
機
0

0

と
は
そ
の
範
囲
が
同
一
で
な
く
、
意
趣
は

必
ず
意
識
的
な
も
の
、
動
機
は
必
ず
意
識
的
で
な
い
も
の
で
あ
り
、
意
趣
は
既
に

決
意
に
達
せ
る
も
の
、
動
機
は
未
だ
決
意
と
は
な
っ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

あ
る
事
を
欲
求
す
る
動
機
が
あ
る
時
も
、
必
ず
し
も
そ
の
事
を
実
際
に
成
就
し

よ
う
と
す
る
決
心
は
な
い
。
ま
た
あ
る
事
を
為
そ
う
と
す
る
心
構
え
は
、
欲
求
と
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は
異
り
、
欲
し
好
む
事
柄
に
の
み
対
せ
ず
、
欲
し
好
ま
な
い
事
柄
に
も
対
す
る
。

も
し
小
児
の
危
急
を
救
う
為
に
他
人
と
約
束
し
た
時
刻
を
後
れ
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
決
し
て
欲
し
好
む
こ
と
で
は
な
い
。
約
束
に
違
う
と
云
う
こ
と
が
、

行
為
の
動
機
と
は
な
ら
な
い
が
、
約
束
に
違
う
心
構
え
、
そ
の
意
趣
は
存
在
す

る
。
こ
の
意
趣
の
全
躰
を
総
括
し
て
、
良
心
は
そ
れ
が
是
非
の
判
別
を
下
す
の
で

あ
る
。

　

〔
行
為
は
意
趣
の
外
面
で
あ
る
〕

　

な
お
良
心
の
是
非
す
る
所
は
、
意
識
的
で
制
禦

し
得
べ
き
動
機
（
＝
心
根
）
と
意
趣
0

0

と
に
止
ま
る
だ
ろ
う
か
。
ま
さ
に
そ
の
意
趣

の
外
界
に
現
れ
た
も
の
、
即
ち
行
為

0

0

に
も
及
ぶ
か
で
あ
る
。
通
常
の
言
語
で
は
、

良
心
は
直
に
行
為
の
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
も
の
と
見
做
す
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
あ
る
学
者
は
良
心
の
是
非
す
る
正
当
の
目
的
は
意
趣〔
＝
心
根
〕に
あ
っ

て
、
行
為
に
は
な
い
と
い
う
。
成
程
意
趣
な
き
作
動
に
は
良
心
は
是
非
の
判
定
を

下
さ
ず
、
又
意
趣
さ
え
あ
れ
ば
外
部
の
作
動
な
く
と
も
良
心
の
問
う
所
と
な
る
。

併
し
、
そ
れ
故
に
意
趣
あ
る
行
為
は
良
心
の
問
う
所
の
範
囲
外
に
あ
る
と
は
推
論

し
得
な
い
。
却
て
良
心
の
是
非
の
判
別
が
行
為
の
上
に
及
ぶ
の
は
異
し
む
に
足
り

な
い
。
も
し
意
趣
あ
る
の
み
で
行
為
な
き
時
に
も
良
心
の
問
う
所
と
な
れ
ば
、
実

在
に
現
れ
た
意
趣
、
即
ち
行
為
が
良
心
の
問
う
所
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
は

な
い
か
。
抑
も
意
趣
と
行
為
と
は
全
く
別
物
で
な
く
、
む
し
ろ
同
一
物
の
両
面
と

見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
外
界
に
現
れ
た
辺
に
於
て
は
行
為
と
云
い
、
内
界

に
存
す
る
辺
に
於
て
は
意
趣
と
云
う
。
未
だ
意
趣
の
行
為
に
現
れ
な
い
時
に
も
、

外
物
の
障
礙
さ
へ
な
け
れ
ば
必
ず
行
為
に
現
れ
る
も
の
と
見
て
、
良
心
は
其
意
趣

を
是
非
し
、
又
行
為
に
現
れ
た
後
に
は
そ
の
行
為
を
意
趣
の
外
界
に
実
現
し
た
も

の
と
見
て
、そ
れ
を
是
非
す
る
。
良
心
が
是
非
の
判
断
を
下
す
目
的
物〔
↓
対
境
〕

は
、
心
根

0

0

と
意
趣
0

0

と
行
為
0

0

と
に
あ
る
の
を
知
る
。

　

〔
自
他
動
作
判
定
の
前
後
如
何
〕

　

意
識
の
動
作
、
即
ち
行
為
が
、
良
心
の
問
う
処

と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
良
心
の
是
非
と
す
る
原
始
の
目
的
物
は
他
人
の

行
為
で
あ
る
か
、
ま
た
自
身
の
行
為
で
あ
る
か
。
良
心
の
作
用
は
他
人
の
行
為
を

是
非
す
る
の
が
始
り
で
、後
に
之
を
自
身
の
行
為
に
移
す
と
考
え
る
学
者
も
あ
る
。

し
か
し
こ
の
説
の
非
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
意
趣
な
き
作
動
は
良
心
の
問

う
所
と
な
ら
ず
、
意
趣
あ
る
作
動
の
み
そ
の
是
非
す
る
所
と
な
る
が
、
そ
の
意
趣

の
有
無
、
又
そ
の
意
趣
の
善
悪
は
如
何
に
し
て
知
り
得
る
か
と
云
う
と
、
他
人
の

作
動
に
意
趣
あ
る
か
な
い
か
は
直
接
に
は
知
り
得
な
い
。
た
だ
其
人
の
言
語
、
外

形
の
挙
動
に
よ
っ
て
之
を
推
知
す
る
外
な
い
。
即
ち
自
か
ら
か
つ
て
か
れ
此
れ
の

言
語
を
吐
き
、
こ
れ
こ
れ
の
挙
動
を
為
し
た
時
に
は
意
趣
あ
り
、
又
は
無
い
と
知

る
経
験
よ
り
推
し
て
、
他
人
の
意
趣
の
有
無
を
察
知
す
る
外
な
い
。
他
人
の
意
趣

の
有
無
の
み
な
ら
ず
、
其
意
趣
の
何
た
る
か
を
知
る
こ
と
も
亦
、
固
よ
り
先
づ
自

分
の
意
趣
の
何
た
る
か
を
自
覚
し
た
上
の
こ
と
で
あ
る
。
意
趣
の
有
無
と
其
何
た

る
と
は
決
し
て
全
く
別
々
に
知
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
意
趣
の
何
た
る
か
を
知
ら

ず
し
て
、
如
何
に
し
て
彼
の
作
動
に
は
意
趣
あ
り
・
意
趣
な
し
と
云
う
こ
と
が
で

き
よ
う
。
何
の
理
由
が
あ
っ
て
意
趣
の
善
悪
の
み
は
自
身
の
意
趣
に
就
い
て
判
別

す
る
に
先
だ
ち
、
他
人
の
意
趣
に
就
い
て
判
別
す
る
と
云
ひ
得
る
で
あ
ろ
う
か
、

決
し
て
そ
の
よ
う
な
立
言
を
為
す
理
由
を
見
な
い
。

　

先
づ
自
分
の
意
趣
の
善
悪
を
知
ら
ず
に
、
他
人
の
意
趣
の
善
悪
を
知
る
と
い
う

の
は
、
目
な
く
し
て
見
る
と
云
う
の
に
似
て
い
る
。
意
趣
の
み
で
な
く
、
意
趣
の

実
現
し
た
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
の
是
非
善
悪
を
判
別
す
る
の
は
他
人
の
為
し
た

所
よ
り
始
め
て
、
後
に
自
身
の
行
為
に
及
ぶ
と
云
う
理
由
は
な
い
。
行
為
の
善
悪

は
意
趣
の
善
悪
と
相
離
し
て
判
定
し
得
る
も
の
で
な
く
、
行
為
と
意
趣
と
は
同
一

物
の
両
面
と
見
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
良
心
の
作
用
で
あ
る
是
非
善
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悪
の
意
識
に
つ
い
て
云
わ
ず
に
、
そ
れ
と
等
し
く
そ
の
其
作
用
で
あ
る
義
務
の
意

識
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
の
説
の
非
で
あ
る
こ
と
が
一
層
明
ら
か
と
な
る
。
あ
る

行
為
を
為
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
が
自
分
に
発
起
す
る
に
先
立
つ
て
、
他
人

の
為
す
行
為
を
為
し
て
は
な
ら
ぬ
と
覚
え
る
意
識
を
生
ず
る
と
云
う
の
は
不
可
解

で
あ
る
。
良
心
の
咎
め
と
い
う
意
識
に
つ
い
て
、
自
分
の
行
為
に
つ
い
て
発
起
す

る
こ
と
な
し
に
、
他
人
の
行
為
を
見
て
発
起
す
る
と
云
う
の
は
、
天
地
を
顛
倒
す

る
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
良
心
の
作
用
は
先
づ
一
個
人
自
身
の
意
趣
、
ま
た

心
根
、
ま
た
行
為
に
つ
い
て
発
し
、
他
人
の
意
趣
等
に
関
し
て
は
、
む
し
ろ
自
身

に
お
い
て
既
に
経
験
し
た
所
を
移
し
及
ぼ
す
に
外
な
ら
な
い
（

150
丁
、

186
頁
）
。

　
　

◆
こ
こ
で
『
全
集
』
版
「
良
心
起
原
論
」
を
終
わ
る
。2006.12.18

記

（
名
古
屋
学
院
大
学
名
誉
教
授
）
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