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「
信
仰
」
と
「
道
徳
」

　
　
　
　
カ
ン
ト
『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
講
義
』
に
お
け
る
「
賭
け
」
に
関
す
る

　
　
　
　
記
述
の
問
題
射
程

は
じ
め
に

船
木
　
　
祝

　
カ
ン
ト
は
1
7
5
5
／
1
7
5
6
年
の
冬
学
期
か
ら
1
7
9
6
年
夏
学
期
に
至
る
ま
で
の
ほ
ぼ
4
0
年
間
に
亙
っ
て
、
論
理
学
に
つ

い
て
講
義
を
し
た
。
ノ
ル
ベ
ル
ト
・
ヒ
ン
ス
ケ
は
『
啓
蒙
と
理
性
批
判
と
の
間
で
』
（
1
9
9
8
年
）
（
－
）
に
お
い
て
、
当
時
の
論
理
学

講
義
は
、
「
思
考
の
形
式
的
操
作
の
た
め
の
単
な
る
訓
練
」
と
い
う
意
味
で
の
一
般
論
理
学
を
扱
う
だ
け
で
は
な
く
、
「
哲
学
一
般
へ

の
導
入
」
の
意
味
を
果
た
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
霞
口
葵
①
”
Φ
σ
α
．
ω
』
H
ご
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
講
義
は
哲
学
概
論
的
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
言
え
、
哲
学
一
般
に
関
わ
る
様
々
な
人
間
学
的
テ
ー
マ
を
も
取
り
扱
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
当
時
の
哲
学
の
根
本

思
潮
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ン
ス
ケ
に
よ
れ
ば
、
論
理
学
講
義
は
「
ド
イ
ツ
啓
蒙
哲
学
を
映
し

出
す
鏡
」
だ
と
言
う
（
Φ
げ
9
ω
』
O
）
。
こ
う
し
た
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
同
講
義
録
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
ド
イ

ツ
啓
蒙
思
想
家
た
ち
の
い
か
な
る
思
想
に
与
し
、
ま
た
い
か
な
る
点
で
彼
ら
と
挟
を
分
か
つ
こ
と
に
な
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
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と
が
で
き
（
＜
σ
q
ピ
①
げ
偶
Q
D
』
O
F
°
。
㎝
ご
、
そ
し
て
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
研
究
に
お
い
て
十
分
に
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
文

脈
に
お
い
て
の
、
カ
ン
ト
の
深
遠
な
人
間
学
的
洞
察
を
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
論
理
学
講
義
は
特
に
、
著
作
を

欠
く
、
い
わ
ゆ
る
1
7
7
1
年
か
ら
1
7
8
0
年
ま
で
の
「
沈
黙
の
1
0
年
」
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
思
想
発
展
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
『
純
粋

理
性
批
判
』
（
初
版
、
1
7
8
1
年
）
の
形
成
史
を
研
究
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ヒ
ン
ス
ケ
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
「
批
判
哲
学
へ
と
生
成
す
る
胚
細
胞
」
を
宿
す
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
（
Φ
σ
α
゜
ω
』
O
ロ
』
刈
）
。
こ
れ
ら
の
点
を
念
頭
に
置
き

つ
つ
、
本
稿
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
論
、
「
純
粋
理
性
批
判
の
カ
ノ
ン
」
の
章
に
お
け
る
「
賭
け
」
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
記
述

を
手
掛
か
り
に
、
『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
』
に
お
け
る
類
似
箇
所
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
カ
ン
ト
の
そ
の
記
述
に
至
る
ま
で
の
思
想
形
成
過

程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
そ
の
際
、
概
念
史
的
研
究
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
「
信
仰
」
と
「
道
徳
」
に
関
す
る
カ
ン
ト

の
実
践
哲
学
に
お
け
る
根
本
問
題
が
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
徳
」
を
そ
れ
自
体
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
の
カ
ン
ト
の
試
み
が
そ

の
思
想
発
展
史
の
中
で
考
察
さ
れ
る
一
方
で
、
「
信
仰
」
が
「
道
徳
」
の
存
立
そ
の
も
の
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
を
も
考
察

に
付
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
考
察
を
通
じ
て
、
人
間
観
察
を
深
化
さ
せ
た
が
ゆ
え
の
カ
ン
ト
の
葛
藤
と
、
そ
の
中
で
こ
そ
形
成
し
得

た
カ
ン
ト
の
洞
察
の
一
端
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
思
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ

イ
ヤ
ー
に
お
け
る
「
実
践
的
」
と
い
う
概
念
と
の
対
決
を
通
じ
て
の
、
「
賭
け
」
の
記
述
に
至
る
ま
で
の
、
1
7
7
0
年
代
初
頭
頃
の

論
理
学
講
義
で
の
カ
ン
ト
の
思
想
形
成
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
「
信
仰
」
の
本
質
に
関
す
る
思
索
が
展
開
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
道
徳

哲
学
講
義
を
論
究
の
対
象
と
し
、
そ
し
て
最
後
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
並
び
に
ほ
ぼ
そ
の
出
版
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る
論
理
学
講
義

に
お
け
る
、
人
間
の
内
的
性
質
に
関
す
る
人
間
学
的
記
述
の
問
題
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
う
し
た
論
述
を
通
じ
て
、
論
理
学

講
義
、
ひ
い
て
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
、
狭
い
意
味
で
の
論
理
学
を
超
え
た
、
哲
学
全
般
に
関
わ
る
カ
ン
ト
の
洞
察
に
よ
っ
て
い

か
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
の
記
述
は
、
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎

づ
け
』
（
1
7
8
5
年
）
や
『
実
践
理
性
批
判
』
（
1
7
8
8
年
）
に
お
け
る
「
道
徳
的
関
心
」
論
や
「
純
粋
実
践
理
性
の
動
機
」
論



に
至
る
ま
で
の
前
史
と
し
て
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
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『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
講
義
』
に
お
け
る
「
賭
け
」
に
関
す
る
記
述
に
至
る
ま
で
の
一
つ
の
問
題
背
景

1
1
7
7
0
年
代
初
頭
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
論
理
学
講
義
に
お
け
る
「
思
弁
的
認
識
」
と
「
実
践
的
認
識
」
の
区

別
、
及
び
「
道
徳
的
確
実
性
」
の
概
念
1

　
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
方
法
論
の
「
純
粋
理
性
批
判
の
カ
ノ
ン
」
の
章
に
お
け
る
「
臆
見
、
知
識
、
及
び
信
仰
」
と
い
う

節
で
、
「
信
じ
込
み
（
d
σ
Φ
叢
①
血
毒
σ
q
）
」
と
「
確
信
（
α
σ
Φ
自
2
ひ
q
琶
ひ
q
）
」
と
を
区
別
す
る
た
め
の
「
試
金
石
」
と
し
て
「
賭
け
（
乏
Φ
洋
Φ
）
」

を
引
き
合
い
に
出
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
誰
か
或
る
人
の
主
張
が
単
な
る
信
じ
込
み
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
主

観
的
確
信
、
す
な
わ
ち
確
固
た
る
信
仰
で
あ
る
の
か
の
平
凡
な
試
金
石
は
、
賭
け
で
あ
る
。
…
…
時
と
し
て
人
は
ー
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン

に
値
踏
み
さ
れ
得
る
だ
け
の
信
じ
込
み
を
有
す
る
が
、
1
0
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
に
値
す
る
だ
け
の
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
」
（
ゆ

゜。

F
）
。
そ
し
て
特
に
「
全
生
涯
の
幸
福
」
を
賭
け
る
こ
と
が
、
真
正
な
「
信
仰
」
と
単
な
る
主
観
的
不
確
実
性
と
を
区
別
す
る
た
め

の
手
立
て
と
さ
れ
る
（
切
。
。
㎝
ω
）
。
ま
た
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
出
版
直
後
以
降
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
』
に
は
次

の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
賭
け
は
、
他
者
が
、
信
じ
て
い
る
こ
と
を
確
固
た
る
信
仰
で
も
っ
て
真
と
見
な
し
て
い
る
の
か
…
…
ど

う
か
を
試
す
た
め
の
試
み
で
あ
る
。
…
…
よ
く
人
は
ー
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
だ
け
な
ら
賭
け
よ
う
と
す
る
。
2
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
に
な
る
と
、

も
う
多
く
の
人
は
恐
れ
を
な
し
て
賭
け
を
止
め
る
」
（
×
×
署
゜
。
9
ご
。
こ
の
よ
う
に
『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』

の
当
該
箇
所
に
お
け
る
記
述
は
極
め
て
類
似
し
て
い
る
。

　
「
賭
け
」
を
め
ぐ
る
以
上
の
記
述
に
至
る
ま
で
の
一
つ
の
問
題
点
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
論
理
学
講
義
に
お
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
の
「
思
弁
的
認
識
（
呂
Φ
犀
三
曽
口
く
Φ
国
鱒
Φ
目
9
一
ゆ
）
」
と
「
実
践
的
認
識
（
O
轟
簿
凶
ω
o
ゴ
Φ
団
蒔
Φ
弓
9
一
ゆ
）
」
と
の
区
別
の
問
題
を
指
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摘
し
た
い
。
こ
の
区
別
立
て
の
試
み
は
、
カ
ン
ト
が
4
0
年
余
り
に
亙
っ
て
論
理
学
講
義
の
底
本
と
し
て
用
い
た
『
論
理
学
綱
要
』
（
2
）
の

著
者
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
マ
イ
ヤ
ー
は
「
実
践
的
」
と
い
う
概
念
の
二
つ
の
使
用
法
を
認
め
る
。
一
つ

は
何
が
行
わ
れ
る
べ
き
か
を
指
示
す
る
と
い
う
意
味
で
、
二
つ
目
は
「
或
る
行
為
を
な
す
…
…
よ
う
に
…
…
わ
れ
わ
れ
を
駆
り
立
て

得
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
ζ
Φ
属
“
Φ
痒
吻
圏
①
F
N
§
ψ
①
犀
［
×
≦
竃
①
h
］
）
。
マ
イ
ヤ
ー
は
い
わ
ゆ
る
大
『
論
理
学
』
に

お
い
て
（
3
）
、
幾
何
学
的
線
の
引
き
方
と
い
う
例
を
挙
げ
、
た
し
か
に
そ
れ
は
行
為
の
規
則
が
指
示
さ
れ
る
と
い
う
一
つ
目
の
意
味
で

「
実
践
的
認
識
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
も
し
「
実
践
的
」
と
い
う
概
念
を
二
つ
目
の
意
味
で
、
す

な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
と
い
う
意
味
で
用
い
る
と
す
る

な
ら
、
「
そ
れ
［
幾
何
学
に
お
け
る
例
］
は
［
実
践
的
と
は
言
え
ず
］
　
単
な
る
思
弁
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
竃
①
圃
Φ
「
”
①
げ
鼻

ゆ
い
。
心
゜
。
層
ω
゜
ω
①
㎝
）
。
以
上
か
ら
、
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
実
践
的
認
識
」
と
は
、
「
思
弁
」
と
区
別
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
主

観
へ
の
作
用
を
及
ぼ
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
ほ
ぼ
1
7
7
0
年
代
初
頭
頃
ま
で
の
も
の
と
推
定
さ

れ
る
、
カ
ン
ト
の
『
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ー
論
理
学
』
に
お
い
て
、
「
実
践
的
認
識
」
に
関
す
る
マ
イ
ヤ
ー
の
こ
の
叙
述
と
同
様
の
論
述
が
な

さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
実
践
的
認
識
」
に
関
し
て
、
一
つ
に
は
「
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
振
舞
う
べ
き
か
」
、
「
何
を
す
べ
き
か
」
を

示
す
と
い
う
側
面
が
、
二
つ
目
に
は
「
感
性
の
動
機
（
］
り
居
一
Φ
σ
貼
①
α
Φ
「
）
」
と
な
り
、
「
わ
れ
わ
れ
を
実
際
に
駆
り
立
て
る
」
と
い
う
側
面

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
旧
（
×
一
く
Q
Q
①
○
O
h
°
）
。
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
実
践
的
」
と
い
う
概
念
の
二
つ
目
の
意
味
を
用
い
て
、
つ
ま

り
、
主
観
に
い
か
に
強
い
作
用
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
観
点
か
ら
「
信
仰
」
の
内
容
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
1
7
7
0
年
代
初
頭

頃
の
も
の
と
見
ら
れ
る
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
に
お
い
て
、
「
実
践
的
に
十
分
な
」
「
信
仰
」
は
「
一
切
の
疑
い
を
追
い
散
ら
す

ほ
ど
の
力
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
信
仰
」
の
「
優
れ
た
点
」
は
そ
の
「
内
的
な
激
し
い
力
」
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま

た
、
こ
の
「
信
仰
」
に
お
け
る
強
い
作
用
力
は
、
主
観
に
「
危
険
」
や
死
を
も
辞
さ
な
い
ほ
ど
の
覚
悟
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
（
×
×
H
＜
＝
○
。
h
h
）
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
1
7
7
0
年
代
初
頭
頃
に
は
、
「
思
弁
的
認
識
」
と
「
実
践
的
認
識
」
と
の
マ
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イ
ヤ
ー
に
よ
る
区
別
を
手
掛
か
り
に
し
て
「
信
仰
」
の
概
念
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
「
実
践
的
認
識
」

の
特
徴
を
、
特
に
そ
れ
が
主
観
を
行
為
へ
と
強
く
働
き
か
け
る
と
い
う
点
に
認
め
た
上
で
、
主
観
へ
の
影
響
力
を
問
題
と
し
な
い
よ

う
な
「
思
弁
的
」
議
論
の
文
脈
に
お
い
て
「
実
践
的
信
仰
」
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
拒
否
し
よ
う
と
し
た
の
だ
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
『
ブ
ロ
ン
ベ
ル
ク
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、
「
信
仰
」
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
「
実
践
的
信
葱
及
び
確

実
な
信
仰
も
存
在
す
る
が
、
こ
の
信
仰
が
破
棄
さ
れ
る
な
ら
実
践
的
意
志
、
道
徳
全
体
、
徳
論
、
神
学
及
び
宗
教
等
の
一
切
の
普
遍

的
、
必
然
的
法
則
が
、
同
時
に
…
…
破
棄
さ
れ
摩
滅
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
…
…
」
（
×
×
一
く
H
お
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
堅

固
な
信
仰
」
の
対
象
と
し
て
、
「
神
」
の
存
在
と
「
別
の
世
界
」
の
存
在
と
が
挙
げ
ら
れ
た
あ
と
で
（
Φ
σ
α
．
）
、
こ
れ
ら
の
も
の
入
の
「
信

仰
」
は
「
道
徳
的
確
実
性
」
を
獲
得
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
強
調
さ
れ
る
（
×
酋
く
N
O
O
）
。
ま
た
、
こ
の
「
道
徳
的
確
実
性
」
に
至

り
得
る
の
は
、
「
こ
の
地
上
で
は
善
良
な
態
度
か
ら
必
ず
し
も
幸
福
が
帰
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
…
…

別
の
世
界
を
希
望
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
人
が
考
察
す
る
場
合
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
（
①
げ
ロ
゜
）
。
以
上
の
論
述
か
ら
、
カ
ン
ト
は

す
で
に
1
7
7
0
年
代
初
頭
頃
に
は
徳
福
一
致
の
た
め
の
要
請
の
思
想
の
萌
芽
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
一

方
で
、
一
般
に
道
徳
神
学
の
立
場
を
と
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
「
道
徳
的
に
確
実
な
」
「
信
仰
」
が
道
徳
哲
学
存

立
の
た
め
の
条
件
と
な
る
と
い
っ
た
叙
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
信
仰
」

の
概
念
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
問
題
は
以
下
、
道
徳
哲
学
講
義
の
論
述
を
た
ど
る
中
で
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、

カ
ン
ト
は
ま
だ
こ
の
時
期
に
は
「
信
じ
込
み
」
と
「
確
信
」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
に
は
困
難
を
感
じ
て
い
る
（
）
【
×
H
く
】
°
蒔
①
二
゜
b
O
一
〇
〇
）
。

つ
ま
り
、
「
信
じ
込
み
」
と
は
「
反
対
」
の
見
解
に
耳
を
貸
そ
う
と
せ
ず
、
自
分
の
考
え
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
お
け
る
主
観
的
心
情
は
、
「
確
信
」
に
お
け
る
も
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
強
固
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
×
酋
く
一
お
h
．
二
．

ぱ
①
）
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
問
題
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
思
弁
的
」
な
議
論
を
用
い
て
「
道
徳
」
や
「
信
仰
」
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
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す
る
人
た
ち
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
「
道
徳
」
の
存
立
基
盤
を
確
保
し
、
さ
ら
に
は
真
正
な
「
信
仰
」
の
領
域
を
明
ら
か
に
し
得

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
「
信
じ
込
ん
で
」
し
ま
っ
て
い
る
人
た
ち
の
主
観
的
心
情
は
強
力
な
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
主
観
的
領
域
で
い
か
に
し
て
真
の
「
確
信
」
を
確
保
す
る
の
か
が
、
一
層
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
こ
に
は
マ
イ

ヤ
ー
に
は
見
ら
れ
な
い
カ
ン
ト
独
自
の
問
題
意
識
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
「
思
弁
」
と
「
実
践
」
を
単
に
概
念
的
に

区
別
す
る
だ
け
で
は
、
「
思
弁
」
を
弄
し
て
頑
な
に
自
分
の
主
張
に
固
執
し
て
い
る
よ
う
な
「
信
じ
込
み
」
と
、
「
道
徳
的
行
為
」
へ

と
人
を
駆
り
立
て
る
べ
き
「
実
践
的
確
信
」
と
が
区
別
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
は
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
「
信
じ

込
み
」
と
「
確
信
」
と
の
区
別
立
て
の
仕
方
に
は
満
足
を
見
出
し
て
い
な
い
（
×
×
署
b
。
b
。
①
）
。

　
こ
の
「
信
じ
込
み
」
と
「
確
信
」
と
の
区
別
立
て
の
問
題
は
、
同
論
理
学
講
義
に
お
い
て
、
「
月
に
お
け
る
住
民
」
に
関
す
る
よ
う

な
前
者
に
つ
な
が
る
「
蓋
然
的
」
推
論
と
、
「
道
徳
的
確
実
性
」
と
の
区
別
立
て
を
基
に
、
さ
ら
に
先
鋭
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
た

い
て
い
の
、
い
や
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
著
作
家
」
は
、
「
月
に
お
け
る
住
民
」
に
関
す
る
よ
う
な
蓋
然
的
認
識
（
4
）
を
「
道
徳
的
に
確
実
」

で
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
両
者
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
（
×
×
H
＜
b
。
O
O
）
。
こ
こ
で
、
こ
の
時
期
の
論
理
学
講
義
に
お
け

る
「
蓋
然
的
認
識
」
に
関
す
る
叙
述
か
ら
分
か
る
こ
と
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
は
、
「
蓋
然
的
認

識
」
と
は
不
確
実
性
の
意
識
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
論
理
的
確
実
性
を
尺
度
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

第
三
に
は
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
根
本
思
潮
の
一
つ
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
、
他
者
の
賛
同
と
い
う
「
真
理
の
外
的
基
準
」
か
ら
導
か
れ

る
行
為
規
則
、
す
な
わ
ち
、
「
他
者
の
立
場
」
に
身
を
置
く
べ
き
こ
と
が
「
仮
象
性
」
と
「
蓋
然
性
」
を
区
別
す
る
た
め
に
要
求
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
5
）
。
一
方
、
そ
も
そ
も
こ
の
行
為
規
則
を
使
用
す
る
た
め
に
は
自
ら
の
判
断
を
伝
達
す
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
蓋
然
的
認
識
に
至
る
た
め
に
は
、
伝
達
可
能
性
が
不
可
欠
の
条
件
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
蓋
然
的

認
識
は
す
べ
て
の
人
間
に
客
観
的
に
伝
達
し
得
る
よ
う
な
論
理
的
確
実
性
を
示
す
「
知
識
（
芝
認
①
づ
）
」
を
尺
度
と
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
他
者
の
証
言
に
依
拠
す
る
蓋
然
的
認
識
を
示
す
と
こ
ろ
の
「
歴
史
的
信
仰
」
も
、
カ
ン
ト
で
は
「
実
践
的
信
仰
」
と
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は
区
別
さ
れ
て
「
知
識
」
を
目
ざ
す
べ
き
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
（
、
）
。
こ
の
よ
う
な
基
盤
、
尺
度
、
行
為
規
則
を
駆
使
し
て

達
成
さ
れ
る
べ
き
「
蓋
然
的
認
識
」
の
文
脈
で
「
実
践
的
信
仰
」
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
「
蓋
然
的
認
識
」
が
実
際
に
は
、
他
の
事
実
を
考
慮
し
よ
う
と
せ
ず
に
自
ら
の
判
断
を
正
し
い
と
「
信
じ
込
ん
で
」
し
ま
う

ケ
ー
ス
を
招
く
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
信
じ
込
み
」
に
あ
る
人
に
対
し
て
は
、
「
他
者
の
立
場
に
身
を
置
く
」
と
い

う
行
為
規
則
そ
の
も
の
が
役
に
立
た
な
く
な
る
と
も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
信
じ
込
み
」
と
真
正
な
「
信
仰
」
と
を
明
確
に
区
別

で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
蓋
然
的
認
識
」
が
単
な
る
偏
見
や
感
情
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
「
信
仰
」
に
お
け
る
重

大
な
問
題
を
も
解
決
す
べ
き
指
針
で
あ
る
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
以
上
の
洞
察
か
ら
、
カ
ン
ト
は
マ
イ
ヤ
ー

に
よ
る
「
信
じ
込
み
」
と
「
確
信
」
の
区
別
立
て
に
は
満
足
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
こ
の
両
者
を
区

別
す
る
こ
と
に
も
困
難
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
の
置
か
れ
た
状
況
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

2
．

「
道
徳
的
蓋
然
論
」
と
の
対
決
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
本
質
の
究
明
－
道
徳
哲
学
講
義
論
考
1

　
道
徳
哲
学
講
義
録
の
内
、
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』
は
ほ
ぼ
1
7
7
4
年
か
ら
1
7
7
7
年
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
冬
学
期
の
も
の
と

見
ら
れ
て
い
る
が
、
『
ポ
ヴ
ァ
ル
ス
キ
ー
実
践
哲
学
』
の
方
は
ま
だ
難
題
を
残
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』
に
近
い
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
両
講
義
録
に
お
け
る
特
に
次
の
よ
う
な
論
述
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
注
目
さ
れ

る
の
は
、
論
理
学
講
義
で
叙
述
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
「
蓋
然
的
認
識
」
が
、
も
し
「
信
仰
」
の
領
域
で
支
配
す
る
と
す
る
な
ら
、

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
道
徳
的
蓋
然
論
者
を
例
に
あ
げ
て
描
写
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
カ
ン
ト
が
、
「
蓋
然
論
」
と
対
立
さ
せ
て
、
「
信
仰
」
の
本
質
を
究
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
7
）
。

　
『
ポ
ヴ
ァ
ル
ス
キ
ー
実
践
哲
学
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
道
徳
的
蓋
然
論
（
零
o
び
Q
σ
一
一
一
ω
∋
億
ω
ヨ
o
轟
一
一
ω
）
」
を
以
下
の
よ
う
に
批



32

判
し
て
い
る
。
「
道
徳
的
蓋
然
論
は
、
蓋
然
的
道
徳
的
規
則
な
ら
何
で
あ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
も
の
と
見

な
す
説
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
は
規
則
に
関
し
て
確
実
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

（
×
）
（
＜
H
H
一
b
D
O
Q
）
。
ま
た
、
「
拘
束
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
の
に
蓋
然
性
だ
け
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
事
柄
を
「
蓋
然
性
に
従
っ
て

想
定
し
」
よ
う
と
す
る
、
そ
れ
ゆ
え
自
ら
の
行
為
が
正
し
い
と
い
う
「
確
信
」
な
し
に
実
行
す
る
蓋
然
論
者
の
態
度
は
「
非
良
心
的

な
（
σ
q
Φ
琶
ω
ω
Φ
巳
o
ω
）
」
も
の
と
さ
れ
る
（
×
×
＜
閏
H
㊤
㊤
）
。
そ
し
て
、
蓋
然
論
者
の
原
理
に
従
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
義
務
」
が
「
単

に
蓋
然
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
「
義
務
に
反
し
た
」
行
為
が
許
さ
れ
た
り
、
ま
た
善
い
行
為
も
た
だ
蓋
然
的
で
あ
る
か
ら
と
い

う
理
由
で
止
め
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
か
か
る
原
理
を
強
く
批
判
す
る
（
Φ
σ
α
゜
）
。
道
徳
的
蓋
然
論
に
関

す
る
こ
う
し
た
問
題
は
、
1
7
9
3
年
か
ら
1
7
9
4
年
と
表
題
に
あ
る
『
ヴ
ィ
ギ
ラ
ン
テ
ィ
ウ
ス
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
、

「
宗
教
上
の
迫
害
」
を
め
ぐ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
正
し
い
か
正
し
く
な
い
」
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
蓋
然
的
で
あ

り
な
が
ら
も
正
し
い
と
宣
言
す
る
「
非
良
心
的
」
な
行
為
の
例
と
し
て
、
「
宗
教
上
の
迫
害
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
×
）
（
ノ
N
H
一
①
］
°
蒔
唾
゜
）
。
こ

の
叙
述
か
ら
見
て
も
、
道
徳
的
蓋
然
論
の
問
題
は
単
な
る
思
弁
の
上
で
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
宗
教
上
の
理
由
で
異
端
者
を
殺

害
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
「
信
仰
」
に
お
け
る
重
大
な
問
題
を
射
程
と
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
』

で
は
、
カ
ン
ト
は
、
「
イ
エ
ズ
ス
会
士
」
ら
の
よ
う
な
、
「
ペ
テ
ン
に
よ
っ
て
或
る
善
い
行
為
を
実
行
で
き
る
」
と
す
る
態
度
を
、
「
良

心
に
従
っ
て
行
為
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
と
批
判
す
る
（
×
×
＜
一
H
ω
㎝
㎝
）
。
そ
し
て
「
悪
徳
弁
護
士
」
の
例
が
引
き
合
い
に
出
さ

れ
、
「
道
徳
的
蓋
然
論
」
が
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
［
悪
徳
弁
護
士
］
は
法
則
の
文
字
を
自
分
の
た
め
に
利
用
し
、
事

実
に
関
し
て
は
、
心
術
に
で
は
な
く
、
外
的
状
況
に
目
を
向
け
る
。
彼
は
蓋
然
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
。
こ
の
道
徳
的
蓋
然
論
は
、

人
間
が
、
諸
原
則
に
従
っ
て
正
し
く
行
為
し
た
と
自
ら
を
欺
き
信
じ
込
む
た
め
の
手
段
で
あ
る
」
（
×
×
＜
一
H
ら
Q
α
㊤
）
。
こ
の
よ
う
に
、

道
徳
的
蓋
然
論
は
、
自
ら
を
正
し
い
と
欺
き
、
「
信
じ
込
ん
で
」
し
ま
う
た
め
の
理
論
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
す
る

と
人
は
、
生
命
に
関
わ
る
よ
う
な
重
大
な
問
題
に
お
い
て
も
自
ら
の
立
場
を
譲
ろ
う
と
し
な
い
頑
な
さ
を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
「
信
じ
込
み
」
と
真
正
の
「
確
信
」
と
の
区
別
立
て
の
問
題
は
一
層
切
実
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
と
言
え
よ

う
。　

一
方
、
カ
ン
ト
は
す
で
に
こ
の
7
0
年
代
半
ば
以
降
の
時
期
に
、
悟
性
に
お
け
る
判
断
や
単
な
る
「
蓋
然
的
」
臆
見
（
ζ
Φ
ヨ
§
α
q
）
に

基
づ
い
て
行
為
の
規
則
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
「
蓋
然
論
」
者
と
は
異
な
り
、
悟
性
の
判
断
と
は
別
の
次
元
に
確
実
な
良
心
の
所
在

を
求
め
、
そ
し
て
そ
こ
で
こ
そ
道
徳
的
行
為
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
、

「
誤
っ
た
良
心
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
良
心
の
過
ち
」
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
「
悟
性
の
」
誤
謬
の
こ

と
で
あ
る
と
述
べ
る
（
建
隷
駐
q
譜
鴨
き
軌
、
O
の
愚
譜
帖
恥
ぎ
ミ
黛
冴
神
帖
）
（
×
ノ
N
一
H
H
Φ
Q
Q
）
。
ま
た
道
徳
的
決
疑
論
を
扱
う
文
脈
で
、
「
良
心
の
判
断
」

は
「
蓋
然
的
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
「
わ
れ
わ
れ
の
良
心
は
、
わ
れ
わ
れ
が
蓋
然
性
に
従
っ
て
判
断
す
る
場
合
も
、
確
実
で
…
…

あ
り
得
る
」
と
さ
れ
る
（
Φ
σ
血
゜
×
×
＜
H
一
］
°
㊤
Φ
）
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
行
為
の
規
則
を
も
っ
ぱ
ら
悟
性
の
判
断
に
基
づ
い
て
取
り

扱
お
う
と
す
る
蓋
然
論
者
に
対
し
て
、
む
し
ろ
倫
理
的
な
態
度
に
関
わ
る
良
心
の
問
題
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
道
徳
的
行
為
に
関
す
る
悟
性
の
判
断
は
「
蓋
然
的
」
に
し
か
な
り
得
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
誤
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し

か
し
、
生
命
に
関
わ
る
よ
う
な
重
大
な
事
柄
を
扱
う
際
の
倫
理
的
態
度
の
問
題
の
所
在
は
、
単
な
る
判
断
の
正
誤
と
は
別
の
所
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
次
に
カ
ン
ト
は
、
『
ポ
ヴ
ァ
ル
ス
キ
i
実
践
哲
学
』
に
お
い
て
、
蓋
然
論
者
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
「
道
徳
的
心
術
」

に
基
づ
く
「
信
仰
」
の
堅
固
さ
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
心
か
ら
の
神
へ
の
信
仰
が
生
じ
た
。
し
か
し
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
信
仰
の
強
さ
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
そ
れ
は
全
く
何
も
の
に
よ
っ
て
も
揺
る
が
さ
れ
得
な
い
。
ノ
…
…
神
と
別
の

世
界
へ
の
道
徳
的
信
仰
は
道
徳
的
心
術
の
帰
結
で
あ
り
、
信
仰
へ
の
こ
の
決
然
と
し
た
態
度
は
最
も
強
大
な
も
の
で
あ
る
」
（
×
×
＜
目

H
①
刈
h
．
）
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
道
徳
的
信
仰
」
の
基
礎
と
し
て
「
道
徳
的
心
術
」
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
一
方
、
同
道
徳

哲
学
講
義
で
「
人
間
は
神
を
信
じ
な
い
で
道
徳
法
則
に
固
執
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
×
×
≦
＝
雪
）
。
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さ
ら
に
「
別
の
世
界
の
希
望
だ
け
が
道
徳
法
則
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
付
与
し
得
る
」
の
で
あ
り
、
「
…
…
も
し
将
来
［
の
生
］
が
存
在
す

べ
き
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
一
切
の
誠
実
さ
は
単
な
る
幻
想
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
も
言
わ
れ
る
（
×
×
＜
一
＝
①
G
。
）
。
『
コ
リ
ン
ズ
道
徳

哲
学
』
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
、
「
信
じ
込
み
」
と
い
う
誤
謬
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
蓋
然
論
者
と
、
何
ら
「
思
弁
的
根
拠
」
に

よ
ら
ず
に
「
実
践
的
」
根
拠
に
よ
っ
て
強
固
で
あ
る
よ
う
な
真
正
な
「
信
仰
」
と
を
対
置
す
る
（
×
×
＜
目
ω
O
①
）
。
そ
の
一
方
で
、
カ

ン
ト
は
、
「
神
を
信
じ
る
こ
と
な
し
に
人
倫
性
へ
と
向
か
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
（
×
×
＜
口
ω
O
刈
）
。
以
上
か
ら
、
カ

ン
ト
は
「
道
徳
」
と
「
信
仰
」
の
関
係
に
関
し
て
次
の
二
つ
の
側
面
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
「
道
徳
的
心

術
」
が
「
信
仰
」
の
基
盤
に
な
り
得
る
と
い
う
面
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
信
仰
」
が
「
実
践
的
」
な
も
の
と
し
て
「
道
徳
法
則
」

へ
と
人
を
駆
り
立
て
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
「
信
仰
」
の
対
極
に
あ
る
「
道
徳
的
不
信
仰
」
に
つ

い
て
は
、
つ
ま
り
、
「
徳
の
現
実
性
を
信
じ
な
い
」
態
度
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
態
度
か
ら
は
、

「
わ
れ
わ
れ
は
皆
元
来
な
ら
ず
者
で
あ
り
、
い
か
な
る
人
間
も
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
支
配
す
る
社
会
が
作

り
出
さ
れ
、
そ
こ
で
は
「
極
め
て
邪
悪
な
窃
盗
犯
も
、
他
の
者
と
同
じ
よ
う
に
善
い
こ
と
に
な
る
」
、
と
。
そ
し
て
、
「
人
間
に
は
善

へ
の
素
質
は
な
く
、
悪
へ
の
素
質
が
あ
る
と
主
張
す
る
」
多
く
の
人
が
出
て
来
る
、
と
（
×
×
＜
自
ω
H
①
h
）
。
こ
う
し
た
状
況
を
生
起

す
る
「
不
信
仰
」
に
対
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
信
仰
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
上
述

の
二
つ
の
観
点
か
ら
「
信
仰
」
の
本
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
試
み
を
、
両
道
徳
哲
学
講
義
の
叙
述
に
即
し
て
明
ら
か
に

し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
「
道
徳
的
心
術
」
が
「
信
仰
」
の
基
礎
に
な
る
べ
き
と
い
う
一
つ
目
の
側
面
に
関
し
て
は
、
こ
の
時
期
の
カ
ン
ト
の
次
の
よ

う
な
人
間
学
的
洞
察
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
」
は
「
人
格
」
と
し
て
は

「
手
段
」
で
は
な
く
「
目
的
」
で
あ
る
、
と
い
う
洞
察
で
あ
る
（
ミ
o
ミ
奪
ミ
、
8
愚
ミ
鳴
G
o
ミ
謹
×
×
＜
自
ω
心
ω
）
。
も
し
、
こ
の
「
人
間

性
の
尊
厳
」
へ
の
洞
察
を
欠
く
な
ら
ば
、
「
人
間
は
軽
蔑
の
対
象
」
に
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
（
Φ
σ
自
゜
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人

．
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間
の
「
人
格
」
に
は
外
的
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
に
感
知
し
得
る
よ
う
な
「
内
的
価
値
」
が
備
わ
っ
て
い
る
（
Φ
σ
α
．
）
【
×
＜
一
同
ω
心
腿
）
。
た

と
え
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
死
刑
判
決
に
よ
っ
て
置
か
れ
た
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
つ
ま
り
、
「
生
活
の
す
べ
て
の
快
適
さ
が
犠
牲
に

さ
れ
る
」
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、
「
人
間
」
に
は
自
分
の
「
人
格
」
の
内
に
「
最
大
の
価
値
」
を
感
知
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（
Φ
び
α
゜
）
。
か
り
に
も
し
、
こ
う
し
た
「
人
間
性
の
本
質
的
目
的
」
と
「
自
由
」
と
が
一
致
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間

に
は
「
傾
向
性
に
従
う
」
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
価
値
か
ら
独
立
し
て
、
「
自
由
に
行
為
」
し
得
る
可
能
性
が
開
け
る
こ
と

に
な
る
（
Φ
σ
山
’
）
（
×
ノ
N
一
H
ω
蒔
α
）
。
し
か
し
「
名
誉
や
快
楽
」
に
突
き
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
（
①
σ
α
゜
×
×
＜
自
ω
O
刈
）
、
も
し
、
「
人
格
」
に

お
け
る
「
内
的
価
値
」
を
見
失
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
道
徳
的
不
信
仰
」
が
支
配
す
る
社
会
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
で
は
悟
性
に
基
づ
く

「
誰
弁
」
が
弄
せ
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
不
道
徳
的
行
為
が
徳
の
「
見
か
け
」
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
被
せ
ら
れ
て
正
し
い
行
為
で
あ
る
と
頑
な
に

主
張
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
（
①
σ
α
゜
×
×
＜
目
ω
心
ω
”
㌔
ミ
神
獄
逡
討
鴨
き
§
の
愚
ミ
鴨
き
ミ
額
む
ミ
×
×
＜
H
一
ミ
O
）
。
し
か

し
、
「
傾
向
性
」
や
「
利
害
」
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
常
に
蓋
然
的
な
も
の
で
あ
る
（
ミ
◎
§
奪
ミ
N
8
魯
ミ
鳴
9
ミ
蕊

×
×
＜
自
逡
ω
）
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
の
す
べ
て
の
利
益
を
失
っ
て
も
「
揺
る
が
さ
れ
得
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ

に
対
し
、
「
人
間
性
の
尊
厳
」
へ
の
洞
察
に
、
つ
ま
り
「
人
格
」
は
「
目
的
」
で
あ
っ
て
「
手
段
」
で
は
な
い
と
い
う
洞
察
に
基
づ
く

「
道
徳
的
心
術
」
は
、
「
何
に
よ
っ
て
も
揺
る
が
さ
れ
得
な
い
」
「
道
徳
的
信
仰
」
の
た
め
の
基
盤
に
な
り
得
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る

（
Φ
σ
α
。
“
、
§
沁
駐
昏
瀞
鳴
き
帖
N
o
恥
愚
譜
軌
鳴
き
ミ
亀
冴
沁
帖
×
）
（
＜
一
一
　
H
①
O
Q
）
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
に
は
外
的
状
況
に
は
左
右
さ
れ
得
な
い
「
内

的
価
値
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
へ
の
洞
察
が
堅
固
な
「
信
仰
」
の
た
め
の
基
盤
に
な
り
得
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
の
で
あ

る
。　

で
は
、
「
信
仰
」
が
「
道
徳
」
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
と
い
う
二
つ
目
の
側
面
に
つ
い
て
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
ら

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
「
道
徳
的
心
術
」
に
従
わ
な
い
で
、
単
に
「
傾
向
性
」
に
従
っ
て
暮
ら
す
こ
と
に
す
る
な
ら
ば
、
何
も

神
や
来
世
を
要
求
す
る
必
然
性
は
生
じ
な
い
。
こ
の
場
合
、
「
人
間
」
は
利
用
、
も
し
く
は
「
享
受
」
の
対
象
に
な
る
で
あ
ろ
う
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（
℃
§
ミ
凡
逡
書
き
§
肋
愚
ミ
鳴
き
ミ
匙
む
ミ
×
×
＜
目
卜
。
H
㎝
）
。
こ
れ
に
対
し
「
誠
実
さ
が
そ
の
心
に
根
付
い
て
い
る
」
よ
う
な
人
は
、
か

え
っ
て
自
分
に
不
利
に
な
る
よ
う
な
事
態
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
た
と
え
ば
、
道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
嘘
を
つ
く
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
で
敵
を
つ
く
る
」
か
も
し
れ
な
い
（
Φ
σ
住
゜
）
（
U
（
～
N
一
一
］
°
①
刈
）
。
道
徳
法
則
に
従
う
こ
と
で
か
え
っ
て
不
都
合
を

生
み
出
し
か
ね
な
い
こ
う
し
た
事
態
は
、
も
し
道
徳
法
則
を
放
棄
す
る
と
す
る
な
ら
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
「
困
窮
」
に
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
「
悪
徳
」
が
好
ま
し
く
見
え
る
よ
う
な
場
合
に
あ
っ
て
も
（
ミ
o
ミ
奪
ミ
ご
の
愚
ミ
鳴

G
o
ミ
蕊
×
×
＜
口
゜
。
O
°
。
）
、
揺
る
ぎ
な
い
「
信
仰
」
に
支
え
ら
れ
て
道
徳
法
則
の
遵
守
に
人
間
を
駆
り
立
て
る
も
の
と
は
い
っ
た
い
何

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
さ
ら
な
る
、
次
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
人
間
学
的
洞
察
が
裏
付
け
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
い

か
な
る
人
間
も
幸
福
を
断
念
し
得
な
い
」
と
い
う
洞
察
で
あ
る
（
窓
神
融
恥
ら
討
鳴
き
蝋
、
o
⇔
愚
隷
蝋
q
き
竃
◎
冴
神
焼
×
×
＜
一
H
一
①
Q
Q
）
。
人
間
は
道

徳
的
格
律
に
一
致
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
幸
福
を
「
こ
の
現
世
に
お
い
て
は
…
…
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
」

（
Φ
σ
α
゜
）
。
も
し
逆
に
「
道
徳
的
心
術
」
を
放
棄
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
誠
実
」
さ
は
「
幻
影
」
に
映
っ
て
く
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳
法

則
に
従
う
こ
と
で
か
え
っ
て
現
世
の
幸
福
と
矛
盾
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
事
態
に
も
直
面
し
な
い
で
済
む
か
も
し
れ
な
い
（
①
σ
匹
゜
）
。

し
か
し
カ
ン
ト
は
、
「
道
徳
」
に
起
因
す
る
、
現
世
の
幸
福
と
の
こ
う
し
た
葛
藤
こ
そ
、
「
摂
理
が
わ
れ
わ
れ
に
は
見
え
な
い
よ
う
に

し
た
」
と
こ
ろ
の
「
別
の
世
界
へ
の
希
望
」
に
至
る
道
で
あ
る
と
考
え
る
（
Φ
σ
α
噸
）
。
そ
し
て
、
こ
の
「
希
望
が
道
徳
法
則
に
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
与
え
」
て
く
れ
る
の
で
あ
る
（
Φ
σ
血
゜
）
。
或
る
者
に
と
っ
て
は
、
不
利
益
を
蒙
っ
て
ま
で
も
「
有
徳
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
」
は
「
愚
か

者
」
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
来
世
、
お
よ
び
神
の
存
在
を
「
確
信
す
る
」
人
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し
た
「
信
仰
」
が
、
困

窮
し
た
事
態
に
お
い
て
そ
れ
で
も
道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
（
Φ
げ
α
゜
）
。
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3
．

ほ
ぼ
『
純
粋
理
性
批
判
』
出
版
の
時
期
に
お
け
る
「
道
徳
的
信
仰
」
の
概
念

　
最
後
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
出
版
期
の
論
理
学
講
義
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
は
、
カ
ン
ト
の
そ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
思

想
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
次
に
、
カ
ン
ト
が
そ
の
思
想
を
背
景
に
し
な
が
ら
「
賭

け
」
に
関
す
る
記
述
に
至
っ
た
経
緯
を
示
し
て
み
た
い
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
出
版
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
『
ペ
ー
リ
ッ
ツ
論
理
学
』
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
実
践
的
認
識
」

が
、
「
思
弁
的
」
認
識
に
対
比
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
行
状
へ
の
」
「
影
響
力
」
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
わ

れ
る
（
×
×
一
く
㎝
罐
）
。
こ
こ
に
は
、
1
7
7
0
年
代
初
頭
ま
で
の
頃
の
論
理
学
講
義
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
が
マ
イ
ヤ
ー
の
影
響
下
形
成

し
た
と
こ
ろ
の
「
実
践
的
」
と
い
う
概
念
に
関
す
る
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
「
手
段
」
と
「
目
的
」

の
概
念
を
用
い
て
「
実
践
的
認
識
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
の
「
実
践
的
使
用
」
は
「
間
接
的
」
「
価
値
」

か
「
直
接
的
」
「
価
値
」
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
前
者
は
も
っ
ぱ
ら
「
他
の
目
的
に
対
す
る
手
段
」
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
し
後
者
は
「
道
徳
性
に
基
づ
く
」
べ
き
「
人
間
の
尊
厳
」
に
関
わ
る
、
と
。
「
と
い
う
の
も
彼
［
人
間
］
は
他
の
す
べ
て
の
事
物

の
よ
う
に
、
他
の
目
的
に
対
す
る
手
段
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
①
σ
亀
．
）
。
こ
の
論
述
か
ら
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
出

版
の
時
期
、
カ
ン
ト
は
「
目
的
」
と
し
て
の
「
人
間
の
尊
厳
」
と
の
関
連
に
お
い
て
「
実
践
的
確
信
」
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、

「
信
じ
込
み
」
と
は
明
確
に
区
別
し
得
る
よ
う
な
、
そ
の
確
固
た
る
地
盤
を
見
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
得
る
（
〈
σ
q
H
×
×
H
＜

綬
卜
。
）
。
こ
こ
に
は
道
徳
哲
学
講
義
に
お
い
て
ほ
ぼ
7
0
年
代
半
ば
以
降
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
「
目
的
」
と
し
て
の
「
人
格
」

に
関
す
る
カ
ン
ト
の
洞
察
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
前
掲
の
節
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
ま
ず
、
「
単
な
る
信
じ
込
み
」
と
「
確
信
」
の
区
別
立
て
の
た
め
に
は
、
真

理
の
「
外
的
」
基
準
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
（
b
J
Q
。
心
O
o
）
。
こ
の
基
準
は
「
伝
達
」
可
能
な
「
知
識
」
に
至
る
た
め
の
も
の
と
し
て
は
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有
用
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
他
者
へ
「
伝
達
」
し
得
な
い
よ
う
な
「
確
信
」
の
度
合
い
を
測
る
に

は
適
さ
な
い
（
b
d
O
。
昭
）
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
「
実
践
的
意
図
」
の
中
で
「
熟
練
」
の
意
図
と
「
人
倫
性
」
の
意
図
を
区
別
し
、
前
者
は

「
任
意
的
、
偶
然
的
」
「
目
的
」
の
「
達
成
の
条
件
」
に
関
わ
る
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
後
者
は
「
端
的
に
必
然
的
な
目
的
」
に
関

わ
る
も
の
と
す
る
（
し
u
Q
。
9
）
。
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
「
信
仰
」
を
「
人
間
に
区
別
な
し
に
あ
て
が
わ
れ
て
い
る
も
の
」
、
す
な
わ
ち
「
人

間
性
の
本
質
的
目
的
」
と
の
関
連
で
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
（
し
u
Q
。
紹
）
、
何
を
賭
け
て
も
揺
る
ぎ
な
い
「
信
仰
」
の
存
在
を
認
め
る
。

そ
れ
は
「
道
徳
的
心
術
」
に
基
づ
く
「
道
徳
的
信
仰
」
で
あ
る
（
じ
d
Q
。
累
h
）
。
し
か
し
「
道
徳
法
則
に
関
し
て
全
く
無
関
心
に
な
っ
て

い
る
よ
う
な
人
」
に
と
っ
て
、
「
信
仰
」
に
関
す
る
「
理
性
が
投
げ
か
け
る
よ
う
な
問
い
は
、
単
に
思
弁
の
た
め
の
課
題
と
な
ろ
う
」

（
じ
u
Q
。
昭
）
。
こ
の
こ
と
は
『
ぺ
ー
リ
ッ
ツ
論
理
学
』
で
の
叙
述
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
に
は
「
道
徳
性
」
に
基
づ
く
べ
き
「
人

間
の
尊
厳
」
へ
の
顧
慮
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
「
尊
厳
」
を
感
受
せ
ず
に

単
に
思
弁
的
に
振
舞
う
な
ら
、
「
人
は
し
ば
し
ば
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
惧
を
全
く
脱
却
し
て
し
ま
っ
た
か

に
見
え
る
ほ
ど
に
自
信
に
満
ち
、
制
御
し
が
た
い
反
抗
的
態
度
を
も
っ
て
そ
の
主
張
を
述
べ
る
」
（
ゆ
o
Q
詔
）
。
　
そ
れ
で
も
「
賭
け
は

彼
を
ま
ご
つ
か
せ
る
」
こ
と
は
で
き
る
（
Φ
σ
匹
゜
）
。
特
に
最
終
的
に
「
全
生
涯
の
幸
福
を
賭
け
る
」
こ
と
は
「
勝
ち
誇
っ
た
」
判
断
者
の

心
を
打
ち
砕
き
、
そ
の
「
信
仰
」
の
不
十
分
性
を
気
付
か
せ
る
、
と
あ
る
（
じ
u
。
。
㎝
。
。
）
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
賭
け
」
は
単
な
る
蓋
然
的

理
論
に
基
づ
い
て
思
い
込
ん
だ
だ
け
の
「
信
じ
込
み
」
と
真
正
の
「
信
仰
」
を
区
分
す
る
手
段
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
よ
う
に
一
見
単
純
な
手
段
に
訴
え
て
い
る
カ
ン
ト
は
、
理
論
を
駆
使
す
る
哲
学
者
と
い
う
カ
ン
ト
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ

て
見
る
な
ら
ば
奇
異
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
は
、
人
間
の
頑
な
さ
が
い
か
に
強
固
な
も
の
で
あ
る
か
と
い

う
7
0
年
代
初
頭
頃
の
カ
ン
ト
の
洞
察
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
カ
ン
ト
は
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
「
信
じ
込
み
」
と
「
確
信
」

の
区
別
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
、
一
方
で
「
何
も
の
に
も
揺
る
が
な
い
」
「
信
仰
」
の
た

め
の
基
盤
と
、
他
方
で
「
信
仰
」
が
「
道
徳
」
に
対
し
て
与
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
、
「
信
仰
」
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
カ
ン
ト
が
続
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け
て
き
た
と
こ
ろ
の
思
想
形
成
の
裏
付
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
「
賭
け
」
に
関
す
る
一
見
唐
突
な
記
述
が
な
さ
れ
得
た
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

　
『
ウ
ィ
ー
ン
論
理
学
』
で
は
、
ま
ず
「
数
学
」
は
、
認
識
の
「
実
践
的
使
用
」
に
際
し
て
「
他
の
目
的
に
対
す
る
手
段
と
し
て
」
「
間

接
的
な
価
値
」
を
、
す
な
わ
ち
た
だ
「
市
場
価
値
」
を
有
す
る
の
に
対
し
、
「
人
間
」
は
「
道
徳
性
に
基
づ
く
」
限
り
「
尊
厳
」
を
有

し
、
す
な
わ
ち
「
直
接
的
価
値
」
を
有
し
、
「
世
界
」
の
「
究
極
目
的
」
と
見
な
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
（
×
×
署
O
O
駅
゜
）
。
片
や
カ
ン

ト
は
、
人
間
の
臆
見
に
対
す
る
「
愛
着
（
》
巳
ρ
似
P
ひ
q
＝
O
げ
犀
Φ
一
け
）
」
や
「
熱
心
さ
（
国
跨
臼
）
」
の
内
に
（
×
×
H
＜
°
。
㎝
N
）
、
人
間
に
根
強
く
蔓

延
し
て
い
る
誤
謬
を
見
て
取
る
。
一
見
論
理
的
に
自
ら
の
立
場
を
弁
護
、
主
張
し
て
い
る
と
見
え
る
態
度
に
は
、
そ
の
人
の
願
望
、

好
み
、
傾
向
性
が
見
え
隠
れ
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
叙
述
に
引
き
続
い
て
次
に
カ
ン
ト
は
「
賭
け
」
に
関
す
る
話
題

に
移
る
。
そ
し
て
、
「
身
体
と
生
命
を
賭
け
る
人
は
、
主
観
的
に
完
全
に
確
信
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
（
×
×
一
く
○
。
㎝
ω
）
。
ま
さ
に
『
純

粋
理
性
批
判
』
出
版
期
の
カ
ン
ト
の
思
想
を
反
映
し
て
い
る
「
賭
け
」
に
関
す
る
叙
述
は
、
「
道
徳
」
が
「
信
仰
」
と
結
び
付
く
こ
と

に
よ
る
、
揺
る
ぎ
な
い
確
信
の
次
元
を
開
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
カ
ン
ト
の
「
道
徳
」
と
「
信
仰
」
を
め
ぐ
る
思
想
は
こ
こ
で
完
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
1
7
8
0
年
代
半
ば
以
降
そ
の
思
索
は

さ
ら
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
く
。
特
に
「
人
格
の
内
な
る
人
間
性
」
に
関
す
る
思
想
上
の
発
展
、
「
動
因
（
じ
d
Φ
≦
①
σ
q
巨
σ
q
ω
α
q
毎
コ
仙
）
」
と

「
動
機
（
↓
邑
ぼ
巴
9
）
」
と
の
明
確
な
区
別
、
そ
し
て
唯
一
の
道
徳
的
「
動
機
」
の
役
目
を
担
う
べ
き
「
法
則
へ
の
尊
敬
」
概
念
の
形

成
に
至
る
ま
で
に
は
さ
ら
な
る
思
想
形
成
プ
ロ
セ
ス
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
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〔
註
〕

　
カ
ン
ト
の
著
書
、
講
義
録
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
ア
カ
デ
ミ
i
版
カ
ン
ト
全
集
に
よ
る
。
ロ
ー
マ
数
字
が
そ
の
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字

が
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
1
7
8
7
年
の
第
二
版
に
よ
り
、
ペ
ー
ジ
数
の
前
に
（
B
）
を
付
す
。
論
理
学
講
義

の
年
代
設
定
に
関
し
て
は
、
以
下
の
『
カ
ン
ト
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
』
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
乞
o
号
Φ
昌
＝
ぎ
ω
匠
ρ
さ
ミ
ー
ミ
曇
恥
勲
b
ロ
鼻
ρ

伊
O
F
H
倉
ω
ε
再
o
q
餌
詳
－
し
U
p
匹
O
餌
旨
ω
富
＃
一
〇
。
。
O
山
8
ρ
道
徳
哲
学
講
義
の
年
代
設
定
に
関
し
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
Ω
Φ
ヨ
Φ
霧

ω
o
げ
≦
巴
ひ
q
①
お
き
醤
註
鶏
譜
ミ
嵩
職
貸
謡
§
蕊
§
鳴
§
職
器
゜
§
＼
肉
§
ミ
帖
審
、
ミ
鑓
§
謡
き
謡
誘
特
ミ
ミ
蹄
き
ミ
き
帖
N
8
愚
ミ
鳴
ミ
防
N
認
獅

ω
叶
暮
茜
費
マ
切
巴
O
碧
づ
ω
け
讐
什
H
㊤
㊤
P
σ
Φ
ω
゜
ω
」
O
O
h
』
」
α
『
°
尚
、
引
用
文
中
の
［
　
］
内
は
筆
者
の
補
充
で
あ
る
。

　
（
－
）
＜
α
q
ド
2
。
ひ
①
誹
田
コ
゜
・
貯
ρ
§
帖
§
§
郎
蕊
鳶
ミ
蕊
§
織
§
§
ミ
ミ
隷
ミ
ミ
の
ミ
ミ
§
§
§
き
蕊
忘
§
卜
薦
隷
8
愚
舞
゜
。
ε
亭

　
　
　
ゆ
q
碧
マ
b
d
鋤
ユ
0
曽
口
口
ω
叶
讐
け
H
8
0
。
°

　
（
2
）
＜
o
q
ド
0
8
お
閃
ユ
巴
ユ
9
竃
虫
①
『
層
郎
§
薦
黛
器
魯
＼
寄
§
ミ
ミ
ミ
魯
蚕
＝
四
一
δ
ド
嵩
認
［
芝
δ
α
Φ
鑓
σ
σ
q
①
曾
9
評
二
『
さ
§
詳

　
　
　
鷺
゜
・
黛
§
ミ
鴨
§
⑦
ミ
き
弊
耳
ω
α
q
°
〈
。
α
臼
閑
α
巳
α
q
嵩
9
℃
同
2
函
ω
o
冨
コ
〉
貯
騨
匹
①
日
冨
鳥
臼
芝
δ
ω
Φ
口
ω
9
餌
津
Φ
P
じ
d
匹
゜
×
＜
押
b
d
嘆
＝
口
F

　
　
　
い
①
ぢ
N
蒔
β
㊤
謹
（
卓
㊤
＝
）
］
’

　
（
3
）
＜
°
q
ド
O
Φ
。
蹟
写
配
「
凶
。
げ
ζ
霧
メ
さ
ミ
ミ
ミ
§
蚕
自
巴
冨
H
謡
b
。
°

　
（
4
）
　
「
月
に
お
け
る
生
物
」
の
存
在
の
可
能
性
が
蓋
然
的
認
識
で
あ
る
と
す
る
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
と
マ
イ
ヤ
ー
に
対
し
て
、

　
　
　
そ
れ
は
単
に
「
仮
象
的
」
で
あ
る
と
し
た
カ
ン
ト
の
記
述
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
認
識
の
批
判
と
拡
張
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
『
仮
象

　
　
　
性
』
と
『
蓋
然
性
』
の
区
別
1
」
（
カ
ン
ト
研
究
会
編
『
現
代
カ
ン
ト
研
究
9
』
、
晃
洋
書
房
、
2
0
0
4
年
）
、
3
0
頁
、
4
0
頁
及
び
注

　
　
　
（
1
6
）
5
4
頁
を
参
照
。

　
（
5
）
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
蓋
然
性
」
概
念
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
認
識
の
批
判
と
拡
張
」
［
前
掲
論
文
］
、
特
に
3
9
頁
－
4
7
頁
を
参
照
。
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（
6
）
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
蓋
然
性
」
概
念
と
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
と
の
関
係
、
並
び
に
「
知
識
」
に
至
り
得
る
も
の
と
し
て
の
「
歴
史
的
信

　
　
仰
」
の
概
念
に
関
し
て
は
拙
著
　
ω
げ
ロ
ざ
閃
琶
9
貫
§
謡
尉
§
譜
誘
簿
鳴
軌
§
鑓
N
ミ
的
簿
§
⑦
ら
曹
§
貯
漣
ミ
§
§
織
ミ
ぎ
誘
ら
討
職
ミ
勘
満

　
　
隷
§
．
き
越
ミ
§
誌
簿
§
§
臓
粛
§
§
翫
き
蕊
ミ
ぎ
§
ミ
ぎ
肉
謡
ミ
凡
簿
ミ
鑓
℃
津
き
謀
霞
け
①
ヨ
ζ
巴
口
＼
¢
d
巴
貯
＼
b
σ
Φ
ヨ
＼
し
u
毎
×
－

　
　
①
一
一
Φ
ω
＼
2
Φ
≦
k
o
鱒
＼
O
×
h
o
H
α
＼
芝
δ
⇒
卜
。
O
O
b
。
堕
げ
①
ω
゜
ω
」
ω
H
h
』
．
H
°
。
O
山
H
O
を
参
照
。

（
7
）
　
「
道
徳
的
蓋
然
論
」
の
歴
史
的
背
景
、
及
び
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
道
徳
的
確
実
性
」
概
念
の
形
成
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考
。

　
　
閏
凶
霞
8
困
∋
諺
乞
o
一
9
員
》
ヰ
一
冨
「
竃
o
「
巴
ω
器
け
Φ
ヨ
①
、
」
昌
　
ミ
爬
計
ミ
ミ
§
職
き
N
紺
¢
肉
帖
§
壽
§
、
§
筑
ぎ
謡
ミ
ミ
穿
曼
蔑
愚
貸
ミ
鳴
概
ミ

　
　
ぎ
ミ
o
駐
ミ
§
寒
Q
ミ
轟
討
§
織
画
ミ
ミ
§
騨
ミ
蹄
゜
・
§
し
・
。
暮
誤
b
d
α
゜
。
。
℃
周
毎
ま
蕉
σ
q
β
㊤
。
。
ρ
ω
や
H
。
。
①
H
山
。
。
。
。
㊤
＼
江
黒
忠
彦
・
船
木
祝

　
　
「
生
命
倫
理
の
諸
問
題
ー
カ
ン
ト
に
お
け
る
『
人
間
性
の
尊
厳
』
と
ド
イ
ツ
現
代
倫
理
学
ー
」
（
『
帝
京
平
成
大
学
紀
要
』
、
第
1
4
巻
第
2

　
　
号
、
2
0
0
2
年
）
、
特
に
2
4
頁
－
2
6
頁
。


