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本
稿
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
の
一
人
カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
け
る
人
間
の
生
命
、
知
性
、
情
念
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
か
か

わ
る
魂
の
働
き
を
概
観
し
、
カ
ド
ワ
ー
ス
哲
学
で
の
人
間
の
あ
り
か
た
、
さ
ら
に
は
そ
の
歴
史
的
意
義
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
そ
の
さ
い

注
目
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
形
成
的
自
然
」（
第
一
節
）、「
知
性
的
活
動
」（
第
二
節
）、「
愛
」（
第
三
節
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
つ
う
じ

て
、
カ
ド
ワ
ー
ス
が
当
時
の
時
代
状
況
に
お
い
て
い
か
な
る
立
場
を
目
指
し
、
ま
た
そ
れ
が
の
ち
の
時
代
に
い
か
な
る
点
で
つ
な
が
り
う

る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

第
一
節　
「
形
成
的
自
然
」
に
つ
い
て

　

一
七
世
紀
に
お
い
て
本
格
的
に
展
開
さ
れ
た
古
代
原
子
論
の
復
活
は
、
哲
学
者
た
ち
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
デ
カ
ル
ト
は
、

思
惟
実
体
と
延
長
実
体
を
峻
別
し
、
自
然
現
象
（
物
理
現
象
や
動
物
の
仕
組
み
）
を
延
長
実
体
か
ら
、
ひ
い
て
は
そ
の
最
小
単
位
の
粒
子

か
ら
説
明
し
て
い
た
。
し
か
し
、
原
子
論
を
徹
底
し
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
る
。
彼
は
自
然
現
象
ど
こ
ろ
か
心
的
事
象
さ
え
原
子
の
運
動

に
還
元
し
、
徹
底
し
た
唯
物
論
的
立
場
を
打
ち
出
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
原
子
論
の
本
格
化
は
唯
物
論
へ
の
道
を
ひ
ら
き
、
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人
間
観
や
生
物
観
は
お
お
き
な
変
更
を
迫
ら
れ
た（

1
）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
唯
物
論
の
隆
盛
に
対
抗
し
た
勢
力
も
い
た
。
原
子
論
の
成
果
を
一
定
程
度
認
め
な
が
ら
も
、
カ
ド
ワ
ー
ス
や
モ
ア

は
魂
の
存
在
を
依
然
と
し
て
残
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
生
命
現
象
に
着
目
し
、
生
命
な
い
し
魂
の
存
在
を
認
め
て
い
た
。
彼

ら
の
議
論
は
、
お
も
に
古
典
研
究
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
古
典
研
究
は
き
わ
め
て
広
範
な
時
代
の
文
献
を
渉

猟
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ド
ワ
ー
ス
が
研
究
し
た
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
に
と
ど
ま
ら

ず
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
プ
ロ
ク
ロ
ス
な
ど
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
や
、
ス
ト
ア
派
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
、
ト
マ
ス
、
ボ
ナ
ベ
ン
ト
ゥ
ラ
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
、
ピ
コ
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
の
文
献
研
究
の
成
果
の
ひ
と
つ

が
、
魂
の
存
在
を
裏
づ
け
る
「
形
成
的
自
然
」
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
自
然
全
体
が
い
か
な
る
も
の
か
を
見
て
、「
形
成
的
自
然
」
を
そ
の

う
ち
に
位
置
づ
け
た
い
。

　

さ
て
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
自
然
世
界
ひ
い
て
は
宇
宙
全
体
に
つ
い
て
浩
瀚
な
著
作
『
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
』
を
残
し
た
。
こ
の
著
作

に
お
い
て
は
、
宇
宙
全
体
の
あ
り
か
た
が
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

…
…
存
在
に
は
明
ら
か
に
尺
度
や
梯
子
が
あ
り（

2
）、
事
物
の
秩
序
は
疑
い
な
く
、
下
降
す
る
し
か
た
で
、
よ
り
高
い
完
全
性
か
ら

よ
り
低
い
完
全
性
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
梯
子
の
最
下
段
、
最
底
段
、
あ
る
い
は
一
番
下
の
横
木
の
部
分
が
、

生
命
と
知
性
を
ま
っ
た
く
欠
い
た
愚
か
で
感
覚
能
力
の
な
い
物
質
で
あ
り
、
こ
の
梯
子
の
最
上
段
、
最
高
段
、
そ
し
て
頂
上
は
、
自

己
自
身
、
す
な
わ
ち
事
物
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
把
握
す
る
完
全
な
全
能
の
存
在
者
で
あ
る
。
完
全
な
知
性
的
存
在
は
、
実
体
の
尺

度
の
始
ま
り
で
あ
り
、
頂
点
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
事
物
は
徐
々
に
下
へ
と
ま
す
ま
す
低
い
と
こ
ろ
に
降
り
て
い
き
、
感
覚
能
力
の
な

い
物
質
で
終
わ
る
。（TIS  3 , 440 ‒441

）

　

基
本
的
に
は
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
流
出
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
宇
宙
論
を
展
開
し
て
い
る
。
一
者
か
ら
知
性
へ
、
知
性

か
ら
魂
へ
、
魂
か
ら
質
料
へ
と
い
う
流
れ
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
ま
っ
た
き
受
動
状
態
で
思
考
し
な
い
も
の
が
最
下
層
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に
、
純
粋
な
能
動
性
（
完
全
現
実
態
）
の
も
と
思
考
す
る
も
の
が
最
上
層
に
存
在
す
る
。
つ
ま
り
物
質
と
神
が
両
端
に
位
置
し
、
そ
の
あ

い
だ
に
は
完
全
性
の
度
合
い
の
異
な
る
存
在
が
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
存
在
す
る
（TIS  3 , 440 ; H

utton  2017 , 469 ‒472

）。

　

物
質
と
神
に
は
さ
ま
れ
た
全
体
的
構
図
に
お
い
て
、
植
物
、
動
物
、
人
間
、
天
使
、
悪
魔
な
ど
の
他
の
す
べ
て
の
存
在
は
お
の
お
の
の

位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
そ
の
う
ち
、
物
質
と
生
命
あ
る
も
の
は
対
比
的
で
あ
り
、
生
命
の
原
理
の
う
ち
、
も
っ
と
も
低

い
地
位
に
あ
る
の
が
「
形
成
的
自
然
（Plastic  N

ature

）」
で
あ
る
。

　
「
形
成
的
自
然
」
は
、
生
命
と
し
て
は
最
下
層
に
あ
る
も
の
の
、
生
物
を
生
物
た
ら
し
め
る
生
命
の
原
理
で
、
生
命
で
あ
る
か
ぎ
り
で

非
物
体
的
で
あ
る
（TIS  1 , 252

）（
3
）。「
形
成
的
自
然
」
は
、
動
物
の
体
に
お
い
て
は
、
眼
や
耳
、
手
や
足
、
静
脈
や
動
脈
、
神
経
や

筋
肉
を
同
じ
力
で
形
成
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
諸
部
分
が
有
機
的
な
連
関
を
も
つ
よ
う
に
統
一
し
て
調
節
し
て
い
る（

4
）。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
ま
さ
に
動
物
の
体
を
作
り
保
つ
の
が
「
特
殊
的
形
成
的
自
然
」
で
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
し
て
、
物
体
的
宇
宙
全
体

に
も
諸
部
分
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
一
般
的
形
成
的
自
然
」（TIS  1 , 260 ‒283

）
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
全
体
を
統
一
的
に
形
成
し
て
い
る
も
の
が
な
け
れ
ば
、
宇
宙
全
体
が
均
一
な
秩
序
と
調
和
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
動
物
の
体
に
お
け
る
「
特
殊
的
形
成
的
自
然
」
と
物
体
的
宇
宙
全
体
に
お
け
る
「
一
般
的
形
成
的
自
然
」
は
、
そ
の
相

似
性
か
ら
、「
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
「
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（TIS  1 , 260

）（
5
）。

　

と
は
い
え
、「
形
成
的
自
然
」
は
み
ず
か
ら
の
活
動
の
目
的
を
認
識
し
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、「
形
成
的
自
然
」
は
盲
目
的
で
あ
っ

て
、
主
人
に
命
令
を
与
え
ら
れ
た
召
使
の
よ
う
に
、
知
性
に
命
じ
ら
れ
た
作
業
を
粛
々
と
こ
な
す
の
み
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
形
成
的
自
然
」
は
そ
れ
自
体
で
は
無
意
識
的
で
あ
り
、
生
命
の
本
能
的
活
動
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
も
こ
う
し
た

生
命
の
本
能
的
活
動
を
前
提
に
し
て
生
活
し
行
為
す
る
（
ま
ば
た
き
、
呼
吸
、
心
臓
や
胃
腸
な
ど
の
運
動
、
怪
我
か
ら
の
回
復
や
、
歯
の

再
生
な
ど
）。
感
覚
的
な
経
験
が
可
能
に
な
る
の
も
、「
形
成
的
自
然
」
の
お
か
げ
で
あ
る
（
そ
も
そ
も
生
き
て
い
な
け
れ
ば
、
感
覚
経
験

が
で
き
な
い
か
ら
）。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
に
は
そ
れ
ら
よ
り
も
高
次
の
知
性
認
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
の
ち
に
発
見
さ
れ
た
遺
稿
『
永

遠
で
不
動
の
道
徳
論
』
に
お
い
て
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
議
論
の
要
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
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第
二
節　
「
知
性
的
活
動
」
に
つ
い
て

　

カ
ド
ワ
ー
ス
が
こ
の
遺
稿
に
お
い
て
試
み
た
の
は
、
道
徳
の
相
対
主
義
や
主
意
主
義
を
批
判
し
、
道
徳
的
知
識
の
普
遍
性
を
基
礎
づ
け

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
に
あ
た
っ
て
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
的
活
動
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
提
示
し
て
い
る
。

　

カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
る
と
、
認
識
に
は
「
感
覚
知
覚
（sense  perception

）」
と
「
知
性
認
識
（intellection

）」
の
二
種
類
が
あ
る
。

感
覚
は
物
体
（
原
子
）
の
運
動
を
受
動
的
に
受
け
と
る
こ
と
で
生
じ
、
魂
の
受
動
的
部
分
が
か
か
わ
る
。
し
か
し
感
覚
に
か
か
わ
る
魂
は
、

そ
の
対
象
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
理
拠
（rationes

）
や
本
質
（essences

）
や
真
理
（truth

）
を
あ
き
ら
か
に
は
で
き
な
い
。
こ
の

意
味
で
、
感
覚
は
「
混
乱
し
た
（confused

）」
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
感
覚
知
覚
を
機
縁
と
し
て
、
魂
は
能
動
的
活
動

（activity

）
を
お
こ
な
い
始
め
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
真
な
る
知
識
、
普
遍
的
知
識
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
能
動
的
活
動
は
、
個
別
的
な
感
覚
を
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
概
念
を
手
に
入
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
知
性
認
識
は
、
み

ず
か
ら
よ
り
も
完
全
な
存
在
の
う
ち
に
先
在
す
る
観
念
つ
ま
り
は
イ
デ
ア
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
カ
ド
ワ
ー
ス
に

と
っ
て
、
事
物
の
観
念
（
イ
デ
ア
）
は
そ
の
認
識
よ
り
も
先
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
物
の
先
在
す
る
観
念
は
「
先
取
観
念

（anticipation

）」
と
呼
ば
れ
る
（
カ
ド
ワ
ー
ス
は
ス
ト
ア
派
用
語
のprolepsis

の
訳
と
し
て
、
こ
の
語
を
も
ち
い
て
い
る
）。
こ
の
観

念
を
神
が
思
考
し
て
保
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
が
触
れ
る
こ
と
で
、
普
遍
的
知
識
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い

え
、
先
取
観
念
を
把
握
す
る
に
さ
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
不
完
全
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
少
し
ず
つ
推
論
し
試
行
錯
誤
し
て
い
く
し
か
な
い
。

こ
の
と
き
、
神
の
精
神
に
お
け
る
原
型
の
模
造
し
か
手
に
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

さ
て
、
不
完
全
な
も
の
は
す
べ
て
、
同
じ
種
類
の
完
全
な
も
の
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
個
別
的
で
不
完
全
な
知
性
は
、
そ
の
う
ち
に
じ
っ
さ
い
に
事
物
の
理
拠
や
そ
の
真
理
を
か
な
ら
ず
し
も
含

ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
知
性
は
、
多
く
の
場
合
、
無
知
で
あ
り
、
疑
い
、
誤
る
の
で
あ
っ
て
、
議
論
し
推
論
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
こ
と
か
ら
別
の
こ
と
へ
と
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
〔
人
間
の
不
完
全

な
〕
知
性
は
、
完
全
で
、
無
限
で
、
永
遠
の
知
性
〔
神
の
知
性
〕
を
派
生
的
に
分
有
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。（EIM

 4 .4 .11 .

）

　

同
一
の
原
型
か
ら
は
多
な
る
模
造
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
知
性
認
識
の
対
象
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
同
一
の
事
物
が
、
ガ
ラ

ス
の
歪
み
や
そ
の
置
か
れ
た
位
置
に
応
じ
て
、
お
の
お
の
映
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
（EIM

 1 .3 .7 .

）、
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
知
性
内
容
を
個
々

別
々
の
観
点
で
映
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
努
力
し
な
け
れ
ば
、
普
遍
的
知
識
な
ど
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
模
造
し
か
も
て
な
い
の
な
ら
、
真
理
を
発
見
し
た
と
僭
称
す
る
こ
と
は
独
断
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
知
の
唯
一

性
を
神
に
求
め
な
が
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
に
神
の
知
へ
と
近
づ
け
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
の
能
動
的
活
動
を
神
の
能
動
的
活
動
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
普
遍
的

知
識
に
ア
ク
セ
ス
す
る
と
と
も
に
、
神
的
性
質
を
分
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
論
』
に
お
け
る
カ
ド
ワ

ー
ス
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
正
義
、
誠
実
、
知
恵
、
美
徳
等
々
に
は
普
遍
的
な
原
型
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
理
性
な
い
し
知
性
が
活
動
す

る
と
き
、
限
定
さ
れ
具
体
化
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
原
型
と
一
致
す
る
こ
と
が
知
性
認
識
な
の
で
あ
る（

6
）。

　

し
か
し
、
カ
ド
ワ
ー
ス
が
残
し
た
説
教
や
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
草
稿
群
か
ら
は
、『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
論
』
の
立
場
と
は
異
な
る
観

点
の
議
論
が
見
受
け
ら
れ
る（

7
）。
例
え
ば
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
以
下
の
よ
う
に
言
う
。「
も
し
徳
を
得
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
が
、
善
と
幸

福
の
本
性
に
関
す
る
学
問
に
よ
っ
て
、
人
間
の
思
弁
的
知
性
を
教
育
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
心
の
う
ち
の
知
性
が
納
得

す
れ
ば
、
す
べ
て
の
徳
は
一
瞬
に
し
て
身
に
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
」（M

S  4982 , 10

）。
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
反
語
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
カ
ル
ダ
ス
が
草
稿
か
ら
示
す
よ
う
に
、「
善
と
悪
の
尺
度
は
…
…
知
性
の
思
弁
的
知
識
で
は

な
く
、
同
じ
も
の
に
た
い
す
る
好
ま
し
い
も
の
と
好
ま
し
く
な
い
も
の
へ
の
生
命
的
な
本
能

0

0

0

0

0

0

や
欲
望

0

0

、
内
的
な
趣
味

0

0

0

0

0

や
嗜
好

0

0

（vital  
instincts  and  appetites  and  inw

ard  tastes  and  relishes

）
で
あ
る
」（K

aldas  2019 , 175

）。
こ
う
し
た
善
悪
を
か
ぎ
わ
け
る
本

能
に
か
か
わ
る
言
葉
が
、
草
稿
に
お
い
て
何
度
も
書
き
連
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
思
弁
的
知
性
で
は
な
く
、
生
命
的
本
能
に
善
と
悪
を
見
分
け
る
力
が
あ
る
と
論
じ
た
が
、
こ
の
本
能
こ
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そ
が
道
徳
的
実
践
の
動
機
づ
け
の
原
理
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
善
悪
の
動
機
と
な
る
本
能
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

つ
ぎ
に
見
て
み
よ
う
。

第
三
節　

情
念
と
し
て
の
「
愛
」

　

カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
は
、『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
論
』
に
お
け
る
知
性
認
識
の
議
論
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
以
前
に
は
主
知
主
義
的
な

も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
パ
ス
モ
ア
の
画
期
的
な
研
究
を
先
駆
け
と
し
て
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
遺
稿
研
究
が
進
み
、
既
存
の
評
価

を
改
め
る
必
要
が
出
て
き
た
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
『
自
由
意
志
論
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
遺
稿
で
は
、
倫
理
的
行
為
へ
の
動

機
な
い
し
動
因
が
説
か
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
自
由
意
志
論
に
お
け
る
そ
の
関
連
個
所
を
、
先
行
研
究
を
も
ち
い
て
概

観
す
る
。
そ
の
さ
い
、
超
知
性
的
本
能
、
愛
、
自
由
意
志
と
い
っ
た
概
念
を
明
確
に
整
理
し
て
い
る
リ
ー
チ
（Leech  2017a

）
の
研
究

を
と
く
に
参
照
し
よ
う
。

　

さ
て
、
リ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
善
悪
を
見
分
け
る
本
能
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
い
て
情
動
（passion

）
な
い
し
愛
（love

）
な
ど
と
呼

ば
れ
る
。
こ
こ
で
の
愛
と
は
傾
向
性
（inclination
）
あ
る
い
は
本
能
（instinct

）
と
理
解
し
て
よ
い
。
愛
は
お
お
き
く
三
つ
に
分
け

ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
リ
ー
チ
の
文
言
を
最
初
に
示
し
、〔　

〕
で
内
容
を
補
足
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
〈
超
知
性
的
愛
〉

（
1
）
神
の
「
永
遠
で
、
自
己
発
生
の
、
知
的
な
愛
…
…
〔
そ
れ
は
〕
不
公
平
で
な
い
し
か
た
で
自
分
自
身
を
分
配
す
る
」（TIS 1, 

317

）、「
無
限
の
活
動
の
愛
」（TIS 2, 394

）
は
、
神
の
ま
さ
に
本
質
で
あ
る
と
同
時
に
、
被
造
的
宇
宙
の
秩
序
原
理
で
も
あ
る
。

〔
こ
の
愛
は
神
の
み
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
に
た
い
し
て
公
平
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。〕（
傍
線
の
強
調
は
引
用

者
に
よ
る
）
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（
2
）
人
間
の
優
れ
た
動
機
づ
け
本
能
で
、（
1
）
を
分
有
し
た
類
似
物
（participated likeness

）
で
あ
り
（TIS 2, 216

）、

人
間
の
「
最
高
の
完
成
」
で
あ
る
と
同
時
に
道
徳
の
源
で
も
あ
る
。〔
こ
の
愛
は
本
来
、
キ
リ
ス
ト
に
の
み
帰
さ
れ
る
が
、
通
常
の

人
間
に
も
見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
善
悪
を
区
別
す
る
本
能
で
あ
る
。
パ
ス
モ
ア
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
優
れ
た
愛

（superior  love

）」（Passm
ore  1951 , 56

）
と
も
呼
ば
れ
る
。
カ
ド
ワ
ー
ス
は
こ
の
愛
を
「
優
れ
た
理
性
（superior  reason

）」

と
も
言
い
か
え
て
い
る
。「
優
れ
た
理
性
」
は
、
実
際
に
は
人
間
の
魂
が
神
の
善
に
有
限
な
し
か
た
で
参
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
「
誠
実
さ
の
善
」（M

S  4980 , 59

）
を
追
求
す
る
動
機
づ
け
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
「
優
れ
た
理
性
」
を

し
ば
し
ば
「
正
直
さ
や
良
心
の
命
令
」
と
呼
ん
で
い
る
（M

S  4978 , 25 ; TFW
 166

）（
8
）。〕（
9
）

　
〈
欲
望
の
愛
〉

（
3
）「〔
妬
み
を
生
む
よ
う
な
〕、
心
の
狭
い
、
狭
量
な
利
己
主
義
」（TIS 3, 489

）、
す
な
わ
ち
、
本
来
悪
い
わ
け
で
は
な
い
が
、

抑
え
て
お
く
必
要
の
あ
る
低
次
の
動
機
づ
け
の
本
能
が
含
ま
れ
る
。 〔
こ
こ
で
の
欲
望
の
愛
は
「
劣
っ
た
理
性
（inferior  

reason

）」（M
S  4979 , 5

）
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
劣
っ
た
理
性
」（

10
）は
、
よ
り
長
期
的
な
自
己
利
益
の
た
め
に
も
ち
い

ら
れ
る
の
で
、
狡
知
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在
と
未
来
の
利
益
を
比
較
考
量
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
自
己
利
益
に
は
、

持
続
す
る
単
純
で
肉
体
的
な
快
楽
か
ら
名
誉
や
知
識
な
ど
の
よ
り
洗
練
さ
れ
た
快
楽
ま
で
、
質
的
に
異
な
る
多
く
の
種
類
の
快
楽
が

含
ま
れ
る
（M

S  4978 , 41 ‒42 ; TFW
 173 ‒174

）。
こ
こ
で
の
快
に
は
長
期
的
観
点
や
計
算
が
含
ま
れ
る
点
で
、
刹
那
的
快
と

は
区
別
さ
れ
る（

11
）。〕

　

こ
れ
ら
（
1
）（
2
）（
3
）
の
う
ち
、
人
間
に
か
か
わ
る
愛
は
（
2
）
と
（
3
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
受
動
的
に
与
え
ら
れ

た
生
得
的
傾
向
性
で
あ
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、（
2
）「
優
れ
た
理
性
」
が
発
現
す
る
さ
い
に
は
（
3
）「
欲
望
」
と
は
別
種
の

「
快
楽
」
や
「
喜
び
」
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
の
愛
な
い
し
傾
向
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
人
間
の
魂
に
こ
う
し
た
別
々
の
本
能
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
間
は
た
だ
ち
に
（
2
）「
超
知
性
的
愛
」
に
基
づ
く
善
を
お
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こ
な
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
本
能
は
あ
く
ま
で
素
質
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
ま
で
は
、
あ
る
種
の
喜
び
を
味

わ
う
（
2
）
や
（
3
）
の
愛
な
い
し
傾
向
性
が
人
間
に
そ
な
わ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
本
能
が

発
揮
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
を
実
際
に
傾
か
せ
る
「
力
」
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
3
）
の
欲
望
の
ば
あ
い
に
は
努
力
を
要
し
な
い

だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
わ
れ
わ
れ
は
空
腹
に
な
れ
ば
お
の
ず
と
食
事
を
と
り
、
疲
労
で
眠
く
な
れ
ば
ベ
ッ
ド
に
行
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
楽
園
追
放
後
の
堕
落
し
た
人
間
に
と
っ
て
（
2
）
を
動
機
づ
け
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。「
超
知
性
的
愛
」
の
め
ざ
す
善
は
魅
惑

す
る
に
と
ど
ま
り
、「
穏
や
か
で
、
や
さ
し
い
が
、
黄
金
の
魅
力
」（M

S  4982 , 22

）
を
た
だ
よ
わ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

そ
の
愛
を
働
か
せ
る
に
は
わ
れ
わ
れ
が
努
力
し
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
愛
に
ふ
り
む
け
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、（
2
）
の
愛

な
い
し
傾
向
性
を
発
現
さ
せ
る
に
は
、
三
つ
の
力
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
が
、
自
由
意
志
と
ふ
た
つ
の
恵
み
で
あ
る
。

　

カ
ド
ワ
ー
ス
に
よ
る
と
、「
超
知
性
的
愛
」
の
対
象
で
あ
る
「
神
的
生
活
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
自
由
意
志
を
そ
ち
ら
に
向
か
わ

せ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
伝
統
的
な
神
学
に
基
づ
い
て
、
自
由
意
志
を
も
ち
い
て
努
力
す
る
だ
け
で
は
堕
落

後
の
人
間
は
善
行
に
至
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
善
行
に
至
る
た
め
に
は
ふ
た
つ
の
恵
み
の
力
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
遺
稿
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
並
べ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
一
）
第
一
に
自
然
本
性
的
な
も
の
で
、
こ
れ
は
共
通
の
恵
み
（com

m
on  grace

）
を
意
味
す
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
自
然
に

お
け
る
神
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
、
神
的
火
（to  theion

）
を
分
有
し
た
も
の
を
植
え
つ
け
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
聖
性
と
道
義
は

暴
力
的
〔
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
〕
で
超
自
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
ま
っ
た
く
善
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。〔
道
徳
的
な
善
は
外
か
ら
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。〕

（
二
）
第
二
に
、
低
次
の
欲
求
の
活
力
と
衝
動
を
表
出
し
た
り
、
よ
り
高
次
の
原
理
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
み
ず
か
ら
を
押
し
出
し

た
り
す
る
た
め
に
必
要
な
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
自
己
活
動
的
な
意
欲
が
あ
る
…
…
。〔
こ
れ
は
自
由
意
志
で
あ
る
。〕
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（
三
）
第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
の
努
力
を
…
…
効
果
的
に
す
る
た
め
の
特
別
な
恵
み
の
助
け
が
あ
る
。（M

S  4980 , 83

） 

　

リ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
カ
ド
ワ
ー
ス
は
、（
一
）
と
（
三
）
に
関
し
て
、
ペ
ト
ル
ゥ
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
「
一
般
的
な
恵
み
（gratia  

generalis

）」
と
「
特
別
の
恵
み
（gratia  specialis

）」
の
区
別
に
従
っ
て
お
り
、（
一
）
は
す
べ
て
の
人
間
に
与
え
ら
れ
た
純
粋
に
自

然
な
被
造
物
の
能
力
（
恵
み
）
で
あ
り
、
知
的
本
能
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、（
三
）
は
超
自
然
的
な
内
的
恵
み
で
あ
り
、

神
の
摂
理
の
特
別
な
働
き
（
こ
れ
は
神
の
力
が
人
間
の
魂
に
働
く
こ
と
と
し
て
経
験
さ
れ
る
）
に
よ
っ
て
、
人
間
が
み
ず
か
ら
の
堕
落
と

闘
う
こ
と
を
と
き
お
り
（「
個
々
特
別
に
（specialis

）」）
援
助
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
挟
ま
れ
た
状
態
で
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
自

由
意
志
を
あ
え
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
三
つ
が
論
じ
ら
れ
た
背
景
に
あ
る
の
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
や
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
者
へ

の
対
抗
措
置
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
は
（
三
）
の
み
を
高
く
評
価
し
て
運
命
論
に
陥
っ
て
い
る
。
他
方
で
（
一
）、（
二
）
の
み
を

強
調
し
て
自
力
救
済
を
説
く
の
が
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
た
い
し
て
（
一
）、（
二
）、（
三
）
の
力
が
協
働
す
る
の
が
カ
ド

ワ
ー
ス
の
立
場
に
な
る
（Leech  2017a , 959
）。
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
（
一
）
と
（
三
）
は
外
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

恵
み
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
〔
意
志
の
〕
努
力
に
勝
り
、
わ
れ
わ
れ
な
し
に
す
べ
て
の
働
き
を
す
る
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
恵
み
も
、
善
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
、
魂
に
と
っ
て
た
ん
な
る
外
的
で
外
在
的
・
外
来
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
つ
ま

り
そ
う
し
た
恵
み
は
、
善
を
、
外
か
ら
強
制
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
と
し
て
、
真
に
自
分
の
も
つ
も
の
で
も
自
分
自
身

で
も
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
恵
み
は
あ
る
意
味
で
自
分
自
身
か
ら
湧
き
出
て
く
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。（M

S  4980 , 83

）

　
（
2
）
の
愛
の
実
現
を
外
的
な
恵
み
の
み
に
帰
す
る
運
命
論
も
、
自
力
で
救
済
を
お
こ
な
え
る
立
場
も
と
も
に
否
定
し
、
神
と
人
が
協

働
す
る
こ
と
で
、
善
性
を
回
復
し
て
神
化
を
果
た
す
の
が
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
立
場
で
あ
る
。
つ
ま
り
（
一
）
の
自
然
の
恵
み
は
原
罪
に
よ

っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
、
永
遠
不
変
の
性
質
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
（
二
）
自
由
意
志
が
必
要
で
あ
り
、（
二
）
を
支
え
る
た
め
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に
（
三
）
特
別
の
恵
み
が
必
要
と
さ
れ
る
（Leech  2017a , 958

）。
こ
う
し
て
、
自
由
意
志
は
内
な
る
恵
み
の
助
け
の
も
と
で
働
い
て
、

超
知
性
的
愛
を
実
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
け
る
人
間

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
形
成
的
自
然
と
、
知
性
認
識
と
、
愛
（
と
り
わ
け
「
優
れ
た
理
性
」）
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。

本
節
で
は
、
以
上
の
概
念
を
ふ
り
か
え
り
つ
つ
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
形
成
的
自
然
は
、
諸
個
体
の
無
意
識
的
な
生
命
活
動
の
原
理
で
あ
り
、
例
え
ば
諸
部
分
の
形
成
や
個
体
全
体
の
統
一
を
担
う
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
ま
ば
た
き
、
呼
吸
、
心
臓
の
運
動
、
怪
我
か
ら
の
回
復
、
習
慣
的
行
為
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
「
形
成
的
自
然
」
は
、
生
命
の
維
持
を
担
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
動
物
的
欲
求
と
も
関
与
す
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
形
成
的

自
然
」
は
個
別
の
生
命
体
に
か
か
わ
る
ば
あ
い
に
は
「
特
殊
的
形
成
的
自
然
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
自
然
全
体
に
つ
い
て
も
、
カ
ド
ワ
ー
ス

は
同
様
に
諸
部
分
を
形
成
し
、
全
体
を
統
合
す
る
「
一
般
的
形
成
的
自
然
」
を
想
定
し
て
い
た
。

　

他
方
で
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
論
』
に
お
い
て
、
知
性
認
識
に
基
づ
く
不
変
的
な
「
理
拠
」
や
「
本
質
」
の
認
識
論

的
な
機
序
を
論
じ
、
知
性
的
認
識
の
対
象
は
神
の
う
ち
の
イ
デ
ア
の
「
派
生
的
分
有
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
さ
い
、
神
の
認
識
活
動
に

人
間
の
認
識
活
動
を
限
定
的
な
が
ら
も
一
致
さ
せ
る
こ
と
で
、
人
間
は
、
神
の
イ
デ
ア
を
原
型
と
し
た
模
造
を
認
識
す
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
、
道
徳
的
な
正
し
さ
や
善
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
知
性
認
識
で
あ
る
以
上
、
矛
盾
を
含
ま
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
道

徳
的
な
善
に
は
、
矛
盾
の
排
除
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
自
由
意
志
を
め
ぐ
る
草
稿
に
お
い
て
は
、
書
物
を
研
究
す
る
学
問
で
は
真
に
道
徳
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
、
情

念
つ
ま
り
は
愛
と
い
う
本
能
を
発
現
す
る
よ
う
に
自
由
意
志
を
ふ
り
む
け
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
神
的
生
活
を
選
ぶ
に

は
、「
一
般
的
な
恵
み
」
と
「
特
別
な
恵
み
」
の
助
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
あ
ら
か
じ
め
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
助
力
は
外
部
か
ら
で
な
く
、
自
分
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
善
行
や
回
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心
が
、
他
者
や
外
か
ら
の
暴
力
的
強
制
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
善
は
、
み
ず
か
ら
の
意
志
で
善
を
選
ぶ
こ
と
に
存
し
て

お
り
、
た
と
え
霊
の
働
き
で
あ
れ
、
外
部
か
ら
来
る
も
の
は
人
間
の
善
の
選
択
つ
ま
り
は
道
徳
性
を
損
な
う
結
果
に
な
る
。
こ
う
し
て
運

命
論
に
も
自
力
救
済
に
も
陥
ら
ず
、
人
と
神
の
協
働
を
カ
ド
ワ
ー
ス
は
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ふ
り
か
え
る
と
き
、「
特
殊
的
形
成
的
自
然
」
に
よ
る
動
物
的
欲
求
、
普
遍
的
対
象
の
知
性
認
識
、
愛
と
い
う
情
念
は
、

た
し
か
に
異
な
る
人
間
の
存
在
の
様
相
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
が
先
か
と
問
う
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
問
い
自
体
、
人
間
の
生
命
や
魂
の
諸
能
力
を
分
離
し
抽
象
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
カ
ド
ワ
ー
ス
が
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

彼
は
人
間
の
魂
を
「
ヘ
ゲ
モ
ニ
コ
ン
」（TFW

 178

）
と
呼
び
、
一
な
る
も
の
や
自
己
自
身
と
み
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ハ
ッ
ト

ン
の
整
理
を
参
照
す
る
な
ら
、
心
の
能
力
に
は
少
な
く
と
も
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（H

utton  2017 , 477

）。

　

①　

 

知
覚
や
欲
望
や
欲
求
：
外
界
の
対
象
物
に
た
い
す
る
感
覚
的
知
覚
、
身
体
的
な
喜
び
や
痛
み
、
突
発
的
な
空
想
や
恐
怖
、
食
欲
や

情
念
な
ど
＝
動
物
的
欲
求

　

②　

実
践
的
理
性
：
個
人
的
な
使
用
の
自
由
な
理
性
＝ 

「
劣
っ
た
理
性
」

　

③　

良
心
：
誠
実
さ
か
ら
の
優
れ
た
命
令
＝ 

「
優
れ
た
理
性
」

　

④　

知
性
：
自
然
界
に
存
在
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
や
、
普
遍
的
な
事
物
の
真
偽
を
観
想
す
る
思
弁
的
能
力
＝
知
性
認
識

　

⑤　

判
断
力
ま
た
は
意
志
決
定
：「
熟
慮
し
選
択
す
る
能
力
」
＝
自
由
意
志

　

こ
う
し
た
心
の
諸
能
力
が
あ
る
と
き
、
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
か
は
わ
れ
わ
れ
の
自
由
意
志
次
第
で
あ
る
に
し
て
も
、
ど
の
活
動
も
他

の
活
動
を
伴
い
、
単
独
で
活
動
す
る
こ
と
は
な
い
。
神
に
向
か
う
愛
と
い
う
情
念
を
燃
や
し
な
が
ら
も
知
性
的
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
も

あ
れ
ば（

12
）、
動
物
的
欲
求
に
抗
し
な
が
ら
知
性
認
識
へ
と
向
か
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
切
り
離
さ
な
い
多
種
多

様
な
力
の
乱
流
が
人
間
の
心
の
あ
り
か
た
だ
と
す
る
の
が
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
人
間
論
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
知
な
き
熱
狂
、
言
葉
だ
け
を

墨
守
す
る
教
条
主
義
、
ド
グ
マ
を
ふ
り
か
ざ
す
独
断
主
義
ほ
ど
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
人
間
観
か
ら
ほ
ど
遠
い
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
一
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部
の
能
力
だ
け
を
働
か
せ
、
あ
る
と
こ
ろ
で
安
住
し
、
他
者
に
不
寛
容
な
態
度
を
と
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
能
力
が
不
完
全
で
多
様
な

力
の
奔
流
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
カ
ド
ワ
ー
ス
あ
る
い
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
主
義
者
に
は
「
広
さ
（latitude

）」
が

あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
こ
れ
は
、
疑
い
迷
い
な
が
ら
も
実
践
し
探
究
を
続
け
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
あ
り
か
た
を
正
面
か
ら
見
据
え
た

結
果
な
の
で
あ
る
。

む
す
び
と
し
て

　

原
子
論
や
、
唯
物
論
的
運
命
論
や
、
予
定
説
と
い
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
動
向
に
た
い
し
て
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
み
ず
か
ら
理
論
武
装

し
対
抗
し
て
い
た
。
魂
の
存
在
（
形
成
的
自
然
）、
知
性
に
よ
る
認
識
論
、
超
知
性
的
愛
と
い
う
情
念
、
自
由
意
志
と
恵
み
の
神
学
的
議

論
は
、
同
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
の
台
頭
と
い
う
時
代
的
課
題
に
応
じ
る
と
い
う
目
的
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
カ

ド
ワ
ー
ス
の
立
論
は
、
伝
統
的
神
学
に
お
お
い
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
し
、
生
命
活
動
、
知
性
認
識
、
愛
は
、
神
に
よ
る
創
造
や
設

計
と
の
か
か
わ
り
を
抜
き
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
知
情
意
は
、
神
に
よ
っ
て
あ
る
方
向
へ
と
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
た
状

態
で
存
在
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
さ
ら
に
、（
2
）
の
愛
な
い
し
「
超
知
性
的
本
能
」
を
発
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
由
意
志
に
は
ふ

た
つ
の
恵
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
こ
の
意
味
で
、
カ
ド
ワ
ー
ス
に
お
け
る
人
間
は
、
い
っ
け
ん
す
る
と
、「
救
済
」
へ
と

容
易
に
赴
け
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
堕
落
後
の
魂
に
は
、
自
己
利
益
の
み
を
ひ
た
す
ら
追
究
す
る
よ
う
な
利
己
主
義
的
な
傾
向
性
（（
3
）

の
欲
望
）
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
に
善
行
を
な
す
と
い
う
方
向
に
向
か
う
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
利
己
主
義
的
な
方
向
へ
と
向
か
う
の
か
、
そ
れ
と
も
、
愛
（
2
）
と
い
う
他
者
へ
と
開
か
れ
た
情
念
を
発
揮
す
る
こ
と
へ
と
向

か
う
の
か
の
決
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
こ
そ
か
か
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
倫
理
的
善
の
決
断
が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
な
る
自
由
意
志

（
二
）
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
、
の
ち
の
カ
ン
ㇳ
の
「
自
律
」
を
準
備
し
て
い
る
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
（
も
ち
ろ
ん
両
者
の
背
景
と
な
る
概
念
装
置
が
大
き
く
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
）。
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＊ 
カ
ド
ワ
ー
ス
の
文
献
は
、『
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
』
に
つ
い
て
は
、C

udw
orth , R

. （ 1678

）. The  True  Intellectual  System
 of  the  U

niverse : 
W

herein  All  the  Reason  and  Philosophy  of  Atheism
 is  C

onfuted , and  Its  Im
possibility  D

em
onstrated , w

ith  a  Treatise  
C

oncerning  Eternal  and  Im
m

utable  M
orality, to  w

hich  are  added , the  N
otes  and  D

issertations  of  D
r . J . L . M

osheim
, trans-

lated  by  J . H
arrison  3vols ., London , Printed  for  T

. Tegg , 1845

を
も
ち
い
た
。
ま
た
、『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
』
と
『
自
由

意
志
論
』
は
次
の
著
作
を
使
用
し
た
。C

udw
orth , R

. （ 1731

）. A
 Treatise  C

oncerning  Eternal  and  Im
m

utable  M
orality  and  a  Treatise  

of  Freew
ill, edited  by  S . H

utton . C
am

bridge : C
am

bridge  U
niversity  Press , 1996 . 

な
お
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
遺
稿
に
つ
い
て
は
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
るThe  C

am
bridge  Platonism

 Sourcebook

を
参
照
し
た
（http ://w

w
w

.cam
bridge -platonism

.
divinity .cam

.ac .uk /texts /results ?docum
ent -type =printed &

author =cudw
orth ,%

20ralph

）
引
用
の
さ
い
に
は
、『
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
』

の
場
合
に
は
、
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
番
号
を
、『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
』
の
方
は
、
巻
数
と
章
数
と
節
数
を
書
い
た
。『
自
由
意
志
論
』

は
ペ
ー
ジ
番
号
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
遺
稿
に
つ
い
て
は
、m
anuscript

数
と
頁
番
号
を
記
し
た
。
ま
た
、
慣
例
に
従
い
、
以
下
の
よ
う
な
略
記
号
を
用
い
た
。

　
『
宇
宙
の
真
の
知
的
体
系
』：TIS

　
『
永
遠
で
不
動
の
道
徳
に
関
す
る
論
考
』：EIM

　
『
自
由
意
志
論
』：TFW

　
『
カ
ド
ワ
ー
ス
遺
稿
』：M

S

〔
付
記
〕

　

本
研
究
は
、
二
〇
一
九
年
度
〜
二
〇
二
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
「
イ
ギ
リ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
系
譜
―
バ
ー
ク
リ
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・

プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
比
較
研
究
」（
課
題
番
号19K

12972

、
研
究
代
表
者
：
竹
中
真
也
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注

（
1
） 

唯
物
論
へ
の
対
抗
策
と
し
て
形
成
的
自
然
が
用
い
ら
れ
た
点
はH

unter  1950 , 200

を
参
照
。

（
2
） 

ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
の
強
い
影
響
が
あ
る
こ
と
はH

utton  1997

に
お
い
て
詳
し
い
。

（
3
） 

こ
の
点
は
原
文
で
は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
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形
成
的
自
然
は
生
命
の
も
っ
と
も
下
位
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
生
命
で
あ
る
か
ぎ
り
で
非
物
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
生
命
は
す

べ
て
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
物
体
〔
身
体
〕
は
、
受
動
的
な
能
力
と
と
も
に
、
固
い
延
長
な
い
し
抵
抗
す
る
嵩
、
た
ん
な
る
外

的
表
面
、
他
の
外
の
他
（aliud  extra  aliud

）
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
そ
れ
に
属
す
る
内
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
自
己
活
動
ま
た
は
生
命

を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
身
体
は
自
分
自
身
を
動
か
す
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
し
て
や
技
巧
を

こ
ら
し
て
自
分
自
身
の
運
動
を
指
示
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
動
物
の
体
の
形
成
に
お
い
て
は
、
全
体
を
方
向
つ
け
る
の

は
、
ひ
と
つ
の
同
じ
も
の
で
あ
る
。
目
を
考
案
し
形
成
す
る
も
の
は
、
耳
を
形
成
す
る
も
の
と
別
個
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
ま

た
、
手
を
作
る
も
の
と
足
を
作
る
も
の
も
別
物
で
は
あ
り
え
な
い
。
静
脈
を
形
成
す
る
の
と
同
じ
も
の
が
、
動
脈
も
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
神
経
を
作
り
出
す
も
の
は
、
筋
肉
や
関
節
を
作
り
出
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
の
自
己
同
一
の
も
の
が
、
有
機
体

全
体
の
観
念
と
完
全
な
型
ま
た
は
土
台
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
が
い
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
物
質

の
い
く
つ
か
の
部
分
は
、
共
通
の
命
令
な
し
に
は
、
単
独
で
作
用
し
て
し
ま
い
、
協
力
す
る
こ
と
も
、
た
が
い
に
連
絡
を
と
る
こ
と
も
で
き
な

い
の
で
、
す
べ
て
の
動
物
の
体
の
よ
う
に
均
一
で
秩
序
あ
る
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
ま
た
は
複
雑
な
構
造
を
構
成
す
る
よ
う
に
協
力
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。（TIS  1 , 252
）

（
4
） 

「
形
成
的
自
然
」
の
働
き
の
例
と
し
て
は
他
に
も
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ば
た
き
、
呼
吸
、
心
臓
や
胃
腸
な
ど
の
運
動
、
蜘
蛛
や
蜂
が

巣
を
作
る
よ
う
な
本
能
的
活
動
や
、
怪
我
か
ら
の
回
復
や
、
歯
の
再
生
や
、
睡
眠
や
食
事
に
よ
る
健
康
の
回
復
な
ど
で
あ
る
（H

utton  2017 , 
475

）。
あ
る
い
は
、
習
慣
に
基
づ
い
て
音
楽
家
が
演
奏
し
踊
り
子
が
舞
う
と
き
の
指
や
足
の
動
き
が
あ
げ
ら
れ
る
。
習
慣
は
こ
の
形
成
的
自
然
に

よ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
眠
っ
て
い
る
間
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

 
 

 
 

わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
魂
そ
れ
自
体
が
、
み
ず
か
ら
が
も
つ
も
の
を
つ
ね
に
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
眠
っ
て
い
る

幾
何
学
者
も
、
自
分
の
幾
何
学
的
な
定
理
と
知
識
の
す
べ
て
を
そ
の
と
き
に
何
ら
か
の
し
か
た
で
も
っ
て
い
る
し
、
眠
っ
て
い
る
音
楽
家
も
自

分
の
音
楽
の
技
術
と
歌
の
す
べ
て
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
同
様
に
し
て
、
魂
が
、
表
立
っ
て
は
意
識
し
て
い
な
い
何
ら
か
の
活
動
を
み

ず
か
ら
の
う
ち
で
実
際
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
な
に
ゆ
え
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
。（TIS  1 , 247

）

（
5
） 

カ
ド
ワ
ー
ス
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
哲
学
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
た
ん
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
い
。
パ
ス
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
彼
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ド
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九
一

は
古
い
哲
学
的
伝
統
と
新
し
い
科
学
の
最
初
の
調
停
者
で
あ
る
（Passm

ore  1951 , 18

）。

（
6
） 
神
と
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
と
も
に
普
遍
を
認
識
す
る
さ
い
に
能
動
的
活
動
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
発
言
も
あ
る
。

 
 

 
 

事
物
に
つ
い
て
必
然
的
に
存
在
す
る
永
遠
の
理
法
（rationes

）、
本
質
、
真
理
が
あ
る
と
肯
定
す
る
こ
と
と
、
無
限
で
全
能
で
永
遠
の
精
神

が
必
然
的
に
存
在
し
、
つ
ね
に
自
分
自
身
や
、
万
物
の
本
質
や
、
そ
れ
ら
の
真
理
を
現
に
〔
現
実
態
に
お
い
て
〕（actually

）
理
解
し
て
い

る
と
言
う
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
、
そ
の
無
限
で
全
能
で
永
遠
の
精
神
こ
そ
が
、
万
物
の
理
法
、
本
質
、
真
理
な
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
事
物
の
理
拠
や
本
質
は
、
彫
像
や
、
世
界
の
ど
こ
か
で
そ
れ
だ
け
で
吊
る
さ
れ
て
い
る
多
く
の
肖
像
や
絵
画
の
よ
う
に
、

死
ん
だ
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
理
も
ま
た
、
本
の
上
に
イ
ン
ク
で
書
か
れ
た
た
ん
な
る
文
章
や
命
題
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
生
き
た

も
の
で
あ
り
、
精
神
や
知
性
の
様
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
知
性
は
本
質
的
か
つ
原
型
と
い
う
あ
り
か
た
で
、
す

べ
て
の
も
の
の
理
法
や
真
理
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
で
創
造
さ
れ
た
知
性
は
、
そ
れ
〔
第
一
知
性
〕
を
派
生
的
に
分
有
し
た
も
の
に
す
ぎ

な
い
し
、
そ
れ
ら
は
模
造
的
な
同
じ
特
徴
を
押
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（EIM

 4 .4 .7 .　

傍
線
の
強
調
は
引
用
者
）

（
7
） 

カ
ド
ワ
ー
ス
に
と
っ
て
善
と
悪
の
区
別
は
、
思
弁
的
知
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
善
を
好
み
悪
を
避
け
る
本
能
に
基
づ
い
て
い
る
点
はD

arw
all  

1995 , 128 ‒30 ; Leech  2017a ; Passm
ore  1951 , 51 ‒67

も
強
調
す
る
。

（
8
） 

「
優
れ
た
理
性
」
の
説
明
に
つ
い
て
は
、Leisinger  2019 , 654

も
参
照
。

（
9
） 

（
2
）
の
愛
は
、
カ
ド
ワ
ー
ス
の
遺
稿
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。「
超
合
理
的
で
超
知
性
的
な
本
能
（a  Svperrational  

&
 Svperintellectuall  Instinct

）」（M
S  4982 , 8

）、「
生
命
的
な
知
性
の
本
能
」、「
…
…
優
れ
た
知
的
な
生
命
的
原
理
」（M

S  4982 , 19 ‒
20

）、「
生
命
的
で
知
性
的
な
本
能
、
あ
る
い
は
神
的
生
命
の
分
有
（a  V

itall  intelecktall  instinkt  or  a  partisipashon  of  the  devine  
life

）」（M
S  4982 , 21

）
と
も
言
い
か
え
ら
れ
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ォ
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ド
ワ
ー
ス
は
「
優
れ
た
理
性
」、「
知
的
本
能
」、「
愛
」
と

い
う
言
葉
を
互
換
的
に
扱
っ
て
い
る
（D

arw
all  1995 , 144

）。

（
10
） 

こ
こ
で
の
「
劣
っ
た
理
性
」
に
つ
い
て
はLeisinger  2019 , 654

に
詳
し
い
。

（
11
） 

こ
の
点
は
、D

arw
all  1995 , 144

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ォ
ル
は
、Passm

ore

が
動
物
的
欲
望
と
劣
っ
た
理
性
の
区
別
を
し
て
お
ら
ず
、

そ
れ
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
12
） 

そ
の
さ
い
、
注
意
す
べ
き
だ
が
、
こ
の
愛
は
知
性
認
識
と
相
い
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
愛
と
い
う
情
念
が
向
か
う
先
の
他
者
を
お
も
う
行
為
は
、



九
二

事
物
の
理
拠
な
し
に
は
お
こ
な
わ
れ
え
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
知
性
認
識
の
内
容
は
、
愛
と
矛
盾
し
な
い
。（
う
そ
を
つ
か
な
い
誠
実
な
ふ
る
ま
い
は
、

う
そ
に
つ
い
て
の
知
性
認
識
を
含
ん
で
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。）
超
知
性
的
な
愛
は
、
不
合
理
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
知
性
認
識
を
受

け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

　

や
や
文
脈
が
変
わ
る
が
、
例
え
ば
、
神
に
お
け
る
（
ひ
い
て
は
人
間
が
目
指
す
べ
き
）
永
遠
不
動
の
正
義
や
不
正
義
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
点
を
カ
ド
ワ
ー
ス
は
論
じ
て
い
る
。

 
 

 
 

こ
ん
な
こ
と
〔
例
え
ば
四
角
形
の
本
性
を
円
の
本
性
に
変
え
る
〕
は
最
も
明
白
に
矛
盾
を
含
意
し
て
お
り
、
矛
盾
す
る
も
の
の
共
存
は
あ
ら
ゆ

る
知
識
と
事
物
の
明
確
な
本
性
（
す
な
わ
ち
理
拠
）
や
思
念
を
破
壊
し
て
し
ま
う
。
い
や
、
矛
盾
を
含
意
す
る
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
神
の
力
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
理
由
は
、
正
義
や
不
正
義
の
よ
う
な
他
の
す
べ
て
の
物
事
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
も
の
も
、
そ
れ
自
身
の
本
性
の
必
然
性
に
よ
っ
て
、
不
動
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（EIM

 1 . 3 . 4 .

）

 

こ
こ
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
正
義
と
不
正
義
に
は
永
遠
で
不
動
の
概
念
が
関
与
す
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
概
念
は
け
っ
し
て
上
述
の
超
知
性
的
愛

を
排
除
し
な
い
し
、
超
知
性
的
愛
の
ほ
う
も
、
こ
う
し
た
概
念
を
排
除
し
な
い
。
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