
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・道
徳
の
根
拠

道
徳
的
規
範
の
妥
当
性
の
基
礎
付
け
に
向
け
て

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
は
、
■
辱
ｇ
Ｂ
Ｒ
”罵
で
あ
る
。
こ

の
問
い
で
問
わ
れ
て
い
る
事
態
の
複
雑
性
に
鑑
み
て
、
道
徳
的
規

範
の
妥
当
性
の
基
礎
付
け
の
作
業
を
、
地
平
論
（第
一節
）
・目
的

塾興
第
二
節
）
・陶
汰
論
（第
二
節
）の
三
層
に
分
け
て
順
次
取
り
組

ん
で
い
き
た
い
。

第
一節
　
地
平
論
ま
た
は
道
徳
的
規
範
の
妥
当
性
の

形
式
的
基
礎
付
け

規
範
と
は
、
特
定
の
行
為
を
選
択
（∽Φ〕Φ８
）
し
、
他
の
可
能

的
行
為
を
陶
汰
（８
】Φｏこ
　
す
る
関
数
的
＝
機
能
的
（ど
８
一ま
‐

●Ｌ
）
な
恒
常
性
で
あ
り
、
規
範
の
妥
当
性
と
は
、
か
か
る
選
択

が
間
主
観
的
に
陶
汰
さ
れ
無
に
帰
す
こ
と
が
な
い
、　
つ
ま
り
選
択

が
選
択
さ
れ
て
い
る
事
態
の
謂
い
で
あ
る
。
選
択
の
選
択
は
恣
意

的
に
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
選
択
さ
れ
る
自
然
の
自
然
な
目甲

一ｌ
Φ
（本
性
ｏ性
質
）
に
依
存
し
て
い
る
。
か
く
し
て
制
約
―
非

制
約
の
関
係
は
、
図
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
円
環
の
輪
を
閉
じ
る
。

水ヽ
　
井
　
俊

哉

と
こ
ろ
で
思
考
も
行
為
で
あ
る
か
ら
、
論
理

法
則
や
言
語
規
則
や
数
学
の
定
理
も
こ
の
意
味

で
の
規
範
で
あ
り
、
道
徳
規
範
は
規
範
の
一
つ

に
過
ぎ
な
い
。
道
徳
規
範
に
特
徴
的
で
あ
る
こ

と
（他
の
規
範
に
対
す
る
種
差
）
は
、
そ
れ
が

他
者
の
利
益
の
尊
重
に
係
わ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
Λ
ヨ
辱
ｇ
ヨ
９
巴
や
∨
と
い

う
問
い
は
、
な
ぜ
私
は
、
自
分
の
利
益
を
（あ

く
ま
で
も
差
し
当
っ
て
は
で
あ
る
が
）
犠
牲
に

し
て
ま
で
も
他
者
の
利
益
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
に
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
道
徳
的
葛
藤
が
全
て
利

己
主
義
と
利
他
主
義
の
対
立
で
あ
る
わ
け
で
は

な
い
。
「例
え
ば
、
必
ず
礫
に
処
せ
ら
れ
る
こ

と
を
知
り
つ
つ
、
村
民
の
た
め
に
暴
虐
な
代
官

を
暗
殺
し
よ
う
と
す
る
場
面
で
は
、
他
者
の
利

選択を選択する
nature

選択される
nature

選択が選択されること
(妥当性)

選択するシステム
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害
や
巧
利
性
の
追
求
と
い
う
利
他
的
動
機
が
、
∧
殺
す
な
∨
と
い

う
道
徳
の
要
求
と
衝
突
し
て
い
る
」は
。
し
か
し
も
し
私
が
道
徳

的
で
あ
る
必
要
が
な
い
の
な
ら
、　
つ
ま
り
も
し
他
の
村
民
の
た
め

に
自
分
の
生
命
を
犠
牲
に
し
な
く
て
も
よ
い
の
な
ら
ば
、
村
民
の

た
め
に
暴
虐
な
代
官
を
暗
殺
し
て
も
よ
い
の
か
否
か
と
い
う

さ
ら
な
る
問
い
は
、
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
王
が
禿
げ
頭
か
否
か

と
い
う
問
い
が
無
意
味
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
無
意
味
に
な
る
。

従
っ
て
、
利
他
ゆ
え
の
利
己
の
制
限
の
正
当
化
が
、
道
徳
哲
学
に

と
っ
て
（全
て
の
と
は
言
わ
な
い
が
）
最
も
根
本
的
な
課
題
と
な

スυ９台■
〓Ч
ｇ
Ｂ
Ｒ
ユ
や
こ
と
い
う
問
い
に
答
え
る
前
に
、
問
い
の

地
平
構
造
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
問
い
は
、
常
に
そ
の

不
確
定
性
の
制
約
と
し
て
地
平
を
持
つ
。
例
え
ば
「君
の
家
の
屋

根
は
何
色
？
」
と
い
う
問
い
は
、
有
色
性
の
地
平
の
上
に
立
て
ら

れ
て
お
り
、
答
え
と
な
る
命
題
関
数
「私
の
家
の
屋
根
は
Ｘ
色
で

あ
る
」
の
変
項
Ｘ
に
「若
手
ゼ
ミ
」
を
入
れ
る
こ
と
は
、
間
う
人

が
全
く
予
想
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
代
入
す
れ
ば
、
そ

の
命
題
は
偽
と
い
う
よ
り
も
無
意
味
に
な
る
。
有
色
性
の
地
平
に

お
い
て
、
赤
色
か
青
色
か
緑
色
か
と
い
う
選
択
肢
が
、
従
っ
て
選

択
す
る
機
能
＝
関
数
で
あ
る
意
味
シ
ス
テ
ム
が
可
能
と
な
る
。

さ
て
、
Ｒ
ヨ
〓Ч
ｇ
日
Ｒ
Ｌ
ゃ
ョ
と
い
う
問
い
は
、
言
語
に
よ
っ

て
答
え
ら
れ
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
る
。
道
徳
の
地
平
は
、
言
語

が
持
つ
本
質
的
な
制
約
、
即
ち
普
遍
化
可
能
性
曾
目̈
お
『８
計
３
７

〓ご
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ミ
ヨ
辱
ｇ
日
Ｒ
Ｌ
や〓の
問
い
は
、

こ
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
解
か
れ
る
べ
く

方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
。
普
遍
化
可
能
性
の
お
か
げ
で
、
ま
ヨ
辱

ｇ
８
９
Ｌ
一
こが
Ｒ
ヨ
〓て
３
８
こ
】ｇ
日
Ｒ
Ｌ
ゃ
．ヽの
省
略
な
の

か
、
＾^
ヨ
ずヽ
３
８
〓
〓
Φ
ｇ
ヨ
８
Ｌ
一
、̈
の
省
略
な
の
か
、
と
い

う
本
来
重
要
で
あ
っ
た
は
ず
の
区
別
が
重
要
で
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
普
遍
化
可
能
性
は
「私
」
を
い
か
な
る

意
識
主
体
に
対
し
て
も
自
分
を
指
示
す
る
の
に
使
う
こ
と
を
可
能

な
ら
し
め
る
の
で
、
「私
」
は
容
易
に
「我
々
」
に
転
化
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
普
遍
化
と
は
、
個
別
的
指
令
の
３
８
∽一計
を
、
①

冠
頭
標
準
形
が
全
称
記
号
で
始
ま
り
、
②
述
語
記
号
が
普
遍
的
で

③
個
体
定
項
を
全
く
含
ま
な
い
命
題
に
書
き
替
え
た
上
で
、
そ
れ

に
命
令
の
３
“∽一き
を
付
与
す
る
操
作
の
こ
と
で
あ
る
が
、
利
他

性
を
否
定
し
た
利
己
主
義
の
指
令
も
、
利
己
性
を
否
定
し
た
利
他

主
義
の
指
令
も
、
普
遍
化
さ
れ
る
と
自
己
矛
盾
を
犯
す
こ
と
に
な

る
。
取
る
に
足
ら
な
い
額
と
は
い
え
、
す
き
あ
ら
ば
脱
税
を
や
っ

て
い
る
小
市
民
も
、
憤
然
と
し
て
金
丸
脱
税
事
件
を
非
難
す
る
も

の
だ
が
、
お
の
れ
の
云
為
が
言
語
の
明
る
み
に
照
ら
さ
れ
る
や
い

な
や
、
「脱
税
は
し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
か
つ
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
自
己
矛
盾
に
苦
し
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
信
者
に
主
体
性
と

利
己
心
の
放
棄
を
説
教
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
腹
を
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肥
や
す
宗
教
家
の
場
合
、
週
刊
誌
に
書
か
れ
た
ぐ
ら
い
で
は
こ
た

え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
者
に
極
端
な
利
他
主
義
を
説
く

こ
と
が
、
不
当
な
利
己
主
義
の
裏
返
し
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
普
遍
化
を
通
し
て
利
他
主
義
と
利
己
主
義
の
均
衝

が
と
れ
る
と
き
、
社
会
全
体
の
、
と
同
時
に
社
会
の
各
成
員
の
利

益
が
最
大
限
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
簡
単
に
理
解
さ
れ
る
。

ａ
ヨ
〓Ч
ｇ
ヨ
９
２
一
こ
は
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
常
識
的
な
こ

と
を
尋
ね
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、

「密
室
で
の
実
害
な
き
」
１２
反
道
徳
的
利
己
的
行
為
を
な
ぜ
し
て

は
い
け
な
い
の
か
、
と
い
う
∧
私
∨
が
抱
く
前
言
語
的
な
疑
間
で

あ
る
。
∧
私
∨
と
は
、
超
越
論
的
意
識
で
は
な
い
個
別
的
な
経
験

的
意
識
で
あ
る
が
ぃ
、
他
で
は
な
い
こ
の
自
分
を
指
す
の
に
使
わ

れ
る
ｏ普
遍
的
な
概
念
で
は
な
い
ｏ本
来
言
語
に
よ
っ
て
表
現
で

き
な
い
概
念
で
あ
る
。
無
意
識
が
他
者
で
あ
る
よ
う
に
、
∧
私
∨

は
「私
」
の
他
者
で
あ
る
。
言
語
が
個
別
性
を
示
す
た
め
に
作
っ

た
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ス
で
あ
る
「イ
マ
・
コ
コ
」
も
、
時
空
体
の
い
か

な
る
ポ
イ
ン
ト
を
も
指
示
し
う
る
か
ら
却
っ
て
最
も
普
遍
的
で
あ

る
、
と
い
う
言
い
古
さ
れ
た
議
論
を
想
い
起
こ
す
ま
で
も
な
く
、

個
別
性
は
言
語
の
外
部
に
あ
る
。
言
語
は
自
分
の
外
部
を
語
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
自
分
の
地
平
Ｑ
検
ｅヽヽ
限
界
）
を
内
部
か
ら

示
す
こ
と
が
で
き
る
。
言
語
の
限
界
が
世
界
の
限
界
で
あ
る
。
言

語
以
前
の
物
自
体
は
無
意
味
で
あ
っ
て
、
有
意
味
性
の
諸
可
能
性

の
総
体
と
し
て
の
世
界
の
彼
岸
に
あ
る
。

世
界
と
そ
の
外
部
と
を
区
別
す
る
地
平
（〓
Ｒ
いざ
ュ
）
と
シ
ス

テ
ム
と
そ
の
環
境
と
を
区
別
す
る
境
界
（〇
『Φ●ぶ
）
は
区
別
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
が
有
意
味
／
無
意
味
の
選
択
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
後
者
は
有
意
味
性
の
地
平
に
お
い
て
初
め
て
可
能
と
な

る
真
／
偽
の
妥
当
性
に
関
す
る
選
択
で
あ
る
。
道
徳
に
話
を
限
定

す
る
な
ら
ば
、
悪
に
対
し
て
善
を
選
択
す
る
機
能
＝
関
数
が
道
徳

的
な
人
格
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
い
か
な
る
善
／
悪
の
区
別
が
妥
当

で
あ
る
か
を
選
択
す
る
機
能
＝
関
数
が
メ
タ
倫
理
学
的
な
判
断
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
倫
理
的
な
無
意
味
で
あ
る
狂
気
は
、
悪
な
の
で

は
な
く
て
善
悪
の
区
別
そ
の
も
の
の
否
定
で
あ
り
、
地
平
の
外
部

（善
悪
の
彼
岸
）
に
あ
る
。
法
律
的
に
も
狂
人
は
、
悪
し
き
犯
罪

者
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
ず
、
精
神
病
院
と
い
う
《
我
々
Ｖ
の
外
部

へ
と
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

但
し
、
非
道
徳
的
に
行
為
す
る
こ
と
自
体
は
狂
気
で
は
な
い
し
、

物
理
的
な
出
来
事
と
し
て
矛
盾
を
含
ん
で
も
い
な
い
。
非
道
徳
的

な
行
為
・他
者
か
ら
さ
れ
た
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
分
は
や
り

た
い
行
為
・
（普
遍
化
に
よ
っ
て
人
称
別
差
異
を
抹
殺
し
て
表
現

す
る
と
）
す
べ
き
で
は
な
い
が
す
る
行
為
、
こ
こ
に
矛
盾
を
認
め

な
い
と
き
、
お
よ
そ
区
別
す
る
能
力
（分
別
）
を
持
た
な
い
と
き
、

そ
れ
は
狂
気
と
呼
ば
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
無

意
識
に
は
矛
盾
律
は
適
用
さ
れ
な
い
。
理
性
（道
徳
的
言
説
）
の

-28-―



光
に
照
ら
さ
れ
て
は
じ
め
て
矛
盾
が
あ
ら
わ
に
な
り
、　
″良
心
の

呵
責
″
が
始
ま
る
。
∧
私
∨
は
私
の
他
者
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
規

範
を
犯
し
て
非
難
さ
れ
る
人
は
、
部
下
の
失
敗
の
責
任
を
負
わ
さ

れ
る
上
司
に
喘
え
ら
れ
る
。

理
性
と
は
、
普
遍
的
な
意
味
（選
択
）
の
能
力
で
あ
る
が
、
意

味
の
示
差
性
の
ゆ
え
に
区
別
の
能
力
で
も
あ
る
。
区
別
す
る
能
力

（理
性
）
は
区
別
し
な
い
能
力
（狂
気
）
か
ら
区
別
す
る
能
力
を

区
別
す
る
が
、
区
別
し
な
い
能
力
は
区
別
す
る
能
力
か
ら
区
別
し

な
い
能
力
を
区
別
し
な
い
。
こ
の
非
対
称
性
が
理
性
の
狂
気
に
対

す
る
優
位
の
全
て
で
あ
る
。
我
々
は
有
意
味
／
無
意
味
の
区
別
を

通
し
て
理
性
の
地
平
を
確
定
し
た
。
こ
れ
が
道
徳
的
規
範
の
妥
当

性
の
形
式
的
基
礎
付
け
で
あ
る
。
次
に
こ
の
地
平
の
内
部
で
善
／

悪
の
区
別
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
二
節
　
目
的
論
ま
た
は
道
徳
的
規
範
の
妥
当
性
の

実
質
的
基
礎
付
け

こ
こ
に
掲
げ
た
目
的
論
は
、
行
為
者
は
常
に
目
的
志
向
的
に
行

為
す
る
と
主
張
す
る
行
為
論
的
な
説
明
の
理
論
で
は
な
い
。
我
々

行
為
者
は
、
む
し
ろ
さ
し
あ
た
り
は
、
習
慣
・気
分
・感
情
で
行

為
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
く
、
常
に
目
的
を
意
識
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
選
択
の
妥
当
性
が
怪
し
く
な
っ
た
と
き
、
人

は
目
的
概
念
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
目
的
論
的
倫
理

学
の
理
念
は
、
厳
密
な
学
と
し
て
の
倫
理
学
で
あ
る
に
。

道
徳
規
範
の
基
礎
付
け
へ
と
ひ
と
を
動
機
付
け
る
状
況
と
し
て
、

①
後
悔
と
②
他
者
へ
の
説
得
の
二
つ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

後
悔
に
は
規
範
に
従
わ
な
か
っ
た
ゆ
え
の
後
悔
の
み
な
ら
ず
、
規

範
に
従
っ
た
ゆ
え
の
後
悔
も
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
、
た
ん
に
規

範
を
変
更
す
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
悔
の

過
去
―
現
在
関
係
は
、
現
在
―
未
来
関
係
へ
と
予
持
的
に
転
化
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
範
へ
の
懐
疑
と
基
礎
付
け
の
必
要
性
を

生
じ
さ
せ
る
。
時
間
と
は
他
な
る
も
の
へ
の
変
化
で
あ
る
か
ら
、

後
悔
に
よ
っ
て
動
機
付
け
ら
れ
た
、
現
在
遵
守
し
て
い
る
規
範
の

基
礎
付
け
と
は
、
未
来
に
お
け
る
「私
」
と
い
う
可
能
的
他
者
に

対
す
る
説
得
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
①
の
時
間

に
お
け
る
可
能
的
他
者
性
の
排
除
で
あ
れ
、
②
の
間
主
観
性
に
お

け
る
可
能
的
他
者
性
の
排
除
で
あ
れ
、
道
徳
規
範
の
基
礎
付
け
ヘ

と
人
を
動
機
付
け
る
の
は
、
「私
」
の
行
為
企
投
が
《
他
の
よ
う

で
も
あ
り
う
る
》
不
確
定
性
に
晒
さ
れ
た
時
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
で
あ
ろ
う
。
可
能
的
他
者
性
が
排
除
さ
れ
、
《
他
の
よ
う
で
は

あ
り
え
な
い
》
必
然
性
が
得
ら
れ
た
と
き
、
規
範
は
基
礎
付
け
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。
後
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
基
礎
付
け
と

は
複
雑
性
を
縮
減
す
る
複
雑
性
の
縮
減
な
の
で
あ
る
。

三
階
の
複
雑
性
の
縮
減
は
第
二
節
に
回
し
て
、
ま
ず
一階
の
複

雑
性
の
縮
減
か
ら
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
行
為
の
妥
当
性
に
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関
す
る
《
他
の
よ
う
で
も
あ
り
う
る
Ｖ
複
雑
性
は
、
そ
の
行
為
が

目
的
（欲
求
さ
れ
て
い
る
事
態
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
縮
減
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
、
最
初
に
言
っ

た
よ
う
に
、
価
値
観
や
感
情
や
「
”Ｂ
”
旨
ｏ３
２
ご
や
規
則
と
は

意
識
さ
れ
な
い
規
則
（習
慣
）
に
従
っ
て
行
為
決
定
す
る
こ
と
も

あ
る
。
し
か
し
そ
の
妥
当
性
が
他
性
に
よ
っ
て
脅
さ
れ
た
時
、
や

は
り
我
々
は
目
的
に
訴
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
規
範
の
基

礎
付
け
に
あ
た
っ
て
、
価
値
か
ら
出
発
す
べ
き
か
、
当
為
か
ら
出

発
す
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
倫
理
学
上
の
立
場
が
別
れ
る
の
で
あ
る

が
、
ど
ち
ら
も
目
的
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
与
件
で
あ

る
。
価
値
と
は
目
的
へ
の
適
合
性
と
い
う
関
係
概
念
で
あ
っ
て
、

行
為
や
事
態
が
内
在
的
に
持
つ
ク
ォ
リ
テ
ィ
で
は
な
い
。
す
る
ベ

き
行
為
の
目
的
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
目
的
が
価
値
を
持
つ
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
目
的
が
よ
り
高
次
の
目
的
へ
の
適
合
性
を
持
っ
て
い

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
約
―
被
制
約
の
系
列
を

遡
及
し
て
行
け
ば
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
欲
求
さ
れ
て
い
る
（も

ち
ろ
ん
副
次
的
に
他
の
目
的
の
手
段
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
）
最

終
的
諸
目
的
（お
よ
び
そ
れ
と
相
関
す
る
諸
欲
求
）
を
見
出
す
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
最
終
的
諸
目
的
を
整
合
的
に
最
大

限
実
現
す
る
こ
と
が
究
極
目
的
で
あ
る
、
と
概
念
分
析
的
に
判
断

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
最
終
的
諸
目
的
を
整
合
的
に

最
大
限
実
現
す
る
の
は
ジ
ス
テ
ム
で
あ
る
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
の
維

持
発
展
が
究
極
目
的
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
究
極
目
的
は
、
シ
ス
テ
ム
論
的
に
定
式
化
す
れ
ば
、
複
雑
性
の

増
大
に
よ
る
複
雑
性
の
縮
減
で
あ
り
、
こ
れ
が
全
て
の
価
値
と
当

為
の
判
定
基
準
と
な
る
。

欲
望
を
満
た
す
こ
と
は
、
空
白
を
満
た
す
こ
と
に
輸
え
ら
れ
る

が
、
空
白
を
満
た
す
（複
雑
性
を
縮
減
す
る
）
た
め
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
空
白
を
作
っ
て
（複
雑
性
を
増
大
さ
せ
て
）
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
欲
望
に
空
白
を
感
じ
な
い
存
在
者
は
欲
望

を
満
た
す
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
は
幸
福

で
も
不
幸
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
我
々
非
平
衝
シ
ス
テ

ム
は
、
無
秩
序
へ
と
向
か
う
自
然
の
流
れ
に
抗
し
て
秩
序
化
を
行

わ
な
け
れ
ば
存
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
こ
の

秩
序
化
機
能
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
こ
と
は
、
究
極
目
的
に
は
、
し
た

が
っ
て
目
的
の
総
体
に
は
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち

ょ
う
ど
物
体
の
総
体
に
重
さ
が
な
い
よ
う
に
、
目
的
の
総
体
に
も

価
値
が
な
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
重
さ
な
る
フ
ァ
イ
ノ
メ

ノ
ン
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
価
値
な
る
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ

ン
も
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
リ
パ
ラ
ド
キ
シ

カ
ル
で
は
な
い
表
現
を
す
れ
ば
、
欲
求
を
満
た
す
物
に
は
価
値
は

あ
る
が
、
欲
求
そ
の
も
の
（あ
る
い
は
欲
求
を
満
た
す
こ
と
そ
れ
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自
体
）
に
は
価
値
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
価
値
の
基
礎

付
け
に
関
し
て
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
相
レ
ヴ

ェ
ル
で
我
々
が
感
じ
て
い
る
価
値
の
背
後
に
《
真
の
価
値
》
《
本

当
の
善
さ
》
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
全
て

の
欲
望
を
消
し
去
っ
た
と
こ
ろ
に
、
心
の
安
ら
ぎ
と
真
の
幸
福
が

あ
る
な
ど
と
い
う
説
教
に
、
我
々
は
も
は
や
耳
を
傾
け
る
必
要
は

な
い
。
欲
望
を
否
定
す
る
も
の
も
欲
望
で
あ
り
、
我
々
は
欲
望
と

い
う
道
徳
の
質
料
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
も

し
直
接
的
な
欲
望
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
規
範
が

文
法
的
に
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
「心
の
欲
す
る
所
に
従
い
て
矩
を
喩
ず
」
と
日
う
君

主
に
は
、
「べ
し
」
が
意
識
さ
れ
な
い
。
当
為
は
直
接
的
所
与
性

の
超
越
を
要
求
す
る
。
但
し
そ
れ
は
欲
望
の
超
越
で
は
な
く
て
、

欲
望
に
お
け
る
超
越
で
あ
る
。
「欲
望
を
満
た
し
て
も
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
」
と
い
う
疑
間
が
消
滅
し
て
も
、
な
お
「ど
の
よ
う
に

欲
望
を
満
た
せ
ば
、
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
さ
ら
に
可
能
と
な
る

の
か
」
と
い
う
未
規
定
性
の
地
平
が
残
る
。

そ
こ
で
我
々
に
は
、
現
相
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
留
ま
っ
て
《
く
す盟

い∽
８
∽い轟
げＦ
》
で
は
な
く
て
《
■〓性
お
お
∽いお
ヽ
》
を
分
析

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
但
し
欲
望
は
多
様
で
あ
る
か
ら
、
欲

望
の
可
能
的
諸
形
態
の
複
雑
性
を
縮
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
二
大
欲
望
は
、
食
欲
と
性
欲
、
よ

り
精
確
に
は
、
①
個
体
保
存
欲
求
と
、
②
種
保
存
欲
求
で
あ
る
が
、

こ
の
ど
ち
ら
も
人
間
と
い
う
有
機
体
シ
ス
テ
ム
の
維
持
発
展
（複

雑
性
の
増
大
に
よ
る
複
雑
性
の
縮
減
）
で
あ
る
。
個
体
レ
ヴ
ェ
ル

で
は
、
有
機
体
（生
命
）
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
新
陳

代
謝
と
い
う
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
増
大
に
よ
る
ネ
ゲ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の

産
出
で
あ
る
。
種
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
生
殖
に
よ
っ
て
ネ
ゲ
ン
ト
ロ

ピ
ー
の
諸
可
能
性
（複
雑
性
を
縮
減
す
る
複
雑
性
）
を
増
大
さ
せ

つ
つ
、
淘
汰
に
よ
っ
て
そ
の
複
雑
性
を
縮
減
す
る
が
、
生
存
競
争

に
お
け
る
生
存
と
は
複
雑
性
の
縮
減
で
あ
る
か
ら
、
種
レ
ヴ
ェ
ル

で
の
複
雑
性
の
縮
減
は
個
体
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
複
雑
性
の
縮
減
を
逆

照
射
し
て
い
る
。
①
と
②
の
肉
体
的
欲
求
の
ほ
か
に
、
同
じ
く
個

体
化
／
全
体
化
の
論
理
的
区
別
に
基
づ
い
て
、
③
自
己
実
現
欲
求

と
、
④
他
者
交
際
欲
求
と
で
も
呼
べ
ば
よ
い
精
神
的
欲
求
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
肉
体
的
欲
求
を
満
た
す
こ
と
は
精
神
的
欲
求

が
存
在
す
る
た
め
の
レ
ア
ー
ル
な
条
件
で
あ
る
が
、
後
者
を
労
働

を
通
し
て
満
た
す
こ
と
が
前
者
を
満
た
す
こ
と
を
帰
結
す
る
。
労

働
は
人
類
史
の
進
化
と
と
も
に
分
業
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と

共
に
様
々
な
労
働
が
可
能
と
な
る
（複
雑
性
の
増
大
）
が
、
個
人

は
そ
の
う
ち
の
一
つ
を
選
択
し
、
そ
の
結
果
諸
個
人
の
労
働
は
特

殊
化
さ
れ
・限
定
さ
れ
、
仕
事
の
能
率
は
上
昇
し
て
行
く
（複
雑

性
の
縮
減
）。
③
と
④
は
、
こ
の
協
働
に
お
け
る
複
雑
性
の
増
大

と
複
雑
性
の
縮
減
に
対
応
す
る
。
も
ち
ろ
ん
③
も
④
も
コ
ミ
ュ
ニ
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ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
自
体
複
雑
性
の
増
大
に

よ
る
複
雑
性
の
縮
減
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
に
対
し
て
は
、
既
に
大
庭
氏
か
ら
「複
雑
性
概
念

の
イ
ン
フ
レ
」
と
い
う
評
を
頂
い
て
い
る
が
、
実
際
私
の
解
釈
で

は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
お
う
と
も
、
そ
れ
は
複
雑
性
の
増
大
に

よ
る
複
雑
性
の
縮
減
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
行
為
選
択
の

基
準
に
は
な
ら
な
い
。
我
々
の
究
極
目
的
は
、
人
―
間
シ
ス
テ
ム

の
維
持
発
展
で
あ
っ
た
か
ら
、
す
る
べ
き
行
為
と
は
、
そ
の
複
雑

性
の
増
大
に
よ
る
複
雑
性
の
縮
減
が
、
さ
ら
な
る
複
雑
性
の
増
大

に
よ
る
複
雑
性
の
縮
減
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
オ
ー
ト
ポ
イ

エ
ー
シ
ス
を
持
っ
た
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
し
き
行
為

は
、
シ
ス
テ
ム
の
存
立
を
危
う
く
し
、
そ
の
悪
し
き
行
為
を
す
る

こ
と
自
体
が
不
可
能
に
な
る
。

な
お
行
為
の
様
々
な
可
能
性
と
い
う
点
で
、
善
い
行
為
し
か
存

在
し
な
い
世
界
よ
り
も
悪
い
行
為
も
存
在
す
る
世
界
の
ほ
う
が
よ

り
多
く
の
複
雑
性
を
持
つ
の
だ
が
、
∧
善
い
行
為
を
選
ぶ
＝
悪
い

行
為
を
選
ば
な
い
∨
こ
と
は
、
そ
の
複
雑
性
を
縮
減
す
る
が
ゆ
え

に
善
い
の
で
あ
る
。
も
し
始
め
か
ら
悪
い
行
為
の
可
能
性
が
な
い

の
な
ら
、
「善
い
行
為
」
は
「善
い
」
と
い
う
価
値
を
持
た
な
い

で
あ
ろ
う
。
増
大
さ
せ
た
上
で
縮
減
す
る
と
い
う
一見
無
駄
な
迂

回
を
重
ね
る
こ
と
（ヘ
ー
ゲ
ル
謂
う
所
の
、
疎
外
と
そ
の
克
服
を

通
し
て
の
教
養
の
プ
ロ
セ
ス
）
が
、
分
化
と
文
明
の
全
て
な
の
で

あ
る
。

最
後
に
、我
々
の
目
的
論
的
倫
理
学
が
、功
利
主
義
（目
的
論
的

倫
理
学
）
で
は
な
い
、　
つ
ま
り
超
越
論
的
で
あ
っ
て
経
験
的
で
は

な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
感
覚
が
錯
覚
し
う
る
よ
う
に

欲
求
も
錯
覚
し
う
る
。
も
し
当
為
命
題
の
確
実
性
を
得
よ
う
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
従
来
の
功
利
主
義
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
直
接

的
な
欲
求
の
充
足
を
所
与
の
目
的
と
み
な
し
た
う
え
で
、
そ
れ
の

手
段
を
探
す
の
で
は
な
く
て
、
直
接
的
所
与
性
を
越
え
て
そ
の
根

拠
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
も
そ
も
「最
大
多
数
の

最
大
幸
福
」
と
い
う
概
念
は
無
規
定
的
で
あ
り
、
「幸
福
」
な
り

「快
楽
」
な
り
は
欲
求
に
と
っ
て
派
生
的
で
あ
っ
て
判
断
の
理
由

に
は
な
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
概
念
は
選
択
の
基
準
に
な
ら

な
い
し
、
正
当
化
の
根
拠
に
も
な
ら
な
い
。
欲
求
を
満
た
し
た
結

果
で
は
な
く
、
欲
求
の
志
向
内
容
へ
と
目
を
転
じ
る
と
き
、
快
楽

の
数
量
的
計
算
（そ
れ
は
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
る
）
で
は
な
く

て
、
目
的
の
概
念
的
な
推
論
へ
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
だ

が
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
目
的
論
的
倫
理
学
が
な
ぜ
超
越
論
的
で

あ
る
か
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
超
越
論
的
と
は
そ
も
そ
も

二
階
の
反
省
規
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
次
節
で
扱
う
三
階

の
選
択
で
あ
る
淘
汰
の
問
題
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節
　
淘
汰
論
ま
た
は
道
徳
的
規
範
の
究
極
的
基
礎
付
け
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こ
こ
で
淘
汰
論
と
呼
ぶ
も
の
は
、
選
択
し
う
る
と
い
う
こ
と
は

そ
の
選
択
す
る
こ
と
が
選
択
さ
れ
う
る
と
主
張
す
る
重
層
的
選
択

説
の
こ
と
で
あ
る
。
重
層
的
選
択
を
通
し
て
悪
し
き
存
在
者
は
滅

び
、
善
き
存
在
者
は
生
き
延
び
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
善
き
存
在
者
と

は
、
定
義
的
に
生
き
延
び
う
る
存
在
者
で
あ
る
か
ら
だ
。
外
在
的

原
因
に
よ
っ
て
、
生
存
能
力
が
な
い
存
在
者
が
た
ま
た
ま
生
き
延

び
る
こ
と
も
あ
る
が
、
長
期
的
に
生
き
延
び
る
例
外
は
、
統
計
学

的
に
見
て
無
視
し
う
る
数
で
あ
る
。

淘
汰
は
、
全
て
の
存
在
者
が
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
こ
と
が
生
き
延
び
る
と
い
う
オ
ー

ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
を
帰
結
す
る
。
つ
ま
り
《
妥
当
性
の
サ
バ
イ
バ

ル
》
と
《
サ
バ
イ
バ
ル
の
妥
当
性
》
の
間
に
相
互
産
出
的
な
共
犯

関
係
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
「い
か
な
る
主
張
で
あ
れ
、
生
き
残

る
こ
と
が
そ
れ
の
妥
当
性
だ
」
と
い
う
主
張
の
妥
当
性
は
、
そ
の

妥
当
性
を
主
張
す
る
存
在
者
が
生
き
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
残

る
の
で
あ
る
。
も
し
今
生
き
延
び
る
こ
と
を
欲
し
な
い
存
在
者
が

現
れ
て
、
「な
ぜ
淘
汰
さ
れ
死
に
絶
え
る
こ
と
が
悪
な
の
か
？
」

と
反
論
し
た
な
ら
ば
、
彼
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
論
証
を
す
る
こ

と
は
極
め
て
困
難
（恐
ら
く
不
可
能
）
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々

は
、
こ
の
「な
ぜ
？
な
ぜ
？
」
と
し
つ
こ
く
迫
り
寄
る
反
論
者
と

真
面
目
に
議
論
し
て
、
そ
の
異
論
を
論
駁
す
る
必
要
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
仮
定
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
反
論
者
は
放
っ
て
置
け
ば

そ
の
存
在
ご
と
消
え
て
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
淘
汰
論
は
弱
肉
強
食
の
熾
烈
な
競
争
社
会
を
イ
デ

ー
と
し
て
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「淘
汰
」
の
概
念
は

も
っ
と
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
弱
者
の
互
助
的
な

集
団
主
義
が
強
者
の
「孤
高
な
」
個
人
主
義
を
打
ち
負
か
す
こ
と

に
成
功
す
る
な
ら
ば
、
前
者
の
ほ
う
が
後
者
よ
り
も
よ
り
大
き
な

競
争
力
を
持
つ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
我
々
の
淘
汰

論
を
ナ
チ
ズ
ム
の
優
生
学
的
選
民
思
想
な
ど
と
混
同
す
る
べ
き
で

も
な
い
。
ナ
チ
ズ
ム
の
進
化
論
は
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
「生

存
競
争
」
で
淘
汰
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
今
日
の
淘
汰
論
が
こ
れ
に

範
を
仰
ぐ
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
淘
汰
概
念
が
内

容
空
虚
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
い
か
な
る
選
択
が
選
択
さ
れ
る
か
は

ど
の
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
も
不
確
定
に
留
ま
る
。　
一者
が
全
て
を

で
は
な
く
て
、
全
て
が
全
て
を
確
定
す
る
が
ゆ
え
に
全
て
の
要
素

に
と
っ
て
全
て
が
不
確
定
で
あ
る
。
し
か
し
ど
の
要
素
も
そ
れ
が

要
素
で
あ
る
限
り
全
て
に
関
与
す
る
。

こ
の
よ
う
に
淘
汰
は
不
確
定
性
の
地
平
に
お
い
て
成
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
性
に
関
す
る
不
可
知
論
（基
礎
付
け
の

放
棄
）
を
直
ち
に
は
意
味
し
な
い
。
ま
ず
第
一に
我
々
は
、　
一階

の
選
択
（目
的
論
的
判
断
）
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
合
理
的
な
議

論
が
で
き
る
。
だ
が
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
が
破
綻
し
た
と
き
、

そ
こ
か
ら
先
は
力
と
力
の
勝
負
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
三
階
の
選
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択
（淘
汰
）
は
恣
意
的
に
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
目
的
的

な
秩
序
を
持
つ
。
選
択
を
選
択
す
る
規
定
契
機
が
、
自
ず
と
然
る

べ
く
自
己
組
織
化
す
る
超
個
体
的
権
力
秩
序
＝
《
●性
民
Φ》
で
あ

る
こ
と
の
洞
察
が
超
越
論
的
目
的
論
で
あ
る
１５
０

超
越
論
的
哲
学
と
は
　
認
識
の
自
己
吟
味
を
通
し
て
、
対
象
の

認
識
に
先
立
っ
て
＝
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
の
可
能
性
の
制
約
（自

然
の
合
規
則
性
）
を
反
省
す
る
学
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
既

に
目
的
論
は
統
制
的
原
理
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
た
。
も
し
自
然

が
全
く
で
た
ら
め
な
無
秩
序
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
普
遍
的
な

能
力
を
持
っ
た
理
性
的
存
在
者
は
生
き
延
び
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
超
越
論
的
観
念
論
の
テ
ー
ゼ
か
ら
、
も

し
《
我
々
》
が
存
在
し
な
い
な
ら
、
意
識
の
相
関
項
で
あ
る
自
然

（超
越
論
的
客
観
）
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。

し
か
し
ま
さ
に
我
々
理
性
的
存
在
者
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
自

然
の
合
目
的
性
は
想
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
は
〓
ョ
辱
ｇ
８
９
Ｌ
一
こで
あ
っ

た
「
こ
の
問
い
は
Ｒ
ョ
辱
８
】段
】資
こ
と
い
う
問
い
と
同
様
、

そ
の
問
い
を
問
い
う
る
こ
と
が
そ
の
問
い
の
答
え
と
な
る
問
い
で

あ
り
、
そ
れ
以
上
の
議
論
は
で
き
な
い
。
し
か
し
も
し
「道
徳
の

基
礎
」
と
い
う
問
題
が
、
地
平
論
で
処
理
さ
れ
う
る
以
上
の
こ
と

を
求
め
る
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
が
立
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
い
は
、
．
■
辱
ぎ
日
Ｒ
Ｌ
ゃ
毬よ
り
も
む
し
ろ

国^
ｏ■
８
８
Ｒ
Ｌ
電
串
ざ
■
８
５
■Φ
含）〓
２
ぃ６
●
。で
あ
っ
て
、

か
く
し
て
目
的
論
と
淘
汰
論
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
そ
の
結
論

で
あ
る
自
然
の
合
目
的
性
秩
序
の
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
の
理
解

は
、
最
初
の
問
い
で
あ
る
＾
■
〓Ч
ぎ
日
９
２
●
の̈
解
明
に
寄
与

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。

註
ほ
　
大
庭
健
他
編
『道
徳
の
理
由
―
ョ
辱
ぎ
８
９
”馬
―
』

（昭
和
堂
。
一九
九
二
年
）
３５
頁
。

例
　
土
屋
貴
志
氏
は
、
大
庭
氏
が
当
初
「密
室
で
の
実
害
な
き
違

反
」
を
想
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
結
論
部
に
お
い
て
、
そ
れ
が

人
の
間
の
解
体
や
社
会
の
ア
ノ
ミ
ー
化
を
も
た
ら
す
他
人
の
尊

厳
を
踏
み
に
じ
る
生
き
方
だ
と
し
た
こ
と
を
「フ
ェ
ア
で
な
い
」

と
批
判
す
る
（
『道
徳
の
理
由
』
３２
頁
）。　
し
か
し
大
庭
氏
が

問
題
に
し
て
い
た
の
は
「密
室
で
か
つ
実
害
の
な
い
違
反
」
で

は
な
く
て
、
「密
室
で
自
分
ひ
と
り
だ
け
で
す
る
が
ゆ
え
に
実

害
な
き
違
反
」
逆
に
言
え
ば
、
「密
室
で
で
は
な
く
て
、
公
的

な
言
説
で
語
ら
れ
、
普
遍
化
さ
れ
る
な
ら
ば
大
い
に
有
害
な
違

反
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
何
十
万
人
と
い
う
利
用
者

が
い
る
鉄
道
で
、
私
ひ
と
り
だ
け
が
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
よ
う

に
キ
セ
ル
を
し
て
も
（私
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
鉄
道
会
社
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(3)
に
も
）
実
害
は
な
い
。
し
か
し
も
し
多
く
の
人
が
、
あ
ら
ゆ
る

チ
ャ
ン
ス
を
利
用
し
て
キ
セ
ル
を
試
み
る
な
ら
ば
、
も
は
や
実

害
な
し
と
は
言
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
は
、
先
の
「
ΦΥ

Ｒ
い■
中ｏ●
の
目
一お
『８
”いＳ
げいＦ
Ч　
の
た
め
に
、
こ
の
有
害
な

帰
結
を
許
容
す
る
こ
と
に
８
８
日
〓
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

２一。こ
こ
で
永
井
均
氏
の
∧
私
∨
論
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
。

１
　
水ヽ
井
均
氏
が
認
め
る
よ
う
に
、
氏
の
∧
私
∨
論
は
「私
が

い
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
読
者
が
理
解
し
た
と
き
に
は
、
す
で
に

客
観
化
の
一段
階
が
起
こ
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
、
本
来

は
伝
達
不
可
能
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
」
（
『∧
魂
∨
に
対
す
る

態
度
』
勁
草
書
一房
・２２４
頁
）。　
し
た
が
っ
て
、
∧
私
∨
に
つ
い

て
本
を
書
く
こ
と
自
体
が
（不
特
定
多
数
の
読
者
が
自
分
に
と

っ
て
自
分
が
∧
私
∨
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
∧
私
∨
論
に
興
味

を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
本
を
買
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を

前
提
し
て
い
る
と
い
う
点
で
）
す
で
に
″願
落
″
で
あ
る
。
永

井
均
氏
は
同
書
の
は
し
が
き
の
中
で
「私
は
「謝
辞
」
と
い
う

風
習
を
好
ま
な
い
…
私
的
な
援
助
…
に
対
し
て
公
共
の
場
で

「お
礼
」
を
言
う
の
は
ど
こ
か
慎
み
を
欠
い
た
下
品
な
振
舞
の

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
」
（価
）と
書
い
て
い
る
が
、
二
冊
も
の
本

ま
で
書
い
て
「公
共
の
場
で
」
絶
対
的
に
私
的
な
∧
私
∨
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
も
「ど
こ
か
慎
み
を
欠
い
た
下
品
な
振
舞
」

だ
と
感
じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

２
　
も
し
「私
的
」
の
意
味
が
違
う
と
氏
が
反
論
す
る
な
ら
ば

そ
の
反
論
も
碩
落
の
始
ま
り
で
あ
る
。
著
作
の
中
で
論
じ
う
る

∧
私
∨
、
た
ま
た
ま
永
井
均
で
あ
っ
た
リ
エ
リ
ザ
ベ
ス
２
世
で

あ
っ
た
り
す
る
・隣
人
を
持
た
な
い
∧
魂
∨
と
は
、
要
す
る
に

近
代
哲
学
で
謂
う
所
の
超
越
論
的
意
識
。意
識
一般
で
あ
っ
て
、

氏
が
当
初
考
え
て
い
た
は
ず
の
こ
の
∧
私
∨
で
は
な
い
。

３
　
他
で
は
な
い
こ
の
∧
私
∨
は
、
永
井
均
氏
の
経
験
的
な
記

憶
的
連
続
体
か
ら
不
可
分
で
あ
る
。
∧
私
∨
が
永
井
均
氏
か
ら

幽
霊
の
よ
う
に
離
脱
し
て
、
「∧
私
∨
は
こ
の
宇
宙
に
存
在
し

な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
だ
」
な
ど
と
想
像
す
る
こ
と

（
『∧
私
∨
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』
勁
草
董
房
・
８８
頁
他
）

は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
意
識
は
、
存
在
し
な
い
な
ら
想
像
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
識
は
、
シ
ス
テ
ム
論
的

に
言
っ
て
、
物
質
界
の
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
を
増
大
さ
せ
て
は
じ
め

て
自
己
組
織
化
す
る
ネ
ゲ
ン
ト
ロ
ピ
ー
で
あ
る
か
ら
、
レ
ア
ー

ル
な
定
在
を
持
た
な
い
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
永
井
均

氏
が
∧
私
∨
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
そ
の
後
に
同
じ
記
憶
的

連
続
体
を
あ
る
「私
」
が
引
き
継
ぐ
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
連

続
的
創
造
説
を
援
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
「私
」は
∧
私
∨

に
な
る
。
∧
私
∨
が
、
永
井
均
氏
の
記
憶
的
連
続
体
を
捨
て
て
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
２
世
に
″乗
り
移
る
″
と
い
う
一見
オ
カ
ル
ト
的
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(4)(5)
な
想
像
は
、
実
は
永
井
均
氏
に
と
っ
て
永
井
均
氏
が
「私
」
で

あ
る
よ
う
に
、　
エ
リ
ザ
ベ
ス
２
世
に
と
っ
て
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
２

世
が
「私
」
で
あ
る
と
い
う
当
然
事
の
確
認
の
別
の
表
現
に
過

ぎ
な
い
。

結
局
《
私
Ｖ
は
、
言
語
の
内
部
で
は
隣
人
を
持
た
な
い
超
越

論
的
意
識
で
あ
る
か
、
隣
人
を
持
つ
経
験
的
意
識
で
あ
る
か
の

ど
ち
ら
か
で
あ
っ
て
、
∧
私
∨
は
言
語
の
外
部
に
求
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
が
構
想
す
る
目
的
論
的
倫
理
学
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「価

値
的
対
立
の
超
越
論
的
目
的
論
的
還
元
」
（
『
一橋
研
究
』
通

巻
９８
号
、　
一九
九
二
年
）
参
照
乞
。

こ
こ
で
謂
う
所
の
「自
ず
と
然
る
べ
く
云
々
」
は
、
大
庭
氏

が
つ
と
に
嫌
悪
感
を
吐
露
し
て
い
る
ス
メ
ラ
倫
理
の
こ
と
で
は

な
い
。
私
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
「腐
っ
た
権

力
は
、
権
力
の
本
性
か
ら
自
ず
と
崩
壊
す
る
」
と
い
う
よ
う
な

事
態
で
あ
っ
て
も
、
も
っ
と
具
体
的
に
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
ト
す
れ

ば
、
ヤ
ミ
献
金
を
受
け
取
る
／
受
け
取
ら
な
い
と
い
う
選
択
肢

の
内
か
ら
前
者
を
選
択
す
る
政
党
が
、
選
挙
な
る
選
択
を
通
し

て
淘
汰
さ
れ
、
政
権
の
座
か
ら
降
ろ
さ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
が

ら
で
あ
る
。
大
庭
氏
は
「《
権
力
》
と
は
、
も
は
や
『ア
レ
が

諸
悪
の
根
源
な
る
ケ
ン
リ
ョ
ク
だ
！
」
と
い
う
仕
方
で
指
示
し

う
る
よ
う
な
、
『ア
レ
さ
え
倒
せ
ば
一切
は
…
！
』
と
扇
動
で

き
る
よ
う
な
、
外
的
な
単
一
の
威
力
と
い
う
形
で
は
問
い
が
た

い
。
《
権
力
》
は
、
死
を
強
要
す
る
オ
カ
ミ
の
超
越
的
な
威
力

で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
各
自
の
生
を
保
証
す
る
内
在
的
・

相
互
的
な
影
響
力
へ
と
、
い
っ
た
ん
は
微
分
さ
れ
た
」
（大
庭

健
『権
力
と
は
ど
ん
な
力
か
」
勁
草
書
房
　
．Ⅵ
頁
）
と
、
フ
ー

コ
ー
を
台
風
の
目
と
す
る
現
代
の
権
力
論
に
理
解
を
示
し
な
が

ら
、
「い
っ
た
ん
は
微
分
さ
れ
た
」
が
場
合
に
よ
っ
て
は
積
分

さ
れ
る
権
力
＝
我
々
を
抑
圧
す
る
諸
悪
の
根
源
、
と
い
う
恐
ら

く
″実
践
″
を
通
し
て
氏
の
骨
の
髄
に
ま
で
染
み
込
ん
で
い
る

と
想
像
さ
れ
る
左
翼
的
偏
見
か
ら
脱
し
切
れ
ず
に
い
る
。

（な
が
い
　
と
し
や
　
一橋
大
）
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