
Title スピノザ哲学における人間の自由について

Author(s) 平等, 文博

Citation カルテシアーナ. 1982, 4, p. 1-24

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/66888

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



ー

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
核
心
は
、
疑
い
も
な
く
、
人
間
の
自
由
の
問
題
で
あ
る
。
彼
の
全
著
作
を
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
自

由
の
執
拗
な
追
求
の
努
力
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
人
間
の
自
由
の
究
明
と
実
現
は
、
現
実
生
活
の
実
践
的
要
請
と
無
縁
な
「
純
粋
」
な
探
究
の
対
象
で
は
な
く
、

そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
「
賢
者
S
a
p
i
e
n
s
」
の
責
任
が
問
わ
れ
、
理
論
と
実
践
と
が
統
一
さ
れ
る
要
と
い
う
べ
き
問
題
で
あ
っ
た
。

一
七
世
紀
に
い
ち
早
く
新
し
い
歴
史
的
発
展
の
途
を
切
り
開
き
始
め
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
内
部
の
進
歩
と
反
動
の
鋭
い
対
立
の
中
で
、

彼
は
、
透
徹
せ
る
知
性
の
力
を
武
器
に
人
間
を
自
由
へ
と
導
こ
う
と
し
た
。

従
っ
て
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
は
、
人
間
の
自
由
に
関
す
る
彼
の
知
的
探
究
を
中
心
軸
に
す
え
て
初
め
て
、
そ
の
生
き
た
精
神
に
お
い
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
は
、
そ
の
試
み
の
一
歩
で
あ
る
。

平

等

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
人
間
の
自
由
に
つ
い
て

文

博
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し
か
し
、
必
然
性
を
根
底
に
も
た
ぬ

よ
っ
て
創
造
さ
れ
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
「
自
由
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
「
自
由
libera
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
存
在

し
、
自
己
自
身
の
み
に
よ
っ
て
行
動
へ
と
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
そ
れ
に
対
し
、
「
必
然
n
e
c
e
s
s
a
r
i
a
、
否
む
し
ろ
強
制
c
o
a
c
t
a
と

一
定
の
様
式
で
存
在
し
、
ま
た
作
用
す
る
よ
う
に
他
の
も
の
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
(
E
I
•
D
斗
。
自
由

は
決
し
て
必
然
一
般
の
対
立
概
念
で
は
な
い
。
「
『
必
然
』
と
『
自
由
』
が
対
立
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
条
理
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

”
i
 

な
対
置
は
「
強
制
ま
た
は
暴
力
vis
と
必
然
と
の
氾
同
」
(
E
P
5
6
,

GIV. P
2
5
9
J

で
あ
る
。

「
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
は
、
存
在
す
る
た
め
に
必
然
的
に
一
定
の
原
因
が
あ
り
」
(
E
I
.
P
8
 ,
 S2
)
、
「
自
然
の
う
ち
に
は
何
―
つ
偶

然
的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
」
(
E
I
.
P
2
9
)
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
も
の
の
存
在
や
作
用
が
何
ら
か
の
必
然
性
を
根
底
に
も
つ
の
は

自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
自
由
は
、
も
の
の
存
在
や
作
用
を
決
定
す
る
の
が
そ
の
も
の
自
身
の
本
性
の
必
然
性
か
、
そ
れ
と
も
他
の

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
由
II必
然
性
の
超
越
と
い
う
誤
れ
る
自
由
観
を
批
判
す
る
。
そ
の
際
、
批
判
の
矛
先
は

そ
の
端
的
な
表
現
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
意
志
libera
v
o
l
u
n
t
a
s
」

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
の
行
為
は
彼
の
自
由
意
志
に
従
っ
て
選
択
し
う
る
こ
と
、
第
二
に
、
世
界
は
神
の
自
由
意
志
に

「
自
由
」
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
意
志
は
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
同
様
に
、
そ
れ
を

も
の
の
本
性
の
必
然
性
か
に
か
か
っ
て
い
る
。

言
わ
れ
る
も
の
は
、

ー

ー

に
向
け
ら
れ
る
。
「
自
由
意
志
」
は
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
も
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P
l
7
 ,
 C2
)

と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。

つ
い
て
は
無
知
で
あ
る
と
い
う
点
に
の
み
あ
る
」
(
E
P
5
8
`
 GN. P2
6
6
)
。

在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
神
の
権
能
jus
と
解
し
て
い
る
」
、

一
方
、
神
も
ま
た
「
意
志
の
自
由
に
よ
っ
て
働
く
の
で
は
な
い
」
(
E
L
P
3
2
-
C
l
)
。
「
人
々
は
神
の
能
力
を
神
の
自
由
意
志
な
ら
び
に
存

即
ち
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
破
壊
し
て
無
に
帰
す
る
能
力
を
有
す

る
」
と
言
う
の
で
あ
る
(Ell.
P
3
 ,
 S)
。
し
か
し
、
神
の
能
力
を
あ
た
か
も
専
制
君
主
の
恣
意
的
な
権
力
行
使
の
如
く
に
解
す
る
こ
の
見
方

「
全
能
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
、
自
己
の
行
為
を
確
実
な
も
の
と
し
て
限
定
し
え
な
い
と
い
う
動
揺
の
裏
返

し
で
し
か
な
い
。
だ
か
ら
「
人
々
が
神
に
帰
す
あ
の
能
力
は
、
人
間
的
能
力
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
無
能
力
を
も
含
ん
で
い
る
」
(Ell.
P
 

3
,
 S
)
。
神
の
能
力
は
必
然
性
一
般
の
超
越
に
で
は
な
く
、
「
神
だ
け
が
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
存
在
し
、
活
動
す
る
」
(
E
I
.

我
々
は
「
我
々
の
述
べ
た
も
の
と
は
全
く
異
な
る
自
由
、
即
ち
絶
対
的
意
志
a
b
s
o
l
u
t
a
v
o
l
u
n
t
a
s
」
の
観
念
を
「
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
」
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
決
し
て
「
単
に
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
は
な
く
、
知
識
の
大
き
な
障
害
m
a
g
n
u
m
scientiae 

は
、
そ
の
見
か
け
の

人
間
の

入
れ
て
い
る
の
か
。

こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

存
在
や
作
用
へ
と
一
定
の
仕
方
で
決
定
す
る
原
因
を
必
要
と
す
る
」
(
E
I
.
P
3
2
 ,
 CZ
)
。
従
っ
て
「
自
由
な
意
志
は
存
在
し
な
い
」
(Ell.
P
4
8
)
 

「
意
志
の
自
由
」
と
い
う
観
念
が
生
じ
、
し
か
も
多
く
の
人
々
が
そ
れ
を
受
け

「
自
由
意
志
」
の
秘
密
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
外
部
の
原
因
か
ら
一
定
の
運
動
量
を
受
け
取
っ
た
石
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

必
然
的
に
運
動
を
続
け
る
。
こ
の
石
の
運
動
は
「
外
部
の
原
因
の
衝
撃
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
」
と
い
う
意
味
で
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
も
し
石
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
自
分
の
運
動
へ
の
固
執
の
み
を
意
識
す
る
な
ら
、
石
は
自
分
を
完
全
に
自
由
だ
と
思
う
で
あ
ろ
う
。

「
自
由
」
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
「
こ
の
自
由
は
、
自
分
の
欲
求
は
意
識
し
て
い
る
が
、
自
分
を
そ
れ
へ
と
決
定
し
て
い
る
諸
原
因
に
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o
b
s
t
a
c
u
l
u
m
」
だ
か
ら
で
あ
る

(
E
I
.
P
3
3
 
,
 S
2
)
。

「
自
由
意
志
」
と
い
う
幻
想
が
「
知
識
の
大
き
な
障
害
」
で
あ
る
の
は
、
目
的
論
！
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
れ
を
す
べ
て
の
偏
見
の
根
源
と
考

え
る
ー
が
、
こ
の
幻
想
か
ら
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
目
的
論
と
は
「
す
べ
て
の
自
然
物
が
目
的
の
た
め
に
活
動
し
て
お
り
、

更
に
神
自
身
が
一
切
を
あ
る
一
定
の
目
的
に
従
っ
て
導
い
て
い
る
」
、
即
ち
「
神
は
一
切
を
人
間
の
た
め
に
創
造
し
、
ま
た
人
間
を
神
を
崇

拝
さ
せ
る
た
め
に
創
造
し
た
」
(
E
I
.
A
p
)

と
い
う
自
然
観
で
あ
る
。

自
ら
の
意
志
を
決
定
し
た
真
の
原
因
を
知
ら
な
い
人
間
は
、
自
由
な
目
的
意
識
が
行
為
を
決
定
す
る
と
思
い
込
む
。
そ
こ
か
ら
、
自
然

の
運
動
も
ま
た
自
由
な
支
配
者
1
1
神
が
定
め
た
目
的
に
従
う
と
類
推
す
る
。
従
っ
て
目
的
論
は
、
自
然
の
因
果
の
秩
序
の
認
識
を
全
く
逆

立
ち
さ
せ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
が
、
自
然
は
必
ず
し
も
人
間
の
利
益
の
み
を
顧
慮
せ
ず
、

意
志
II自
然
の
目
的
は
人
間
の
理
解
を
越
え
て
い
る
と
さ
れ
、

神
の
意
志
）
を
、
他
方
で
善
悪
や
功
罪
に
つ
い
て
の
恣
意
的
独
断
を
招
来
す
る
。
従
っ
て
、
必
然
性
一
般
の
超
越
に
自
由
を
見
出
そ
う
と

す
る
主
張
は
、
逆
に
人
間
を
盲
目
的
必
然
性
に
隷
属
さ
せ
、
自
由
へ
の
途
を
自
ら
の
手
で
閉
ざ
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
人
間
は
、

し
か
も
災
難
は
人
の
信
仰
心
を
問
わ
な
い
。
そ
の
た
め
結
局
、
神
の

一
方
で
知
的
無
力
感
（
「
無
知
の
隠
家
i
g
n
o
r
a
n
t
i
a
e
a
s
y
l
u
m
」
と
し
て
の

ス
ピ
ノ
ザ
の
定
め
る
自
由
の
要
件
を
い
か
に
し
て
満
足
し
う
る
の
か
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
世
界
像
は
「
実
体
s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
」
と
「
様
態
m
o
d
u
s
」
を
基
本
概
念
と
す
る
一
元
的
体
系
を
な
す
。
「
実
体
」
と
は
「
そ
れ
自

身
の
う
ち
に
存
在
し
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」

(
E
I
•
D
3
)
 

で
あ
り
、
そ
の
定
義
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
本
質
が

存
在
を
含
む
「
自
己
原
因
c
a
u
s
a
sui
」
で
あ
る

(
E
I
.
P
7
)
。
ま
た
「
様
態
」
と
は
「
実
体
の
変
様
affectio
言
い
か
え
れ
ば
、
他
の
も
の
の
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ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
け
る
実
体
ー
様
態
関
係
は
、
実
体
1
1
神
を
「
第
一
原
因
c
a
u
s
a
p
r
i
m
a
」
と
し
、
様
態
を
そ
の
必
然
的
な
結
果
と
す

る
因
果
の
関
係
で
あ
る
。

一
定
の
原
因
が
与
え
ら
れ
れ
ば
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
あ
る
結
果
が
生
じ
て
く
る

(
E
L
A
3
)

が、

存
在
者
」
で
あ
る
「
神
の
本
性
の
必
然
性
か
ら
、
無
限
に
多
く
の
も
の
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
生
じ
て

s
e
q
u
i

こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
虚
偽
意
識
の
う
ち
に
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
存
在
も
作
用
も
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
一
様
態
で
あ
る
人
間
に
と
っ
て
、
自
由
は
「
自
由
意
志
」

お
い
て
満
足
し
う
る
も
の
が
神
以
外
に
な
く
、
神
の
み
が

を
作
用
へ
と
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
(
E
I
.
P
2
6
)
。

「
絶
対
無
限
の

う
ち
に
存
在
し
、
他
の
も
の
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
」

(
E
I
•
D
5
)

で
あ
る
。
「
自
然
の
う
ち
に
は
、
実
体
と
そ
の
変
様
を
除
い
て
は
何

ス
ピ
ノ
ザ
は
神
を
「
絶
対
に
無
限
な
存
在
者
、
言
い
か
え
れ
ば
各
々
が
永
遠
・
無
限
の
本
質
を
表
現
す
る
無
数
の
属
性
attributa

ら
成
る
実
体
」
と
定
義
す
る

(
E
l
•
0
6
)
。
神
は
「
絶
対
無
限
の
存
在
者
」
で
あ
る
か
ら
、
実
体
は
唯
一
神
の
み
で
あ
る

(
E
I
.
P
l
4
 ,
 Cl
)
。従

っ
て
、
「
神
の
外
に
神
を
活
動
す
る
よ
う
強
制
す
る
何
も
の
も
存
在
し
え
ず
」
、
神
の
存
在
や
作
用
は
「
そ
れ
自
身
の
本
性
の
諸
法
則
」
「
本

性
の
完
全
性
」
に
よ
っ
て
の
み
決
定
さ
れ
る

(
E
I
.
P
l
7
'
D
,
 ,
 Cl
)
。

そ
れ
に
対
し
て
様
態
は
「
本
性
上
そ
れ
に
先
立
つ
」
(
E
I
.
P
l
)

実
体
の
変
様
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
「
神
な
し
に
は
存
在
す
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
(
E
l
.
P
1
5
)
。
「
人
間
は
、
神
の
本
性
を
一
定
の
仕
方
で
表
現
す
る
変
様
あ
る
い
は
様
態
で
あ
る
」
(Ell.
P
l
O
 ,
 C)
 

か
ら
、
他
の
諸
様
態
と
同
様
、
そ
の
存
在
と
作
用
の
究
極
の
根
拠
を
自
己
の
う
ち
に
持
た
ず
、
「
神
か
ら
決
定
さ
れ
な
い
も
の
は
自
分
自
身

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
自
己
の
本
性
の
必
然
性
の
み
に
よ
っ
て
存
在
し
活
動
す
る
」
と
い
う
自
由
の
要
件
を
、
そ
の
全
き
意
味
に

も
存
在
し
な
い
」
(
E
I
.
P
6
-
C
)
。

「
自
由
原
因
c
a
u
s
a
libera
」
で
あ
る

(
E
I
.
P
l
5
-
C
2
)
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ か
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(
E
L
 P
l
6
)
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
そ
の
因
果
関
係
は
、
時
間
・
空
間
的
に
展
開
さ
れ
る
物
理
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
与
え
ら

れ
た
定
義
、
即
ち
も
の
の
本
質
そ
の
も
の
か
ら
多
く
の
諸
特
質
が
必
然
的
に
生
じ
る
」
と
い
う
前
提
ー
帰
結
の
演
繹
的
関
係
を
考
え
れ
ば
、

実
体
か
ら
様
態
が
生
じ
る
と
い
う
定
理
は
誰
れ
の
眼
に
も
明
ら
か
だ
と
説
明
す
る
(
E
l
.
P
1
6
 
,
 D
)
。
即
ち
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
好
ん
で
用
い
る
例

で
言
え
ば
、
三
角
形
の
本
質
か
ら
内
角
の
和
が
二
直
角
で
あ
る
と
い
う
特
質
が
導
き
出
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
様
態

は
実
体
の
本
質
の
う
ち
に
即
自
的
に
含
ま
れ
て
い
る
無
限
に
豊
か
な
内
容
を
、
あ
る
限
定
さ
れ
た
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
三

角
形
の
本
質
と
そ
の
諸
特
質
が
実
体
的
に
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
様
に
、
実
体
と
様
態
も
相
互
に
超
越
し
た
二
世
界
を
な
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。
実
体
は
様
態
に
対
し
て
も
つ
根
源
性
‘
規
定
性
の
故
に
「
能
産
的
自
然

N
a
t
u
r
a
n
a
t
u
r
a
n
s
」
と
言
わ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
様
態

は
「
所
産
的
自
然

N
a
t
u
r
a
n
a
t
u
r
a
t
a
」
と
言
わ
れ
る
(
E
L
P
2
9
-
S
)
が
、
真
に
存
在
す
る
も
の
は
た
だ
「
神
即
自
然
D
e
u
s
sive N
a
t
u
r
a
」

の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
神
の
う
ち
に
あ
る
」
(
E
I
.
P
1
5
)

と
同
時
に
、
神
も
ま
た
「
超
越
的
原
因

c
a
u
s
a
tra-

nsiens
」
で
は
な
く
「
内
在
的
原
因

c
a
u
s
a
i
m
m
a
n
e
n
s
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
E
I
.
P
l
8
)
。

実
体
ー
様
態
関
係
が
以
上
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
、

一
様
態
で
あ
る
人
間
の
存
在
と
作
用
が
神
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ

か
ら
直
ち
に
、
神
に
よ
る
決
定
は
人
間
に
と
っ
て
強
制
1
1
外
的
必
然
性
に
よ
る
決
定
、

の
も
、
様
態
そ
れ
自
身
が
神
の
本
性
を
一
定
の
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
以
上
、
様
態
の
本
性
と
神
の
そ
れ
と
は
絶
対
的
に
対
立
す
る
も
の

で
は
あ
り
え
ず
、

討
を
進
め
よ
う
。

し
か
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
は
超
越
神
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

そ
こ
で
我
々
は
、
曰
人
間
（
様
態
）
の
本
質
と
神
の
そ
れ
と
の
関
係
、
口
人
間
（
様
態
）
の
本
質
と
存
在
と
の
関
係
、

の
二
点
に
渡
っ
て
検
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「
人
間
の
本
質
は
、
神
の
属
性
の
あ
る
様
態
的
変
様
modificatio
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
」
(Ell.
P
l
O
-
C
)
。
し
か
し
、

「
人
間
の
本
質
は
永
遠
の
真
理

a
e
t
e
r
n
a
v
e
r
i
t
a
s
で
あ
る
」
(
E
I
.
P
1
7
-
S
)
と
も
言
う
。
従
っ
て
そ
れ
は
「
持
続
や
時
間
に
よ
っ
て
は
説
明

さ
れ
え
な
い
も
の
」
(
E
I
•
0
8
'
E
x
)
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
様
態
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
永
遠
な
人
間
の
本
質
は
、

界
像
の
う
ち
で
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
体
か
ら
の
様
態
の
産
出
過
程
を
今
一
度
見
て
み
よ
う
。

神
か
ら
無
限
に
多
く
の
様
態
が
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
生
じ
て
く
る
と
い
っ
て
も
、
永
遠
•
無
限
な
神
の
本
性
か
ら
有
限
な
諸
様
態
が

直
接
生
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
神
の
あ
る
属
性
の
絶
対
的
本
性
か
ら
生
ず
る
も
の
は
す
べ
て
、
常
に
そ
し
て
無
限
な
も
の
と
し
て
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
永
遠
・
無
限
で
あ
る
」
(
E
L
P
2
1
)
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
直
接
無
限
様
態
で

あ
る
。
更
に
こ
の
直
接
無
限
様
態
か
ら
生
ず
る
も
の
も
「
同
様
に
必
然
的
か
つ
無
限
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
E
L
P
2
2
)
。
い
わ
ゆ

る
間
接
無
限
様
態
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
の
絶
対
的
本
性
か
ら
直
接
に
、
ま
た
そ
の
直
接
に
生
じ
た
も
の
を
介
し
て
、
産
出

さ
れ
る
様
態
は
、
永
遠
•
無
限
と
い
う
い
わ
ば
神
的
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
限
様
態
の
具
体
的
内
容
を
、

絶
対
的
に
無
限
な
知
性
、
延
長
に
お
い
て
は
運
動
と
静
止
で
す
。
第
二
種
の
も
の
は
、
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
変
化
し
な
が
ら
も
常
に
同

一
に
止
ま
る
全
宇
宙
の
相

facies
totius 
U
n
i
v
e
r
s
i
で
す
」
。
そ
れ
に
続
け
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
後
者
に
つ
い
て
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理

―
四
の
前
の
補
助
定
理
七
の
注
解
を
参
照
せ
よ
と
指
示
し
て
い
る
。
問
題
の
箇
所
に
は
「
全
自
然
は
一
個
体
で
あ
る

tota
N
a
t
u
r
a
 u
n
u
m
 

e
s
s
e
 i
n
d
i
v
i
d
u
u
m」

ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
た

ス
ピ
ノ
ザ
の
世

ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

(
E
P
6
4
,
G
I
V
.
 P
2
7
8
)
。
「
第
一
種
の
も
の
は
、
思
惟
に
お
い
て
は

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
我
々
は
同
部
定
理
一
三
の
あ
と
の
公
理
に
始
ま
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
物
体
論
か
ら
見
て
い
こ
う
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
物
体
を
「
最
単
純
物
体
」
と
「
複
合
物
体
」
に
区
別
す
る
。
「
物
体
は
す
べ
て
運
動
し
て
い
る
か
静
止
し
て
い
る
」
(Ell.
P
 

3
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t

)

．ヽ
 

を
一
定
に
保
つ
限
り
個
体
の
形
相
は
そ
の
同
一
性
を
維
持
し
続
け
る
。

1
3
の
あ
と
の
A
l
)
が
、
最
単
純
物
体
は
「
単
に
運
動
と
静
止
、
速
度
の
速
い
か
遅
い
か
に
よ
っ
て
相
互
に
区
別
さ
れ
る
物
体
」
(Ell.
L

3
の

あ
と
の
E
x
)
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
た
だ
一
系
列
の
運
動
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
あ
る
い
は
異
な
る
最
単

純
物
体
が
、
各
々
の
運
動
を
一
定
の
割
合
で
伝
え
合
う
時
、
「
我
々
は
そ
れ
ら
の
物
体
が
相
互
に
合
一
し
て
い
る
と
言
い
、
ま
た
す
べ
て
の

物
体
が
同
時
に
―
つ
の
物
体
即
ち
個
体
を
組
織
し
て
い
る
と
言
う
」
(Ell.
L
3
の
あ
と
の

D
)
。
こ
れ
が
複
合
物
体
で
あ
る
。
更
に
、
複
合
物

体
が
相
互
に
合
一
し
て
よ
り
複
雑
な
個
体
を
形
成
し
、
そ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進
む
。
複
合
物
体
で
は
、
複
数
の
系
列
の
運
動
が
組
み

合
わ
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
全
体
と
し
て
運
動
と
静
止
の
一
定
の
割
合
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
全
体
と
構
成
部
分
と
の
関
係
は
、

オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
ヘ
の
書
簡

(
E
P
3
2
,
G
I
V
.
 P
l
7
0
 1
 Pl
7
2
)
中
の
例
に
そ
く
し
て
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
よ
う
。

血
液
は
、
リ
ン
パ
や
乳
艇
の
粒
子
の
運
動
が
相
互
に
調
和
し
て
形
成
さ
れ
た
個
体
で
あ
る
。
リ
ン
パ
そ
の
他
、
血
液
を
構
成
す
る
各
部

分
は
、
固
有
の
運
動
様
式
を
も
ち
、
従
っ
て
血
液
と
い
う
全
体
性
を
捨
象
す
る
限
り
そ
れ
自
体
が
ま
た
一
個
の
全
体
と
見
な
さ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
が
合
一
し
て
血
液
と
い
う
、
諸
部
分
の
本
性
の
算
術
的
総
和
に
解
消
し
え
ぬ
固
有
な
質
を
も
つ
個
体
を
組
織
す
る
限
り
、

諸
部
分
の
運
動
は
血
液
の
本
性
に
よ
っ
て
逆
に
規
定
さ
れ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
複
合
物
体
と
は
、
相
対
的
独
立
性
を
有
す
る
諸
部
分
を

全
体
の
諸
モ
メ
ン
ト
と
す
る
有
機
的
個
体
で
あ
る
。
従
っ
て
、
諸
部
分
の
多
様
な
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
と
し
て
の
運
動
と
静
止

と
こ
ろ
で
、
血
液
は
リ
ン
パ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
全
体
で
あ
る
が
、
同
時
に
身
体
と
の
関
係
に
お
い
て
は
部
分
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

一
般
に
複
合
物
体
は
全
体
で
あ
り
か
つ
部
分
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
複
合
の
諸
段
階
を
無
限
に
上
昇
し
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
極
に

も
は
や
他
の
も
の
の
部
分
で
は
な
い
個
体
、
即
ち
「
一
個
体
と
し
て
の
全
自
然
」
が
見
出
さ
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
無
限
の
拡
が
り
を

も
っ
と
同
時
に
無
限
に
多
様
な
諸
部
分
の
運
動
を
内
包
す
る
個
体
で
あ
る
。
そ
し
て
「
自
然
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
我
々
に
知
ら
れ
て
い
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る
の
で
な
い
と
し
て
も
、
永
遠
の
必
然
性
と
真
理
を
含
む
諸
法
則
を
常
に
守
っ
て
お
り
、
確
固
・
不
変
の
秩
序
を
保
っ
て
い
る
」
(
T
T
P
,

Gill. P
8
3
)
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
個
体
と
し
て
の
全
自
然
と
人
間
の
本
質
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
。
自
然
は
一
切
の
有
限
な
諸
様
態
を
そ
の

構
成
部
分
と
す
る
。
し
か
し
、
個
々
の
様
態
（
諸
個
人
）
が
直
接
に
個
体
と
し
て
の
全
自
然
を
構
成
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、

血
液
が
身
体
を
構
成
す
る
限
り
、
血
液
の
諸
部
分
も
ま
た
身
体
の
構
成
部
分
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
血
液
と
い
う
全
体
性
の
獲
得
を
媒

介
し
て
初
め
て
身
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
身
体
と
赤
血
球
が
無
媒
介
に
全
体
ー
部
分
の
関
係
を
取
り
結
び
は
し
な
い
の
と
同
様
で

あ
る
。
従
っ
て
、
諸
個
人
も
ま
た
「
永
遠
の
真
理
」
で
あ
る
そ
の
類
的
全
体
性
を
媒
介
と
し
て
全
自
然
の
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ

と
こ
ろ
で
「
神
か
ら
直
接
に
産
出
さ
れ
る
も
の
は
最
も
完
全
で
あ
る
が
、
産
出
さ
れ
る
た
め
に
よ
り
多
く
の
中
間
原
因
を
必
要
と
す
る

も
の
は
そ
れ
だ
け
不
完
全
で
あ
る
」
(
E
I
.
A
p
)
か
ら
、
か
か
る
人
間
の
本
質
は
人
間
に
対
す
る
神
の
決
定
を
最
も
完
全
に
表
現
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
神
に
よ
る
決
定
と
人
間
本
性
の
必
然
性
に
の
み
従
う
と
い
う
人
間
の
自
由
と
は
決
し
て
矛
盾
せ
ず
、
む
し
ろ
神

の
決
定
に
よ
り
忠
実
に
従
う
程
人
間
は
よ
り
自
由
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

人
間
の
本
質
は
そ
の
存
在
や
作
用
を
決
定
し
う
る
か
、
こ
れ
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
説
く

(
E
I
.
P

8

 ,
S
 

2
)
。
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
に
は
、
必
然
的
に
そ
の
た
め
の
一
定
の
原
因
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
存
在
す
る
も
の
の
本
性
の
う
ち
に
か
、
そ

れ
と
も
そ
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
自
然
の
う
ち
に
一
定
数
の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
れ
よ
り
多
く

も
少
な
く
も
な
い
数
の
人
間
が
存
在
す
る
の
か
と
い
う
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
間
の
本
質
は
こ
の
一
定
数
を
説
明
し

る。
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え
な
い
。
従
っ
て
、
面
愕
ェ
本
性
を
も
つ
多
数
の
個
体
が
存
在
し
う
る
も
の
は
、
す
べ
て
そ
の
存
在
の
た
め
に
必
然
的
に
外
部
の
原
因
を
要

す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
結
論
さ
れ
る
」
。
即
ち
、
諸
個
人
は
人
間
的
本
質
II類
的
普
遍
性
と
個
的
特
殊
性
を
二
つ
の
モ
メ
ン
ト
と
し
て
も
つ

個
体
で
あ
る
が
、
前
者
は
後
者
に
無
関
心
で
あ
る
か
ら
、
後
者
の
原
因
は
前
者
の
外
部
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、

人
間
の
本
質
は
そ
の
存
在
の
十
全
な
原
因
で
は
な
い
。
自
己
原
因
で
あ
る
神
と
異
な
り
、

(Ell. A
l
)
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
様
態
の
本
質
は
存
在
に
関
し
て
何
ら
の
積
極
的
役
割
を
も
果
た
さ
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
そ

れ
が
与
え
ら
れ
れ
ば
あ
る
も
の
が
必
然
的
に
定
立
さ
れ
、
そ
れ
が
除
去
さ
れ
る
と
そ
の
も
の
が
必
然
的
に
消
滅
す
る
よ
う
な
も
の
、
あ
る

い
は
そ
れ
が
な
け
れ
ば
あ
る
も
の
が
、
ま
た
逆
に
そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
そ
れ
が
、
存
在
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
も

の
が
そ
の
も
の
の
本
質
に
属
す
る
」
(Ell.
D
2
)

と
い
う
。
様
態
の
本
質
は
存
在
の
十
全
な
原
因
で
な
い
と
は
い
え
、
そ
の
も
の
を
「
必
然

的
に
定
立
」
す
る
、
存
在
に
不
可
欠
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
動
的
な
モ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
神
の
本
質
は
、

無
限
に
多
く
の
も
の
を
生
み
出
す
「
力
potentia
」
で
あ
る

(
E
I
.
P
3
4
)
 
が
、
様
態
の
本
質
は
か
か
る
「
存
在
し
活
動
す
る
神
自
身
の
カ

を
一
定
の
仕
方
で
表
現
し
て
い
る
」
(
E
日
.
P
6
 ,
 D)
。
こ
の
能
動
的
側
面
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
限
り
の
様
態
の
本
質
が

動
的
本
質
actualis
e
s
s
e
n
t
i
a
」
た
る
「
自
己
の
存
在
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
努
力
c
o
n
a
t
u
s
」
(
E
日
.
P
7
)

で
あ
る
。

「
も
の
本
来
の
活

人
間
の
存
在
や
作
用
を
決
定
す
る
究
極
的
原
因
は
、
第
一
原
因
と
し
て
の
絶
対
無
限
な
神
で
あ
る
が
、
そ
の
決
定
の
最
近
原
因
と
し
て

の
神
は
「
有
限
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
存
在
を
も
つ
様
態
的
変
様
に
様
態
化
し
た
限
り
の
神
」
(
E
I
.
P
2
8
 
,
 D
)

で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
個
物
、

即
ち
有
限
で
あ
り
限
ら
れ
た
存
在
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
同
様
に
有
限
で
限
ら
れ
た
存
在
を
も
つ
他
の
原
因
か
ら
決
定
さ
れ
る
こ
と

な
し
に
は
存
在
や
作
用
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
…
…
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
進
む
」
(
E
I
.
P
2
8
)
。
有
限
な
諸
様
態
へ
の
神
の

決
定
は
、
諸
様
態
間
の
無
限
の
相
互
作
用
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
人
間
も
か
か
る
「
諸
原
因
の
連
結

c
a
u
s
a
r
u
m
c
o
n
n
e
x
i
o
」

「
人
間
の
本
質
は
必
然
的
な
存
在
を
含
ま
な
い
」
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自
分
が
そ
の
十
全
な
原
因
で
あ
る
よ
う
な
変
化
だ
け

「
人
間
身
体
は
、
そ
の
各
々
が
極
め
て
複
雑
な
組
織
を
も
つ
極
め
て
多
く
の
異
な
っ
た
本
性
を
も
つ
個
体
か
ら
組
織
さ
れ
る
」
(Ell.
P
o
 
1
)
 

複
合
物
体
で
あ
り
、
「
自
己
を
維
持
す
る
た
め
に
極
め
て
多
く
の
他
の
物
体
を
必
要
と
し
、

る」
(Ell.
P
o
4
)
。
ま
た
逆
に
、
人
間
身
体
も
「
諸
原
因
の
連
結
」
の
一
項
と
し
て
「
極
め
て
多
く
の
仕
方
で
外
部
の
物
体
を
動
か
し
、
影

響
を
与
え
る
」
(Ell.
P
 0 6
)
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、
人
間
身
体
が
他
の
諸
様
態
に
よ
っ
て
一
定
の
存
在
と
作
用
に
決
定
さ
れ
る

と
い
う
場
合
、
そ
の
決
定
は
玉
突
き
ゲ
ー
ム
の
イ
メ
ー
ジ
で
考
え
ら
れ
る
外
的
一
義
的
決
定
と
は
異
な
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
玉
突
き
ゲ

ー
ム
の
場
合
、
運
動
は
玉
に
対
し
て
強
制
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
く
、
王
の
本
質
は
こ
の
運
動
に
は
無
関
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
人

間
は
、
他
の
諸
物
体
と
の
相
互
作
用
の
う
ち
で
、
他
か
ら
の
受
動
を
「
自
己
を
維
持
す
る
」
た
め
の
不
可
欠
の
モ
メ
ン
ト
と
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
受
動
（
被
決
定
）
の
過
程
そ
の
も
の
を
自
己
の
本
質
を
実
現
す
る
能
動
（
自
己
決
定
）
の
過
程
へ
と
転
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
転
化
の
原
動
力
が

c
o
n
a
t
u
s
で
あ
る
。
し
か
し
、

c
o
n
a
t
u
s
は
人
間
の
本
質
に
の
み
固
有
な
も
の
で
は
な
い
。
程
度
の
差
は
あ
れ
、
あ
ら

ゆ
る
様
態
は
相
互
作
用
し
合
う
他
者
の
運
動
を
自
己
の
運
動
に
同
化
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
従
っ
て
、
様
態
の
世
界
は
自
己
維
持
を
原
理

と
し
て
力
と
力
が
闘
争
し
合
う
戦
場
と
も
言
う
べ
き
様
相
を
呈
す
る
。

か
か
る
相
互
作
用
の
過
程
で
は
「
あ
る
物
体
が
他
の
物
体
か
ら
動
か
さ
れ
る
す
べ
て
の
様
式
は
、
動
か
さ
れ
る
物
体
の
本
性
か
ら
と
同

時
に
、
動
か
す
物
体
の
本
性
か
ら
生
ず
る
」
(Ell.
L
3
の
あ
と
の

A
l
)
と
い
う
力
学
的
法
則
が
支
配
す
る
。
人
間
身
体
が
相
互
作
用
の
過
程

で
必
然
的
に
こ
う
む
る
一
定
の
変
様
は
、
人
間
の
本
質
と
同
時
に
他
者
の
本
質
を
も
反
映
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
他
者
と
の
相
互
作
用
を

自
己
保
存
の
条
件
と
す
る
人
間
は
、
「
単
に
自
己
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、

し
か
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
(
E
N
.
P
4
)
。
し
か
し
、
人
間
の
本
質
の
み
か
ら
は
理
解
し
え
な
い
よ
う
な
変
状
に
あ
る
限

(Ell. P
7
'
S
)

の
う
ち
で
一
定
の
存
在
と
作
用
に
決
定
さ
れ
る
。

J

れ
ら
の
物
体
か
ら
い
わ
ば
絶
ぇ
ず
再
生
さ
れ
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れ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

り
、
人
間
の
存
在
は
人
間
の
本
質
を
限
定
的
に
し
か
表
現
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば

c
o
n
a
t
u
s
の
働

き
の
制
限
を
意
味
す
る
が
故
に
、
変
様
の
状
態
が
人
間
の
本
質
を
反
映
し
な
い
も
の
に
な
れ
ば
な
る
程
、
自
由
の
実
現
は
困
難
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
こ
の
悪
循
環
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
受
動
感
情
の
克
服
に
よ
っ
て
切
断
し
よ
う
と
す
る
。
と
い
う
の
も
「
身
体
の
変
様
あ
る
い

は
変
様
の
観
念
」
が
「
感
情
a
f
f
e
c
t
u
s
」
だ
か
ら
で
あ
る

(
E
日
.
D
3
)
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
感
情
も
他
の
個
物
と
同
様
に
自
然
の
必
然
性
と
力
と
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
見
地
に
立
っ
て
、
「
線
や
面
や
物
体
の
問
題

と
同
様
に
」
感
情
の
起
源
と
本
性
を
考
察
す
る

(
E
巨
）
。
感
情
は
、
そ
れ
を
惹
き
起
こ
し
た
原
因
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
「
能
動
actio
」

と
「
受
動
p
a
s
s
i
o
」
に
区
別
さ
れ
る

(
E
日
.
D
3
f

「
働
き
を
な
す

n
o
s
a
g
e
r
e
」
と
は
「
我
々
自
身
が
そ
の
十
全
な
原
因
で
あ
る
事
柄
が
…

言
い
か
え
れ
ば
、
我
々
の
本
性
の
み
に
よ
っ
て
明
晰
判
明
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
あ
る
事
が
我
々
の
本
性
か
ら
生
ず
る
」
こ
と
で
あ
り
、

反
対
に
「
働
き
を
受
け
る

n
o
s
pati
」
と
は
「
我
々
が
、
生
じ
た
事
柄
の
部
分
的
原
因
で
し
か
な
い
」
こ
と
で
あ
る

(
E
巨
D
2
)
。
従
っ
て
、

感
情
の
能
動
・
受
動
は
、
我
々
の
本
性
が
身
体
の
変
様
の
十
全
な
原
因
か
、
そ
れ
と
も
部
分
的
原
因
で
し
か
な
い
か
に
よ
る
。
こ
こ
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
人
間
が
受
動
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
限
り
、
人
間
の
本
質
は
自
ら
の
存
在
や
作
用
を
決
定
す
る
十
全
な
原
因
と
な
り
え

な
い
。
そ
れ
で
は
、
人
間
は
何
故
受
動
感
情
に
支
配
さ
れ
る
の
か
、
感
情
論
の
前
提
に
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
心
身
関
係
理
解
か
ら
始
め
て
そ

ス
ピ
ノ
ザ
は
、

心
身
関
係
の
問
題
を
次
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
「
知
性
が
実
体
に
関
し
て
そ
の
本
質
を
構
成
す

る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
も
の
」
が
「
属
性
a
t
t
r
i
b
u
t
u
m

」
で
あ
る

(
E
I
•
0
4
)

が
、
絶
対
無
限
な
神
は
「
そ
の
各
々
が
永
遠
・
無
限
の
本

質
を
表
現
す
る
無
限
に
多
く
の
属
性
か
ら
な
る
」
。
実
体
と
属
性
と
の
関
係
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
全
体
と
部
分
と
の
関
係
で
は
な
く
、
属

5
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様
態
は
す
べ
て
こ
の
観
念
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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動
の
秩
序
」
に
従
っ
て
生
ず
る
の
だ
ろ
う
か
。

性
は
そ
の
各
々
が
神
の
永
遠
・
無
限
の
本
質
の
す
べ
て
を
、
た
だ
し
限
定
さ
れ
た
形
式
を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
神
の
属
性

は
無
限
に
あ
る
が
、
そ
の
表
現
す
る
内
容
の
点
か
ら
見
れ
ば
無
数
の
属
性
は
唯
―
つ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
有
限
な
我
々
人
間

は
、
無
数
の
属
性
の
う
ち
延
長
e
x
t
e
n
s
i
o
と
思
惟
cogitatio
の
二
属
性
の
様
態
を
の
み
知
覚
し
う
る

(Ell.
A
S
)
。
そ
こ
で
我
々
は
、
人
間

を
も
人
間
精
神
と
人
間
身
体
と
い
う
二
様
の
仕
方
で
と
ら
え
る
が
、
実
は
「
精
神
と
身
体
は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
は
思
惟
の

属
性
の
も
と
で
、
ま
た
あ
る
時
は
延
長
の
属
性
の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
」
(
E
巨
.
P
2
 
,
 S
)

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、

デ
カ
ル
ト
哲
学
が
残
し
た
心
身
関
係
の
難
問
ー
心
身
分
離
と
心
身
合
一
の
矛
盾
の
揚
棄
ー
~
に
興
味
深
い
解
答
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ゆ
る
「
心
身
平
行
論
」
に
基
づ
い
て
、
感
情
は
「
身
体
の
変
様
で
あ
る
と
同
時
に

et
s
i
m
u
l
そ
の
よ
う
な
変
様
の
観
念
で
も
あ

る」
(
E
日
.
D
3
)

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
秩
序
即
ち
も
の
の
結
合
は
―
つ
で
あ
っ
て
、
我
々
の
身
体
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
は
、

精
神
の
能
動
と
受
動
の
秩
序
と
同
時
に
生
じ
て
い
る
」
(
E
日
.
P
2
-
S
)
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
問
題
の
受
動
感
情
は
い
か
な
る
「
受

精
神
M
e
n
s
は
、
思
惟
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
、
思
惟
の
属
性
の
様
態
で
あ
る
。
思
惟
す
る
と
は
、
精
神
が
あ
る
観
念
を
形
成
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
人
間
の
精
神
の
現
実
的
存
在
a
c
t
u
a
l
e
e
s
s
e
を
構
成
す
る
第
一
の
も
の
は
、
現
実
に
存
在
す
る
個
物
の
観
念
」

(Ell. P
l
l
)
、
即
ち
人
間
身
体
を
対
象
と
す
る
観
念
で
あ
る
(Ell.
P
l
3
)
。
そ
れ
は
、
言
い
か
え
れ
ば
人
間
身
体
の
変
様
の
観
念
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
身
体
の
現
在
は
常
に
あ
る
変
様
の
状
態
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体
の
変
様
の
観
念
を
通
し
て
精
神
は
、
「
人
間
身
体
そ
れ
自

身
と
そ
の
存
在
を
知
覚
し
」
(Ell.
P
l
9
)
、
「
精
神
そ
の
も
の
を
認
識
し
」
(Ell.
P
2
3
)
、
「
外
部
の
物
体
を
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
知
覚

す
る
」
(Ell.
P
2
6
)
。
従
っ
て
、
精
神
の
思
惟
す
る
働
き
は
す
べ
て
身
体
の
変
様
の
観
念
に
始
ま
り
、
人
間
精
神
を
構
成
す
る
他
の
思
惟
の
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ス
ピ
ノ
ザ
は
、
身
体
の
変
様
の
観
念
を
「
も
の
の
像
i
m
a
g
o
」
と
呼
び
、
そ
の
像
か
ら
直
ち
に
外
部
の
物
体
や
身
体
自
身
を
認
識
す
る
こ

と
を
「
想
像
す
る

i
m
a
g
i
n
a
r
i
」
と
言
う
(Ell.
P
l
7
 ,
 S)
。
だ
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
身
体
の
変
様
は
身
体
の
本
性
と
と
も
に
他
の
物

体
の
本
性
を
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
身
体
の
変
様
の
観
念
は
、
身
体
に
つ
い
て
も
外
部
の
物
体
に
つ
い
て
も
十
全
な
認
識
を
含
ん
で
お
ら

ず
(Ell.
P
2
5
,
 P
2
7
)
、
「
想
像
」
は
、
地
上
の
我
々
に
現
象
す
る
、
静
止
し
た
地
球
を
巡
る
か
に
見
え
る
太
陽
の

説
を
結
論
す
る
場
合
の
よ
う
に
誤
っ
た
認
識
で
し
か
な
い
。
「
人
間
精
神
は
、
も
の
を
自
然
の
共
通
の
秩
序
か
ら
e
x
c
o
m
m
u
n
i
 N
a
t
u
r
a
e
 

（
即
ち
、
す
べ
て
の
有
限
な
様
態
に
必
然
的
な
相
互
作
用
か
ら
生
ず
る
「
像
」
に
従
っ
て
）
、
知
覚
す
る
場
合
、
常
に
自
分
自
身
や

自
分
の
身
体
や
外
部
の
物
体
に
つ
い
て
十
全
な
認
識
を
も
た
ず
、
単
に
混
乱
し
そ
こ
な
わ
れ
た
認
識
の
み
を
も
つ
」
(Ell.
P
2
9
'
C
)
。
そ
し

て
、
こ
の

「
混
乱
し
た
観
念

c
o
n
f
u
s
a
i
d
e
a
」
こ
そ
が
「
心
の
受
動
と
言
わ
れ
る
感
情
A
f
f
e
c
t
u
s
,
qui a
n
i
m
i
 
P
a
t
h
e
m
a
 dicitur
」
な
の

で
あ
る

(Elli.
A
G
D
)。

感
情
は
「
身
体
そ
れ
自
身
の
活
動
力
を
増
大
さ
せ
た
り
滅
少
さ
せ
た
り
、
促
し
た
り
抑
え
た
り
」
(
E
三
.
D
3
)

す
る
。
「
活
動
力
a
g
e
n
d
i

p
o
t
e
n
t
i
a
」
と
は

c
o
n
a
t
u
s
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
活
動
力
を
増
大
さ
せ
る
感
情
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
喜
び

Laetitia
」
と
し
、
反
対
に
そ
れ
を
滅

少
さ
せ
る
も
の
を
「
悲
し
み

Tristitia
」
と
す
る

(
E
巨
P
l
l
-
S
)
。
こ
れ
ら
に

「
欲
望

C
u
p
i
d
i
t
a
s
」
が
加
わ
っ
て
「
基
本
感
情
」
を
な
し
、

他
の
感
情
は
す
べ
て
そ
れ
ら
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。

c
o
n
a
t
u
s
は
、
精
神
に
の
み
か
か
わ
る
時
に
「
意
志
V
o
l
u
n
t
a
s
」
、
精
神
と
身
体
に

同
時
に
関
係
し
て
は
「
衝
動
A
p
p
e
t
i
t
u
s
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
「
欲
望
」
と
は
自
覚
あ
る
「
衝
動
」
で
あ
る

(
E
日
.
p
g
 ,
 
S
)
。
そ
れ
ゆ
え
欲
望

は
、
喜
び
の
原
因
と
思
わ
れ
る
も
の
を
求
め
、
悲
し
み
の
原
因
と
認
識
さ
れ
る
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
努
め
る
。
従
っ
て
、
も
し
喜
び
や

悲
し
み
が
身
体
全
体
の
活
動
力
の
増
滅
を
正
し
く
示
し
、
ま
た
そ
の
原
因
を
誤
り
な
く
我
々
に
指
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
欲
望
の
ま
ま
に

従
う
だ
け
で
我
々
は
人
間
本
性
の
実
現
へ
と
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
身
体
の
変
様
は
、
身
体
に
つ
い
て
も
外
的
事
物
に
つ
い
て
も

o
r
d
i
n
e
 

「
像
」
か
ら
直
ち
に
天
動
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混
乱
し
た
観
念
し
か
与
え
な
い
。
従
っ
て
、
混
乱
し
た
観
念
に
基
づ
く
欲
望
も
ま
た
、
制
限
さ
れ
そ
こ
な
わ
れ
た

c
o
n
a
t
u
s
で
し
か
な
い
。

そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
「
地
獄
へ
の
道
は
善
意
で
満
ち
満
ち
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
は
皆
そ
し
て
常
に
自
己
保
存
の
良
き
意

図
を
い
だ
い
て
あ
る
も
の
を
求
め
あ
る
い
は
忌
避
し
な
が
ら
、
応
々
に
し
て
破
滅
へ
の
途
を
た
ど
る
と
い
う
悲
劇
が
生
ま
れ
る
。
「
実
際
、

欲
望
は
受
動
惑
情
か
ら
我
々
の
う
ち
に
生
ず
る
限
り
す
べ
て
盲
目
的
な
の
で
あ
る
」

(EIV.
P
5
8
 
,
 S
)
。
そ
の
結
果
「
我
々
は
逆
風
に
翻
弄
さ

れ
る
海
の
波
の
ご
と
く
、
自
分
の
行
き
つ
く
所
も
ま
た
運
命
に
つ
い
て
も
知
ら
ぬ
ま
ま
に
動
揺
す
る
」
(
E
日
.
P
5
9
 
,
 S
)
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

自
由
た
ら
ん
と
す
る
人
間
は
、
「
も
の
を
非
十
全
に
し
か
把
握
し
な
い
よ
う
な
精
神
に
帰
せ
ら
れ
る
」
受
動
的
欲
望
に
で
は
な
く
「
十
全
な

観
念
か
ら
成
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
の
精
神
に
帰
せ
ら
れ
る
」
能
動
的
欲
望
に
基
づ
い
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
E
N
.
A
p
2
)
。

間
精
神
は
い
か
に
し
て
十
全
な
観
念
を
も
つ
か
、
こ
れ
が
自
由
へ
の
鍵
で
あ
る
。

だ
が
我
々
は
直
ち
に
、
人
間
精
神
を
構
成
す
る
第
一
の
も
の
は
身
体
の
変
様
の
観
念
以
外
に
な
い
こ
と
を
想
起
す
る
。
身
体
の
変
様
の

観
念
よ
り
す
る
想
像
が
非
十
全
な
認
識
し
か
与
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
も
そ
も
十
全
な
観
念
を
も
ち
う
る
の
か
。
そ
こ
で
想
像

は
何
故
非
十
全
な
認
識
な
の
か
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
身
体
の
変
様
は
身
体
に
現
象
し
た
限
り
で
の

ろ
が
想
像
は
我
々
に
と
っ
て
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
「
像
」
を
、
直
ち
に
も
の
自
体
の
真
実
と
認
識
す
る
。
混
乱
は
そ
こ
に
あ
る
。
従
っ
て

「
観
念
の
う
ち
に
は
、
そ
の
た
め
に
観
念
が
虚
偽
と
言
わ
れ
る
積
極
的
な
も
の
は
何
も
な
い
」
(
E
i
l
.
P
3
3
)
。
太
陽
が
地
球
を
巡
っ
て
い
る
と

い
う
現
象
（
見
掛
け
）
そ
れ
自
体
が
虚
偽
な
の
で
は
な
く
、
虚
偽
は
現
象
と
も
の
自
体
を
混
同
す
る
「
認
識
の
欠
乏
cognitionis
priva' 

ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
認
識
様
式
を
、
日
「
憶
見
あ
る
い
は
想
像
opinio
vel I
m
a
g
i
n
a
t
i
o
」
、
口
「
理
性

R
a
t
i
o
」
、
曰
「
直
観
知

S
c
i
e
n
'

tia 
lntuitiva
」、

tio
」
(Ell.
P
3
5
)

に
あ
る
。

「
も
の
の
像
」
で
あ
っ
た
。
と
こ

の
三
種
類
に
分
析
す
る

(Ell.
P
4
0
 ,
 S
2
)
。
想
像
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
「
虚
偽
の
唯
一
の
原
因
」
で
あ
る
が
、
理
性
と
直 人
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の
の
本
質
の
十
全
な
認
識
へ
と
進
む
」
(EII.
P
4
0
-
S
2
)
。

一
般
的
抽
象
的
命
令
に

理
性
と
は
「
共
通
概
念

n
o
t
i
o
n
e
s
c
o
m
m
n
u
e
s
」
に
基
づ
く
認
識
で
あ
る
。
様
態
は
無
限
に
多
様
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
に
は
い
く

つ
か
の
共
通
点
が
あ
る
。
例
え
ば
、
す
べ
て
の
物
体
は
延
長
と
い
う
属
性
の
様
態
で
あ
り
、
ま
た
運
動
し
あ
る
い
は
静
止
す
る
と
い
う
点

で
同
一
性
を
も
つ

(Ell.
L
2
)
。
従
っ
て
精
神
が
、
身
体
の
変
様
の
諸
モ
メ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
「
多
く
の
も
の
を
同
時
に
観
想
」
し
、
そ

れ
ら
の
「
一
致
点
、
相
違
点
、
反
対
点
を
認
識
す
る
よ
う
に
内
部
か
ら
決
定
さ
れ
る
」
な
ら
ば
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
で
あ
り
、
部
分

の
中
で
も
全
体
の
中
で
も
同
じ
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
」
(Ell.
P
3
8
)

に
つ
い
て
の
十
全
な
観
念
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(Ell.

P
2
9
-
S
)
。
こ
う
し
て
獲
得
さ
れ
た
共
通
概
念
を
基
礎
に
、
秩
序
正
し
く
推
論
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
十
全
な
観
念
を
導
き
出
す
、

こ
れ
が
理
性
的
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
通
概
念
か
ら
出
発
す
る
理
性
は
い
く
ら
推
論
を
重
ね
て
も
「
い
か
な
る
個
物
の
本
質
も
説
明

し
な
い
」
(Ell.
P
4
4
 ,
 S
2
)
。
従
っ
て
、
個
物
の
本
質
の
認
識
を
欠
く
限
り
「
理
性
は
各
人
が
自
分
自
身
を
愛
し
、
真
の
利
益
を
求
め
、
人
間

を
よ
り
大
な
る
完
全
性
へ
と
真
に
導
く
も
の
を
欲
求
す
る
こ
と
、
を
要
求
す
る
」

(EN.
P
l
8
 ,
 S
)

と
い
っ
て
も
、

止
ま
る
だ
ろ
う
。
個
物
の
本
質
を
と
ら
え
る
最
も
高
次
な
認
識
が
直
観
知
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
決
し
て
理
性
を
超
越
し
た
も
の
で
は
な

い
。
理
性
は
様
態
に
共
通
な
事
柄
を
十
全
に
認
識
す
る
が
、
そ
の
最
も
普
遍
的
な
事
柄
は
、
す
べ
て
の
様
態
は
神
の
永
遠
•
無
限
の
本
質

（
属
性
）
の
変
様
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(Ell.
P
4
6
 ,
 D
)。
従
っ
て
「
人
間
精
神
は
神
の
永
遠
•
無
限
の
本
質
に
つ
い
て
の
十
全
な
認
識
を
も

っ
て
い
る
」
(Ell.
P
4
7
)
。
直
観
知
は
理
性
が
共
通
概
念
と
し
て
認
識
す
る
「
神
の
い
く
つ
か
の
属
性
の
形
相
的
本
質
の
十
全
な
認
識
か
ら
も

理
性
と
直
観
知
に
よ
っ
て
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
神
の
永
遠
の
本
性
の
必
然
性
の
う
ち
に
、
即
ち
「
永
遠
の
相
の
も
と
で

s
u
b

aeternitatis 
s
p
e
c
i
e
」
認
識
す
る
。
そ
の
時
人
間
精
神
は
自
然
の
全
体
性
の
う
ち
に
自
ら
の
本
性
の
必
然
性
を
自
覚
す
る
、
言
い
か
え
れ

16

観
知
は
「
必
然
的
に
真
の
認
識
」
で
あ
る

(Ell.
P
4
1
)
。
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ば
「
精
神
と
全
自
然
と
の
合
一
性
の
認
識
cognitio
unionis, 
q
u
a
m
 m
e
n
s
 c
u
m
 tota N
a
t
u
r
a
 h
a
b
e
t
」
(
T
I
E
.
1
3
)
を
得
る
。
そ
し
て
「
思

想
や
も
の
の
観
念
が
精
神
の
中
で
秩
序
づ
け
ら
れ
連
結
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
身
体
の
変
様
あ
る
い
は
も
の
の
像
は
身
体
の
中
で
秩
序
づ

け
ら
れ
連
結
さ
れ
る
」
(
E
V
.
P
l
)

と
い
う
心
身
の
平
行
関
係
に
よ
り
、
人
間
的
自
然
の
必
然
性
を
全
自
然
の
永
遠
の
必
然
性
の
う
ち
に
洞

察
し
た
人
間
は
、
自
ら
の
本
質
を
十
全
に
反
映
し
た
能
動
的
欲
望
に
従
っ
て
行
為
す
る
で
あ
ろ
う
こ
う
し
て
、
人
間
が
神
に
よ
る
決
定

の
最
高
の
表
現
と
し
て
の
自
由
ー
~
精
神
に
お
い
て
は
神
の
認
識
、
身
体
に
お
い
て
は
全
自
然
の
秩
序
と
の
調
和
あ
る
行
為
l

実
現

す
る
時
、
そ
こ
に
は
能
動
感
情
と
し
て
の
喜
び
、
即
ち
「
神
へ
の
知
的
愛
A
m
o
r
D
e
i
 intellectualis
」
(
E
V
.
P
3
2
-
C
)
が
と
も
な
う
の
で

人
間
の
自
由
は
、
「
知
性
を
完
成
さ
せ
」

(EN.
A
p
4
)
て
全
自
然
の
、
従
っ
て
ま
た
人
間
本
性
の
必
然
性
を
十
全
に
認
識
し
、
自
ら
そ
の

必
然
性
の
自
覚
的
表
現
と
な
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
理
性
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
限
り
の
人
間
を
完
全
に
自
由
で
あ
る

と
呼
ぶ
」
(
T
P
.
C
I
I
,
 11)。
し
か
し
、
「
す
べ
て
す
ぐ
れ
た
も
の
は
稀
で
あ
る
と
同
様
困
難
で
あ
る

S
e
d
 o
m
n
i
a
 p
r
a
e
c
l
a
r
a
 t
a
m
 difficilia 

q
u
a
m
 r
a
r
a
 sunt.
」
と
い
う
『
エ
チ
カ
』
の
有
名
な
結
語
が
示
す
よ
う
に
、
「
人
類
の
極
め
て
小
さ
な
部
分
し
か
理
性
の
導
き
の
み
に
よ
っ

て
徳
の
状
態
に
到
達
し
な
い
」
(
T
T
P
,
Gill. P
l
8
8
)。
言
い
か
え
れ
ば
「
知
性
の
完
成
」
に
よ
る
自
由
の
実
現
と
い
う
途
は
、
ご
く
一
部
の

「
賢
者

S
a
p
i
e
n
s
」
の
み
が
い
わ
ば
特
権
的
に
た
ど
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
「
常
に
理
性
を
用
い
て
人
間
的
自
由
の
頂
点
に
立
つ
こ

と
は
各
人
の
能
力
の
う
ち
に
は
な
い
」
(
T
P
.

e
n
 ,
 
8
)

の
で
あ
る
か
ら
、
「
賢
者
」
に
と
っ
て
す
ら
自
由
の
完
全
な
実
現
は
理
念
に
止
ま
ら
ざ

あ
る
。

JI 

ー
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る
を
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
こ
と
自
体
は
「
賢
者
」
の
「
卒
直
に
甘
受
」
す
る
と
こ
ろ
と
な
ろ
う
。
問
題
は
次
の
点
に
あ
る
。
人
間
は
自

己
保
存
の
た
め
に
「
本
性
を
異
に
す
る
様
々
な
糧
を
必
要
と
す
る
」

(EN.
A
p
2
7
)
が
、
「
こ
の
よ
う
な
糧
を
調
達
す
る
た
め
に
は
人
々
が
互

い
に
助
け
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
々
人
の
力
だ
け
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
」

(EN.
A
p
2
8
)
。
生
活
手
段
の
生
産
を
社
会
的
に
行
な
う

人
間
は
、
他
の
人
間
と
の
相
互
依
存
関
係
な
し
に
は
生
存
不
能
な
「
社
会
的
動
物
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
人
間
の
自
由

「
人
間
は
、
理
性
の
導
き
に
従
っ
て
生
活
す
る
限
り
、
本
性
上
常
に
必
然
的
に
一
致
す
る
」

(EN.
P
3
5
)
。
従
っ
て
「
人
間
に
と
っ
て
理
性

の
導
き
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
人
間
ほ
ど
有
益
な
個
物
は
自
然
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
」

(EN.
P
3
5
 ,
 C
l
)
。
し
か
し
そ
の
反
面
「
人
間
が

受
動
感
情
に
屈
従
し
て
い
る
限
り
本
性
上
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
」

(EN.
P
3
2
)
、
「
互
い
に
敵
対
的
と
な
る
」

(EN.
P
3
4
)
。
し
か
も
「
人

に
「
人
は
人
に
対
し
て
神
で
あ
る
」
と
同
時
に
「
人
は
人
に
対
し
て
狼
で
あ
る
」
。
こ
の
矛
盾
ー
自
己
保
存
の
た
め
に
不
可
欠
な
人
間
相

互
の
社
会
的
結
合
が
同
時
に
自
己
保
存
を
否
定
す
る
脅
威
と
な
る
と
い
う
矛
盾
を
解
決
し
な
い
限
り
、
「
賢
者
」
の
実
現
し
う
る
相
対
的
に

完
全
な
自
由
で
す
ら
も
が
極
め
て
制
限
さ
れ
、
ま
た
不
安
定
な
も
の
で
し
か
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
現
実
を
リ
ア
ル
に
見
れ
ば
「
一

般
民
衆
や
国
務
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
人
々
が
、
も
っ
ぱ
ら
理
性
の
掟
に
従
っ
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
り
う
る
と
信
ず
る
人
々
は
、
詩
人
達

の
描
く
黄
金
時
代
を
夢
み
て
い
る
の
か
、

の
方
途
を
さ
し
示
し
う
る
の
は
、

お
伽
噺
に
ひ
た
っ
て
い
る
」
(
T
P
.
C
I
'
5
)

と
し
か
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
解
決

か
か
る
矛
盾
を
十
全
に
自
覚
し
た
「
賢
者
」
を
お
い
て
な
い
。
即
ち
、
「
賢
者
」
に
と
っ
て
万
人
を
自
由

に
導
く
こ
と
が
自
ら
の
自
由
の
必
要
条
件
と
な
る
。
「
賢
者
」
は
そ
の
知
的
特
権
ゆ
え
に
重
大
な
責
務
を
も
負
っ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
私

の
目
ざ
す
目
的
と
は
、
こ
の
本
性
（
精
神
と
全
自
然
と
の
合
一
性
の
認
識
）
を
獲
得
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
私
と
共
に
多
く
の
人
々
が
そ

間
は
自
然
の
中
の
他
の
個
体
よ
り
も
は
る
か
に
有
能
で
あ
る
だ
け
に
、

も
ま
た
社
会
的
性
格
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
層
人
間
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
も
の
と
な
る
」

(EN.
A
p
l
O
)
。
ま
さ
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れ
を
獲
得
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
」
(
T
I
E
.
1
4
)
と
述
べ
、
「
他
の
人
々
と
共
に
こ
う
し
た
本
性
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」

「
最
高
の
善

s
u
m
m
u
m
b
o
n
u
m
」
だ
と
言
う
(
T
I
E
.
1
3
)

の
も
そ
の
ゆ
え
で
あ
る
。

一
方
、
事
態
は
矛
盾
の
解
決
を
緊
要
な
も
の
と
し
て
「
賢
者
」
ス
ピ
ノ
ザ
に
迫
っ
て
い
た
。
当
時
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
は
、
政
治
の
実

権
を
掌
握
す
る
大
商
業
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
と
総
督
オ
ラ
ニ
エ
公
家
を
旗
頭
と
し
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
に
支
持
さ
れ
た
反
対
勢
力
の
対
立
が

そ
の
極
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
。
「
レ
ヘ
ン
ト
（
都
市
執
政
）
」
層
の
傑
出
し
た
指
導
者
ヤ
ン
・
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
は
、
商
工
業
の
発
展
に
力
を

尽
く
し
て
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
黄
金
時
代
を
築
く
と
と
も
に
、
国
家
と
宗
教
を
分
離
し
て
思
想
的
・
宗
教
的
に
は
可
能
な
限
り
の
自
由
を
認

め
る
政
策
を
と
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
反
レ
ヘ
ン
ト
勢
力
は
、
宗
教
的
権
威
を
盾
に
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
の
自
由
主
義
を
激
し
く
攻
撃
し
た
。

説
教
場
は
民
衆
の
不
満
を
か
き
た
て
る
煽
動
の
場
と
化
し
、
無
知
と
迷
信
が
信
仰
の
衣
を
ま
と
っ
て
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
を
支
配
し
よ
う
と

し
て
い
た
。
「
信
仰
は
も
は
や
軽
信
と
偏
見
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
何
と
い
う
偏
見
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
理
性
的
人
間
を
動
物
の
状

態
に
ま
で
お
と
し
め
る
」
(
T
T
P
,
GIII. P
8
)
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
あ
っ
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
執
筆
を
一
時
中
断
し
て
『
神
学
政
治
論
』
を
書
き
あ
げ
、
匿
名
で
出
版
す
る
。

彼
は
、
日
神
学
者
た
ち
の
諸
偏
見
の
除
去
、
口
無
神
論
と
い
う
非
難
へ
の
反
駁
、
曰
哲
学
す
る
自
由
な
ら
び
に
言
論
の
自
由
の
擁
護
、
が

そ
の
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
E
P
3
0
,

GN. Pl
6
6
)
。
こ
れ
ら
の
目
的
は
、
宗
教
の
真
の
意
義
と
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
果
た

さ
れ
よ
う
。
「
先
入
見
を
も
た
ぬ
全
く
自
由
な
精
神
で
聖
書
を
再
検
討
」
(
T
T
P
,
G
日
.
P
9
)
し
た
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
聖
書
の
教
え
は
高
度
な
思

弁
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
最
も
鈍
い
精
神
に
す
ら
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
最
も
単
純
な
事
柄
の
み
を
含
ん
で
い
る
」
(
T
T
P
,

G
日
.
P
l
6
7
)

と
結
論
す
る
。
「
最
も
単
純
な
事
柄
」
と
は
「
神
へ
の
服
従
obedientia
e
r
g
a
 D
e
u
m
」
で
あ
り
、
言
い
か
え
れ
ば
「
隣
人
愛

こ
そ
が

2
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で
あ
る

(
T
T
P
;

cm. P
l
7
7
)
。
従
っ
て
信
仰
は
、
盲
目
的
欲
望
に
導
か
れ
て
人
が
互
い
に
憎
み
合
い
敵
対
し
合

a
m
o
r
 e
r
g
a
 p
r
o
x
1
m
u
m」

う
こ
と
を
戒
め
、
自
他
共
に
和
合
し
た
平
和
な
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
を
教
え
る
。
そ
し
て
人
は
、
「
神
に
服
従
す
る
も
の
は
救
済
さ
れ
、

欲
望
に
支
配
さ
れ
て
生
活
す
る
も
の
は
滅
ぼ
さ
れ
る
」
(
T
T
P
,

cm. P
l
7
7
 1
 Pl
7
8
)
と
い
う
希
望
と
恐
怖
に
よ
っ
て
隣
人
愛
の
実
践
に
駆

，
ら
れ
る
。
宗
教
は
服
従
と
い
う
誰
に
も
可
能
な
途
を
通
っ
て
、
自
ら
の
知
性
の
力
に
よ
っ
て
は
自
由
た
り
え
な
い
人
々
を
、
客
観
的
に

理
性
的
な
行
為
へ
と
導
く
こ
と
に
そ
の
存
在
意
義
が
あ
る
。
従
っ
て
、
宗
教
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
で
あ
っ
て
、
真
理
の
認
識
で
あ
る
哲

学
と
は
異
な
り
、
「
真
の
教
義
よ
り
も
敬
虔
な
教
義
を
、
即
ち
精
神
を
服
従
へ
と
駆
る
よ
う
な
教
義
を
要
求
す
る
」
(
T
T
P
,
GIil. P
l
7
6
)
。し

か
し
人
間
は
極
め
て
多
様
な
性
向
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
応
じ
た
多
様
な
信
条
を
も
つ
権
利
を
、

と
な
し
に
は
宗
教
は
そ
の
本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
も
な
く
ば
信
仰
は
た
ち
ま
ち
憎
悪
と
対
立
の
源
泉
と
化
し
、
あ

宗
教
の
実
践
的
役
割
に
対
す
る
こ
の
肯
定
的
評
価
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
信
仰
の
自
由
を
条
件
と
し
て
宗
教
に
、
先
に
述
べ
た
矛
盾
を
解
決

す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
我
々
は
、
『
国
家
論
』
で
次
の
よ
う
な
辛
辣
な
評
価
を
読
む
。
「
宗
教
が
、
各
人
は
そ
の
隣

人
を
自
分
自
身
の
よ
う
に
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
他
人
の
権
利
を
自
分
の
権
利
と
同
様
に
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
る
こ
と

は
、
誰
も
が
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
信
念
は
感
情
に
対
し
て
無
力
で
あ
る
。
確
か
に
、
病
気
が
感
情
を
打
ち
負
か
し
て
人
間

が
無
気
力
に
横
た
わ
っ
て
い
る
死
の
床
に
お
い
て
と
か
、
人
間
が
互
い
に
何
の
交
渉
も
も
た
な
い
寺
院
と
か
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
念
は

打
ち
勝
つ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
最
も
必
要
と
さ
れ
る
法
廷
や
宮
廷
と
か
に
お
い
て
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
」
(
T
P
.
C
I
 ,
 
5
)
。
こ
の
辛
辣
さ
の

背
景
に
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
「
生
涯
た
だ
一
度
と
言
わ
れ
る
激
情
」
に
駆
り
立
て
た
、
偏
動
さ
れ
た
民
衆
に
よ
る
ウ
ィ
ッ
ト
兄
弟
の
虐
殺
が

あ
っ
た
。
そ
の
事
件
は
彼
に
、
民
衆
を
支
配
す
る
受
動
感
情
の
力
の
大
き
さ
と
、
宗
教
の
無
力
さ
と
を
い
や
が
上
に
も
確
認
さ
せ
た
。
「
理

る
い
は
死
ん
だ
儀
式
と
な
り
果
て
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
信
仰
の
自
由
を
認
め
る
こ
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性
の
教
え
る
途
が
あ
ま
り
に
も
け
わ
し
く
」
(
T
P
.
C
I
,
 5)、
ま
た
宗
教
が
あ
ま
り
に
も
無
力
で
あ
る
な
ら
ば
、

由
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
結
論
は
、
理
性
的
原
理
に
基
づ
く
国
家
の
力
に
よ
っ
て
、
と
い
う
途
で
あ
っ
た
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
、
国
家
の
本
質
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
私
は
自
然
権
J
u
s
n
a
t
u
r
a
e
を
自
然
の
諸
法
則
あ
る
い
は
諸
規
則
そ
の
も
の

と
解
す
る
。
従
っ
て
人
間
が
自
ら
の
自
然
的
諸
法
則
に
よ
っ
て
行
な
う
こ
と
は
す
べ
て
、
最
高
の
自
然
権
に
従
っ
て
行
な
う
の
で
あ
る
」

(
T
P
.
 Cil'4)
。
し
か
し
人
間
は
理
性
よ
り
も
盲
目
的
欲
望
に
導
か
れ
て
自
然
権
を
行
使
す
る
。
そ
の
た
め
に
人
間
は
相
互
に
敵
対
し
、
互

い
の
自
然
権
を
否
定
し
合
う
と
い
う
先
に
見
た
矛
盾
に
お
ち
入
る
。
従
っ
て
「
自
然
権
は
、
そ
れ
が
各
人
の
能
力
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
、

一
人
一
人
の
も
の
で
あ
る
限
り
は
無
に
等
し
い
」
(
T
P
.
C
I
I
'
1
5
)
。
こ
の
自
己
否
定
の
恐
怖
が
、
人
間
を
否
応
な
く
国
家
の
形
成
へ
と
向
わ
せ

る
。
共
同
社
会
は
、
各
人
が
自
己
の
行
為
を
共
同
の
決
定
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
契
約
に
基
づ
く
。
し
か
し
人
間
は
、
し
ば
し
ば
強
力
な

受
動
感
情
に
と
ら
わ
れ
る
た
め
に
、
社
会
は
共
同
の
決
定
へ
の
背
反
（
罪
）
を
処
罰
し
、
契
約
を
順
守
さ
せ
る
力
を
も
た
な
い
限
り
自
己
を

維
持
で
き
な
い
。
「
法
律
と
、
自
己
を
保
持
す
る
力
に
よ
っ
て
確
固
と
し
た
も
の
と
な
っ
た
社
会

S
o
c
i
e
t
a
s
が
国
家

Civitas
と
呼
ば
れ
る
」

(EN. P
3
7
 
,
 S
2
)
。
従
っ
て
「
刑
罰
の
威
嚇
m
i
n
a
e
」
は
国
家
に
と
っ
て
本
質
的
な
統
治
手
段
で
あ
る
が
、

し
か
し
恐
怖
が
国
家
の
目
的
な

の
で
は
な
い
。
国
家
の
目
的
は
「
人
間
の
精
神
と
身
体
が
そ
の
す
べ
て
の
機
能
を
確
実
に
果
た
し
、
彼
ら
自
身
が
理
性
を
自
由
に
使
用
し
、

憎
悪
や
怒
り
や
謀
略
を
も
っ
て
は
決
し
て
争
わ
ず
、
ま
た
互
い
に
悪
意
な
し
に
助
け
合
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家

の
目
的
は
実
に
自
由
な
の
で
あ
る
」
(
T
T
P
,
G
日
.
P
2
4
1
)
。
だ
が
、
国
家
が
そ
の
目
的
を
果
た
し
う
る
た
め
に
は
、
国
家
そ
れ
自
身
が
理
性

的
な
も
の
、
即
ち
人
間
本
性
の
諸
法
則
に
か
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
そ
の
諸
法
律
が
正
し
い
理
性
に
基
礎
を
置
い
て
い
る

最
も
自
由
な
国
家
」
(
T
T
P̀

G
日
.
P
l
9
5
)

に
お
い
て
初
め
て
人
間
は
、
最
高
権
力
の
決
定
に
服
従
し
な
が
ら
、

3
 

し
か
も
自
由
な
人
間
と
な

一
体
何
に
よ
っ
て
人
々
を
自
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の
実
現
せ
る
自
由
の
実
例
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
が
讃
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
自
由
な
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
が
、
デ
・
ウ
ィ
ッ
ト
と
い
う
卓
越
し
た
人
物
の
死
と
と
も
に
崩
壊
し

て
ゆ
く
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
彼
は
、
「
そ
の
存
亡
が
一
個
人
の
誠
実
さ
い
か
ん
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
国
務
の
正
し
い
処
理
が
国
務
に
た

ず
さ
わ
る
人
々
の
誠
実
な
行
動
を
待
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
よ
う
な
国
家
は
何
の
安
定
性
も
も
っ
て
は
い
な
い
」
(
T
P
.
C
I
-
6
)
 
と
い
う

教
訓
を
学
び
と
っ
た
。
従
っ
て
、
「
自
由
な
国
家
」
の
保
証
は
理
性
的
な
統
治
者
で
は
な
く
、
「
国
事
を
司
る
人
々
が
、
理
性
に
よ
っ
て
導
か

れ
る
に
せ
よ
惑
情
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
に
せ
よ
、
背
信
的
な
あ
る
い
は
一
般
的
利
益
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
が
な
し
え
な
い
よ
う
に
国
事

r
e
s
 p
u
b
l
i
c
a
e
が
整
備
さ
れ
て
い
る
」
(
T
P
.
C
I
'
6
)
こ
と
に
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
死
に
至
る
ま
で
『
国
家
論
』
を
書
き
続
け
、
君
主
制
・
貴

族
制
・
民
主
制
と
い
う
可
能
な
す
べ
て
の
国
家
形
源
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
所
有
関
係
を
も
含
む
最
善
の
国
家
機
構
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

提
示
し
よ
う
と
努
め
た
の
も
そ
の
ゆ
え
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
は
「
賢
者
」
の
責
務
を
ま
っ
と
う
す
べ
く
真
摯
に
戦
い
ぬ
い
た
ス
ピ
ノ
ザ

最
後
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
が
決
し
て
譲
る
こ
と
の
で
き
ぬ
権
利
と
し
て
一
貫
し
て
擁
護
し
た
思
想
の
自
由
、
言
論
の
自
由
の
重
要
性
を
強
調

し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
自
由
こ
そ
が
現
実
に
対
し
て
常
に
か
く
あ
る
べ
き
必
然
性
を
表
現
し
、
現
実

の
批
判
的
・
否
定
的
モ
メ
ン
ト
と
し
て
万
人
を
自
由
に
導
く
と
い
う
「
賢
者
」
の
責
務
の
遂
行
を
保
証
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
、
「
自
由
な
国
家
に
お
い
て
、
抑
圧
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
判
断
の
自
由
を
破
壊
し
よ
う
と
欲
す
る
者
こ
そ
、
真
の
攪
乱
者
p
e
r
t
u
r
b
a
t
o
r

で
あ
る
」
(
T
T
P
,
CIII. 
P
2
4
6
)

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
「
人
々
が
、
と
が
め
ら
る
べ
き
罪
や
悪
行
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
そ
の
自

由
な
精
神
の
ゆ
え
に
敵
と
見
な
さ
れ
処
刑
さ
れ
る
な
ら
ば
、
断
頭
台
は
、
主
権
者
の
恥
辱
に
比
し
て
、
忍
耐
と
勇
気
の
最
善
の
例
を
示
す

輝
か
し
い
劇
場
と
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
家
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
破
滅
的
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
T
T
P
,
G
日
.
P
2
4
5
)
。

りII 

22

る
の
で
あ
る
。
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(12) (11) (10) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 注

C
f
.
 E
N
.
 P
2
4
.
 

（
ス
ピ
ノ
ザ
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
そ
の
典
拠
を
略
号
で
本
文
中
に
示
す
。
な
お
、
引
用
文
中
の
（

『
エ
チ
カ
(
E
)
』
D11公
理
、

p11定
理
、

L=補
助
定
理
、
，

D11証
明
、

'C11系、

'S11注
解
、

'
E
x
11説
明
、

A
p
11付
録
、

P011要
請
、

Pr 11序
文
、

A
G
O
11感
情
の
一
般
的
規
定
。
ロ
ー
マ
数
字
は
部
を
示
す
。

『
ス
ピ
ノ
ザ
往
復
書
簡
集
(
E
P
)
』

『
神
学
政
治
論
(
T
T
P
)』

Cf• 

Ell. P
2
4
 ,
 D
.
 

書
簡
番
号
と
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
全
集
(
G
と
略
示
）
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
す
。

全
集
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
す
。

C
f
.
E
日
.
P
l
5
,
 P
l
6
.
 

こ
の
点
で
「
共
通
概
念
」
は
、
各
人
に
現
象
す
る
限
り
の
一
致
点
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
普
遍
概
念

n
o
t
i
o
n
e
s
u
n
i
v
e
r
s
a
l
e
s
」
と
区
別
さ
れ
る

(Ell. P
4
0
'
S
1
)
。

引
用
箇
所
は
通
例
に
従
い
ブ
ル
ー
ダ
ー
版
の
番
号
に
よ
っ
て
示
す
。

も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
人
間
は
す
べ
て
を
な
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
だ
が
、
た

と
え
我
々
の
利
益
の
要
求
と
対
立
す
る
こ
と
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
自
分
の
債
務
を
果
た
し
た
こ
と
、
我
々
の
能
力
は
そ
れ
を
避
け

う
る
に
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
我
々
は
全
自
然
の
一
部
分
で
あ
っ
て
そ
の
秩
序
に
従
う
こ
と
、
を
自
覚
し
て
い
る
限
り
卒
直
に
そ
れ

を
甘
受
す
る
で
あ
ろ
う
」

(EIV.
A
p
3
2
)
。

『
国
家
論
(
T
P
)
』

章
(
C
)
と
節
の
番
号
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
す
。

注
⑧
を
参
照
。

一
七
世
紀
の
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
社
会
情
勢
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
『
レ
ム
プ
ラ
ン
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
』
（
レ
オ
・
バ
レ
ッ
ト
著
、
奥
山
秀
美
訳
、

『
知
性
改
善
論
(
T
I
E
)』

）
内
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
）



スピノザ哲学における人間の自由について 24 

(15) (14) (13) 

等°
2
3
9
)
と
述
べ
て
い
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
衝
撃
を
も
思
索
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
し
え
た
。
「
民
衆
の
激
情
の
中
に
倒
れ
た
時
、
我
々
が
自
分
で
立
ち
上
が
る
力
を
も

た
な
い
と
す
れ
ば
、
知
恵
は
我
々
に
と
っ
て
何
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
彼
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
ル
カ
ス
、
コ
レ
ル
ス
他

『
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
涯
と
精
神
』
、
渡
辺
義
雄
訳
、
理
想
社
刊
、
四
八
頁
）
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ス
と
の
相
異
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
「
私
は
自
然
権
を
常
に
そ
の
ま
ま
保
持
さ
せ
て
い
ま
す
」
(
E
P
5
0
 ,
 

GN. P
2
3
8
-
P
 

例
え
ば
、
「
我
々
は
、
判
断
の
自
由
と
神
を
自
身
の
性
向
に
従
っ
て
礼
拝
す
る
自
由
が
、
各
人
に
完
全
に
与
え
ら
れ
て
い
る
国
家
、
そ
し
て
自

由
が
万
人
に
よ
っ
て
最
も
気
高
く
、
最
も
魅
力
あ
る
と
さ
れ
る
国
家
に
生
ま
れ
る
と
い
う
稀
な
幸
福
に
恵
ま
れ
て
い
る
」
(
T
T
P
,
G
日
.
P
7
)
 

法
政
大
学
出
版
局
刊
）
第
五
章
を
参
照
。

（
博
士
課
程
学
生
）




