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》
〇
二
菖
ρ
ま
o
騰
り
霞
o
目
o
一
霞
費
昌
8

　
　
審
ε
P
鵬
＄
8
謬
b
凄
嫡
一
8
伊
く
識
一
＋
一
ミ
℃
サ

ロ
パ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
フ
．
バ
ー
リ
ン
ト
ン

ハ
！
バ
ー
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
著

『
純
粋
寛
容
批
判
』

ム
ー
ア
．

本
書
の
「
ま
え
が
き
」
は
次
の
よ
う
に
書
き
お
こ
さ
れ
て
い
る
。

　
執
筆
者
た
ち
は
気
軽
に
、
だ
が
鄭
重
に
剰
窃
し
た
本
醤
の
標
題
に
た
い
し
て

弁
明
す
る
。
こ
の
小
冊
子
は
、
カ
γ
ト
に
無
縁
な
ら
ざ
る
幾
つ
か
の
理
念
を
内

含
し
て
い
よ
う
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
脚
註
に
．
わ
れ
わ
れ

を
留
意
せ
し
め
て
い
る
の
は
た
だ
た
ら
ぬ
謙
虚
な
気
持
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、

へ
　
　
へ
　
　
ち

”
我
思
う
ー
と
い
う
の
は
私
の
現
存
在
を
限
定
す
る
作
用
を
あ
ら
わ
す
轟
．
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
文
章
を
、
ン
』
こ
で
カ
ソ
ト
が
先
験
酌
主
観
に
適
用
し
丸
よ
う
起



　
で
は
な
く
、
経
験
的
主
観
に
も
適
用
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
．

　
三
人
の
執
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
・
た
か
も
カ
ン
ト
が
理
性
の
使
用
お
よ
び
限

界
を
批
判
し
た
と
同
芯
よ
う
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
寛
容
の
精
締
の
使

用
お
よ
び
限
界
を
批
判
し
よ
う
と
試
み
る
。
い
ず
れ
の
『
批
判
』
の
書
に
も
た

が
わ
ず
、
三
篇
が
三
様
に
、
ひ
と
を
刺
す
よ
う
な
激
痛
と
激
怒
の
調
子
に
充
ち
、

鋭
い
挑
判
を
わ
れ
わ
れ
に
向
つ
て
突
き
つ
け
て
い
る
。

　
臼
『
ハ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
フ
「
寛
容
を
超
え
て
』
（
瀬
唇
呂
弓
〇
一
〇
峯
づ
8
）

　
ミ
ル
お
よ
び
古
典
的
リ
ベ
ラ
サ
ズ
ム
に
よ
つ
て
唱
導
さ
れ
た
寛
容
と
は
、
個

人
の
自
由
（
権
利
）
と
い
う
慨
念
に
基
づ
き
、
各
個
人
の
多
様
性
（
言
論
、
思

想
．
生
活
）
を
尊
重
し
、
社
会
な
い
し
公
共
的
権
力
は
全
体
と
し
て
の
福
祉
増

進
の
目
的
に
た
い
し
て
の
み
．
そ
の
自
由
に
干
渉
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ

の
具
体
的
適
用
が
デ
モ
ク
ラ
シ
置
的
多
元
論
で
あ
る
。
そ
し
て
寛
容
の
哲
学

ほ
、
ア
メ
リ
カ
の
政
治
生
活
に
お
い
て
特
殊
な
適
用
を
受
け
、
発
展
を
と
げ
て

き
た
．
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
種
族
的
・
宗
教
的
・
地
域
的
・
人
種
的
な
諸
集

団
を
社
会
の
構
成
単
位
と
し
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
利
害
が
連
邦
政
府
の
組
織
内

部
で
相
互
に
影
響
し
あ
う
と
い
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
多
元
論
と
、
そ
れ
に
附
随

す
る
寛
容
の
原
理
と
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ウ
ォ
ル
フ
に
よ
れ

ぱ
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
！
は
歴
史
的
発
展
の
特
殊
な
段
階
に
到

達
し
．
い
わ
ゆ
る
産
業
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
出
現
を
み
て
い
る
。
こ
の
政
治
的
現

実
に
た
い
し
て
多
元
論
は
ど
う
対
応
し
て
い
る
か
。
彼
は
つ
ぎ
の
三
つ
の
方
法

に
よ
つ
て
髭
判
す
る
。

　
第
一
は
．
．
〈
9
ε
7
警
碁
．
．
あ
る
い
は
権
力
均
衡
の
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
従

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

え
ば
．
ア
メ
リ
カ
社
会
の
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
集
団
は
．
健
全
な
バ
ラ
ソ
ス

を
保
つ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
例
え
ば
、
主
要
な
経
済
的
集
団
と
し
て
の
実
業

と
労
働
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
相
互
理
解
と
比
較
的
公
平
な
正
義
が
行
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
大
企
業
や
労
働
組
合
と
い
う
既
存
制
度
の
枠
外
に
あ
る
中

小
企
業
、
非
組
合
員
の
労
働
者
階
級
の
利
益
は
ま
つ
た
く
無
視
さ
れ
．
抑
制
さ

れ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
権
力
均
衡
と
は
社
会
的
現
実
に
た
い
す
る
保
守

主
義
的
欺
隔
に
縁
か
な
ら
な
い
．
第
二
の
．
．
器
輪
霞
8
．
．
理
論
は
．
政
府
の
役
割

は
多
種
多
様
の
利
益
集
団
間
の
競
争
を
調
停
し
監
督
す
る
こ
と
に
あ
鳳
と
し
、

あ
た
か
も
中
立
的
立
場
に
あ
る
か
に
装
う
。
実
際
に
は
．
政
府
の
行
動
が
優
勢

な
利
害
選
択
に
左
右
さ
れ
、
公
平
な
競
争
の
原
則
を
促
進
す
る
ど
こ
ろ
か
、
逆

に
そ
れ
を
踏
み
に
じ
つ
て
さ
え
い
る
。
最
後
に
．
も
つ
と
も
…
般
的
な
多
元
諭

の
政
治
理
論
は
、
政
治
と
は
権
力
の
支
配
と
政
府
の
決
定
権
を
め
ぐ
る
社
会
諸

集
団
の
競
合
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
権
力
と
富
は
、
そ

れ
ら
の
間
で
流
動
的
に
分
配
さ
れ
．
漸
次
的
に
一
様
化
さ
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
多
元
論
的
政
治
の
技
術
を
も
つ
て
、
現
存

す
る
害
悪
を
治
癒
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
多
元
論
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
と
実
践
は
、
『
寛
容
な
ア
メ
サ
カ
」
に
こ

れ
ま
で
よ
く
堪
え
て
き
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
．
今
や
そ
れ
は
現
状
維
持
の

イ
デ
オ
・
ギ
ー
（
マ
ン
ハ
ィ
ム
）
と
し
て
作
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
．
集
団

間
の
コ
ソ
フ
リ
ク
ト
で
は
な
く
、
社
会
の
共
通
の
利
益
（
8
響
9
呂
磐
＆
）
を

追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
代
的
課
題
に
た
い
し
て
、
ウ
ォ
ル
フ
は

「
多
元
論
を
超
え
．
そ
し
て
寛
容
を
超
え
て
．
共
同
体
の
た
め
の
新
し
い
哲
学

の
必
要
性
』
を
強
調
す
る
。

輔
九
　

（
一
八
九
舶
）



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

　
⇔
バ
奮
リ
ン
ト
ソ
・
ム
置
ア
『
寛
容
と
科
学
的
見
解
』
（
ま
ζ
導
8
導
自
9
①

即
ざ
曇
5
。
（
三
一
8
犀
）

　
ム
ー
ア
は
述
べ
て
い
る
．
『
科
学
は
理
性
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
り
、
非
理

性
と
虚
偽
に
対
し
て
は
無
情
に
も
不
寛
容
で
あ
る
』
と
。
疑
わ
し
き
存
在
論
と

か
形
而
上
学
を
、
彼
は
一
切
拒
絶
す
る
。
現
実
世
界
の
軟
弱
な
受
容
も
、
あ
ら

ゆ
る
教
義
に
た
い
す
る
生
温
い
寛
容
も
け
つ
し
て
許
さ
な
い
。
彼
の
い
う
科
学

的
か
つ
世
俗
的
見
解
と
は
．
理
性
的
な
推
論
と
事
実
に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
た
も

の
す
べ
て
を
含
む
．
そ
し
て
．
『
ど
ん
な
時
に
寛
容
た
る
べ
ぎ
か
、
ど
ん
な
時
に

寛
容
が
知
酌
怯
儒
と
逃
避
に
な
る
か
』
を
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
く
れ
る
の
で
あ

　
　
ご

る
．
こ
の
よ
う
な
科
学
的
・
世
俗
的
見
解
と
結
び
つ
い
て
こ
そ
．
『
真
正
な
寛

容
」
と
い
ラ
も
の
が
あ
り
得
る
。
か
く
し
て
．
ム
馨
ア
は
い
わ
ゆ
る
科
学
的
研
究
、

デ
タ
ツ
ひ
メ
　
ン
し

客
観
的
態
度
に
は
き
わ
め
て
批
判
的
で
あ
り
、
逆
に
、
主
観
的
要
素
の
導
入
が

恣
意
的
な
結
果
を
招
く
と
は
限
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
歴
史
研
究
に
関
し
て
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ

わ
れ
た
こ
と
だ
が
．
『
異
つ
た
世
界
観
に
基
礎
を
お
く
異
つ
た
（
解
釈
V
に
た

い
す
る
寛
容
は
．
問
題
を
ぼ
や
か
し
て
し
ま
う
だ
け
だ
』
。

　
科
学
的
見
解
は
．
過
去
お
よ
び
現
在
の
重
要
な
諸
問
題
に
は
つ
ぎ
り
し
た
解

答
を
あ
た
え
る
。
人
間
的
状
況
（
言
目
導
葺
9
二
8
）
の
諸
側
面
に
価
値
評
価

を
く
わ
え
る
こ
と
．
そ
し
て
現
存
の
支
配
体
制
と
は
異
つ
た
可
能
性
を
証
明
し

て
み
せ
る
こ
と
．
そ
れ
は
科
学
的
見
解
と
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
、
科
学
の
名

の
も
と
に
保
守
主
義
的
寛
容
に
誘
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
危
険
で
あ
る
。
ま
さ
に

そ
の
よ
う
な
科
学
的
見
解
を
成
立
さ
せ
、
支
配
体
制
を
覆
し
て
き
た
の
は
、
近

代
産
業
社
会
へ
の
移
行
過
程
に
あ
つ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
で
は
な
か
つ

た
か
。
し
か
も
そ
れ
は
い
ず
れ
も
、
革
命
の
結
果
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
（
一
八
九
二
）

置
ア
は
革
命
的
暴
力
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
暴
力
を
大
目
に
み
な
が

ら
暴
力
を
非
難
す
る
の
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
修
辞
に
ほ
か
な
ら
ず
、
嘔
吐
を
も
よ

お
す
偽
善
に
み
ち
た
も
の
だ
。
そ
れ
な
ら
、
自
由
の
名
の
も
と
に
暴
力
へ
の
訴

え
が
正
当
化
さ
れ
る
条
件
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
．

　
第
一
に
、
支
配
体
制
そ
の
も
の
が
不
必
要
に
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
．

現
存
秩
序
を
支
配
者
た
ち
は
維
持
し
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
自
ら
も
そ
の
ポ
ジ
テ
ィ

ヴ
な
諸
価
値
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
よ
う
け
れ
ど
も
、
残
虐
．
不
正
義
．
浪
費
に
我
慢

が
で
き
よ
う
か
。
第
二
に
、
革
命
的
状
況
が
成
熟
し
て
い
る
と
い
う
確
固
た
る

証
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
革
命
の
破
壊
的
な
側
面
だ
け
で
は

な
く
．
よ
り
善
い
体
制
へ
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
望
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
三
に
、
革
命
へ
の
訴
え
が
正
当
化
さ
れ
る
以
前
に
．
現
状
維
持
に
と
も

な
う
人
間
的
苦
痛
が
革
命
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
発
生
す
る
苦
痛
よ
り
一
層
重

い
、
と
い
う
理
由
が
存
在
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
．
革
命
的
暴
力
に
つ
い
て
の

計
算
ー
テ
ロ
支
配
の
不
慮
の
出
来
事
を
評
量
す
る
ー
が
必
要
で
あ
る
．
と

言
つ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
悔
悟
や
逡
巡
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
．
『
…
…
人

間
に
は
非
合
理
的
な
情
熱
と
い
う
強
烈
な
一
服
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
．
さ
も

な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
闘
争
は
無
駄
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と

し
て
石
器
時
代
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
』
と
．
ム
！
ア
の
語
気
は
激
し
い
．

　
目
ハ
ー
バ
ー
ト
・
マ
ル
ク
ー
ゼ
『
抑
座
的
寛
容
」
（
寄
鷺
§
凶
お
ゴ
ざ
旨
鄭
8
）

　
冒
頭
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
こ
の
論
文
は
．
わ
れ
わ
れ
の
先

進
産
業
社
会
に
お
け
る
寛
容
の
理
念
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
到
達
さ
れ
た

結
論
と
い
う
の
は
寛
容
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
は
、
現
在
支
配
的
な
政
策
．
態

度
．
意
見
に
た
い
す
る
不
寛
容
を
、
そ
し
て
違
法
と
さ
れ
抑
広
さ
れ
て
い
る
政



策
、
態
度
、
意
見
に
た
い
し
て
寛
容
を
拡
大
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
．
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
今
日
寛
容
は
．
そ
の
起
源
に
あ
つ
た

も
の
．
近
代
の
当
初
に
あ
つ
た
も
の
と
し
て
．
再
び
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

ー
党
派
的
な
目
標
、
破
壊
的
な
解
放
的
な
概
念
お
よ
び
実
践
と
し
て
。
そ
れ

と
逆
に
、
今
日
寛
容
と
し
て
宣
言
さ
れ
実
践
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
も

つ
と
も
有
効
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
多
く
の
面
で
．
抑
圧
の
原
因
に
仕
え
て
い
る

の
で
あ
る
』
．

　
「
抑
圧
的
寛
容
』
と
い
う
表
現
自
体
が
矛
盾
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
が
．

こ
こ
に
こ
そ
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
怨
嵯
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
豊
か

な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
内
部
に
は
、
そ
れ
こ
そ
豊
か
な
議
論
が
沸
騰
し
て
い
る
。

そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
寛
容
で
あ
る
、
共
産
主
義
者
、
フ
ァ
シ
ス
ト
、
右
翼

と
左
翼
．
白
人
と
黒
人
－
…
．
だ
が
．
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
「
純
粋
寛
容
』

に
腺
．
何
が
真
理
で
あ
り
何
が
虚
偽
で
あ
る
か
．
何
が
正
し
く
何
が
誤
り
で
あ

る
か
を
決
定
し
、
差
別
す
る
能
力
が
ま
つ
た
く
な
い
。
『
根
本
的
に
悪
で
あ
る

も
の
に
た
い
す
る
寛
容
が
今
は
善
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
豊
か

さ
、
よ
り
以
上
の
豊
か
さ
へ
の
途
上
で
、
全
体
の
強
制
に
役
立
つ
て
い
る
か
ら

だ
』
。
寛
容
は
．
操
作
さ
れ
強
制
化
さ
れ
た
個
人
に
向
つ
て
執
行
さ
れ
．
彼
ぢ
は

主
人
の
意
見
通
り
．
そ
れ
を
自
分
の
も
の
と
し
て
鵬
鵡
返
し
を
行
つ
て
い
る
だ

け
で
、
彼
ら
に
と
つ
て
は
他
律
性
が
自
律
性
と
な
つ
て
し
ま
つ
て
い
る
。
現
代

の
産
業
社
会
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
マ
ル
ク
璽
ゼ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
．

『
全
体
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
》
1
』
で
あ
る
。

　
抑
圧
的
で
あ
り
退
行
的
で
あ
り
、
堕
落
し
非
人
間
化
し
た
こ
の
状
況
に
プ
ロ

テ
ス
ト
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
。
孤
立
し
た
集
団
．
闘
争
し
つ
つ
あ
る
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少
数
者
の
緊
急
な
課
題
で
あ
る
．
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
弁
証
法
は
．
『
し
た
が
つ
て
．

解
放
す
る
寛
容
と
は
、
右
翼
か
ら
の
運
動
に
た
い
し
て
不
寛
容
で
あ
り
．
筐
翼

か
ら
の
運
動
に
た
い
し
て
寛
容
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
』
と
宣

言
す
る
。
彼
も
ま
た
、
抑
圧
さ
れ
た
階
級
に
よ
る
暴
力
革
命
が
残
虐
．
不
正
．

沈
黙
の
歴
史
的
連
競
を
断
ち
切
つ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
『
も
し
法
的
手
段
が

不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
な
ら
．
抑
圧
さ
れ
た
、
圧
倒
的
な
力
を
も

つ
少
数
者
た
ち
が
法
以
外
の
手
段
を
使
用
す
る
抵
抗
の
（
自
然
権
》
と
い
う
も
の

が
存
在
す
る
．
と
私
ば
信
ず
る
』
。
マ
ル
ク
ー
ゼ
の
維
粋
寛
容
挑
判
は
．
も
つ

と
も
厳
し
い
不
寛
容
を
．
破
壊
的
暴
力
を
も
あ
え
て
肯
定
す
る
ー
文
明
の
進

歩
と
人
間
性
の
た
め
に
。

　
寛
容
と
不
寛
容
と
の
範
囲
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
．
た

ん
な
る
協
調
は
愚
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
現
実
が
ほ
ん
と
に
不
宰
で
あ
り
．
生

き
る
に
忍
び
が
た
き
も
の
で
あ
れ
ば
．
現
実
を
絶
対
的
に
拒
む
不
寛
容
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
ム
ー
ア
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
知
識
人
の
真
の
課
題
は
ど
の
よ

う
な
政
治
的
教
義
と
か
理
想
に
も
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
で
は
な
い
．
真
理
を
発
見

し
．
語
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
．
現
実
の
状
況
が
不
必
要
に
抑
圧
的
で
あ
れ

ば
、
知
識
人
は
批
劃
的
暴
露
ー
「
破
壊
的
現
実
に
た
い
す
る
破
壊
的
批
判
」

ー
と
い
う
課
題
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
共
通
の

利
益
（
ウ
ォ
ル
フ
）
、
よ
り
善
い
体
制
（
ム
ー
ア
）
．
人
闘
性
あ
る
い
は
人
問
的
生

（
マ
ル
ク
ー
ゼ
）
を
求
め
て
で
あ
る
。

　
怨
嘩
的
人
問
の
目
眩
き
批
判
に
本
書
の
読
者
た
ち
は
感
動
さ
せ
ら
れ
よ
う

が
．
同
時
に
か
れ
ら
は
、
革
命
的
変
革
に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
祉
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会
に
つ
い
て ‘

右
の
如
き
抽
象
的
表
現
の
ほ
か
な
ん
ら
具
体
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
空
し
さ
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か ．

『
純
粋
寛
容
批

判』
に
た
い
す
る
「

批
判
の
批
判」
を
デ
l
グ
ィ
ド・

ス
ピ
ッ
ツ
が
『

デ
4

セ
ン

ト』
誌
に
書
い
て
い
る
（
宮－
g
m
Z
F

2
CU

E－6
4
s

g一g
R

〉

g
sa
g

a
o

Ea51
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E
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主
予
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そ
の

最
後
の
一
一節
を
要
約
し
て
お
こ
う ．

『：
：
：

社
会
革
命
の
名
に
お
い
て 、

い
ま
だ
に
理
性
を
拘
束
し
て
い
る
諸
条
件

の
み
な
ら
ず ‘

理
性
に
成
長
の
機
会
を
も
っ
ぱ
ら
あ
た
え
る
寛
容
の
原
理
を
も

破
壊
せ
ん
と
す
る
者
は 、

歴
史
の
厳
格
な
教
訓
に
挑
ん
で
い
る
の
で
あ
る ．

そ

れ
故
に 、

現
代
の
不
完
全
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

に
代
え
て 、

人
民
の
た
め
に
行
為

す
る
と
称
さ
れ
る ‘

ひ
と
つ
の
知
的
で
政
治
的
な
権
威
主
義
を
以
て
し ‘

歴
史

を
逆
転
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
人
び
と

ii
マ
ル
グ
1

ゼ
の
如
き

ii
に
つ
い

て 、

何
を
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
；
：
： ＠

か
か
る
人
び
と
は
ラ
デ
ィ

カ
ル
で

も
な
け
れ
ば
リ
ベ
ラ
ル
で
も
な
く ‘

残
酷
な
言
葉
を
使
う
と ．

反
動
主
義
者
で

あ
る ．
：
：
：
ミ
ル
の
純
粋
寛
容
の
理
論
で
は
な
く ．

わ
れ
わ
れ
の
批
判
者
た
も

の
抑
圧
的
不
寛
容
（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る〉
こ
そ
断
罪
さ
る
べ
き
も
の
な
の
だ ．」

本
稿
を
す
で
に
手
渡
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
が 、

大
沢
真一
郎
氏
に
よ
る

本
書
の
翻
訳
が ．

せ
り
か
書
房
よ
り
出
版
さ
れ
た ．
こ
の
訳
書
『

純
粋
寛
容
批

判』
は 、

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し 、

ま
た
読
ま
れ
て
し

か
る
べ
き
も
の
と
思
う ．

そ
し
て 、

そ
れ
ら
の
議
論
や
批
判
に
た
い
し
て
不
寛

容
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う ．
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