
論

説

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
自
己
尊
重
」
と
「
慎
み
」
の
理
論

―
―
『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
一
解
釈
―
―

山

本

陽

一

要

旨

ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
で
「
慎
み
」（m

odesty

）
の
理
論
を
構
築
し
た
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
の

人
が
幸
福
と
満
足
を
引
き
だ
せ
る
よ
う
な
「
自
己
尊
重
」（self-estim

ation

）
を
可
能
に
す
る
。
各
人
に
お
け
る
自
己
尊
重
の
感
情
は
、

慎
み
に
よ
っ
て
適
切
な
程
度
に
ま
で
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
、
相
互
に
傷
つ
け
あ
う
。
適
切
な
自
尊
感
情
の
水
準
は
、
嫉
妬
の
問
題
と
か
か

わ
っ
て
い
る
。
嫉
妬
は
、
競
争
に
よ
っ
て
貧
富
の
差
が
ひ
ら
く
社
会
で
生
じ
や
す
い
。
当
初
、
ス
ミ
ス
は
、
嫉
妬
を
与
件
と
し
て
公
平
な

観
察
者
の
性
格
に
組
み
入
れ
た
。
そ
の
た
め
、
経
済
的
成
功
者
が
観
察
者
の
共
感
を
得
る
に
は
、「
強
い
慎
み
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
、『
感
情
論
』第
6
版
で
は
、
嫉
妬
は
観
察
者
の
公
平
性
を
そ
こ
な
う
と
理
解
さ
れ
、
普
通
程
度
の（
単
に
是
認
に
値
す
る
）「
慎

み
」
が
理
論
化
さ
れ
る
。
自
己
尊
重
は
、
経
済
活
動
だ
け
で
な
い
私
生
活
の
い
ろ
ん
な
面
に
か
か
わ
り
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
に
可
能
に
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す
る
慎
み
は
、
各
個
人
の
幸
福
追
求
に
欠
か
せ
な
い
資
質
で
あ
る
。
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一

問
題
提
起

慎
み
は
、
自
分
の
価
値
を
へ
り
く
だ
っ
て
評
価
す
る
謙
虚
さ
で
あ
り
、
西
欧
で
は
宗
教
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
発
達
し
た
徳
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
神
に
対
す
る
人
間
の
弱
さ
が
強
調
さ
れ
、
人
が
自
己
の
価
値
を
高
く
評
価
す
る
と
、
傲
慢
と
い
わ
れ
て
非
難
さ
れ
る
（
1
）。
こ
れ
に

対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
世
間
が
、
き
ち
ん
と
規
制
さ
れ
た
誇
り
を
尊
重
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
自
己
尊
重
を
ひ

と
つ
の
徳
と
し
た
（
2
）。
こ
の
「
規
制
さ
れ
た
誇
り
」
は
、「
自
分
自
身
に
対
す
る
正
当
化
さ
れ
た
愛
」
と
い
え
よ
う
（
3
）。
し
か
し
、
こ
の
自
己

愛
は
、「
慎
み
」
の
助
け
が
な
い
と
、
他
人
の
同
様
な
誇
り
を
傷
つ
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
所
見
で
あ
り
、
ス
ミ
ス

は
そ
れ
に
応
答
す
る
。

「
慎
み
」
は
最
近
の
倫
理
学
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
ス
タ
ッ
ト
マ
ン
教
授
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
本
稿
で
論
じ
る
ス
ミ
ス
の
「
慎
み
」

の
理
論
に
近
い
（
4
）。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
己
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
当
該
共
同
体
の
構
成
員
が
有
す
る
「
道
徳
的
権
利
」
で
あ
る
。「
慎
み
」

は
、
ほ
か
の
構
成
員
の
同
じ
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
価
値
を
積
極
的
に
評
価
す
る
徳
で
あ
る
。
自
分
を
高
く
評
価
す
る
こ

と
は
、
他
人
に
対
し
て
特
別
な
道
徳
的
地
位
を
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
に
対
す
る
強
い
誘
惑
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
に
抗
し
て
平
等
な
地
位
を
認
識
し
、
か
つ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
べ
き
だ
と
思
う
と
こ
ろ
に
「
慎
み
」
が
成
り
立
つ
（
5
）。
こ
の
と

き
、
慎
み
と
両
立
す
る
プ
ラ
イ
ド
と
そ
う
で
な
い
プ
ラ
イ
ド
が
あ
り
、
前
者
は
「
自
己
尊
重
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
傲
慢
」
に
類
す
る
も

の
で
あ
る
（
6
）。

ス
ミ
ス
は
、
こ
う
し
た
自
己
尊
重
の
権
利
が
侵
害
し
あ
う
こ
と
な
く
享
受
さ
れ
る
状
態
、
つ
ま
り
、「
慎
み
」
が
保
た
れ
る
状
態
に
つ

い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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当
人
自
身
の
幸
福
と
満
足
に
き
わ
め
て
大
き
な
貢
献
を
す
る
程
度
の
自
己
尊
重（self-estim

ation

）は
、
公
平
な
観
察
者
に
と
っ
て
も

同
様
に
き
わ
め
て
心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
己
を
尊
重
す
る
（w

ho
esteem

s
him
self

）
程
度
が
そ
う
す
べ
き

水
準
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
き
っ
と
そ
の
人
は
、
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
自
分
で
も
思
う
敬
意（the

esteem

thathe
him
selfthinks

due

）を
す
べ
て
他
人
か
ら
得
ま
す
。
彼
は
、
自
分
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
敬
意
し
か
欲
し
が
ら
ず
、
そ
し
て
、

そ
こ
に
満
足
し
き
っ
て
安
住
し
ま
す
。（V

I.iii.50.

（
下
）
二
〇
九
�

一
〇
）
（
7
）

し
か
し
、
ス
ミ
ス
の
思
想
に
「
慎
み
」
の
理
論
を
見
る
解
釈
は
少
な
く
、
そ
の
扱
い
も
限
定
的
で
あ
る
。
ブ
レ
ナ
ン
教
授
の
解
釈
に
よ

る
と
、
慎
み
の
徳
に
は
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
（
8
）。
自
分
に
は
慎
み
の
徳
が
あ
る
と
思
っ
た
と
た
ん
、
そ
の
人
の
慎
み
は
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
し
自
分
の
価
値
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
不
当
に
低
く
評
価
す
る
せ
い
で
謙
虚
な
態
度
を
と
る
場
合
、
本
人
は
自
ら
の
慎

み
を
意
識
せ
ず
に
、
い
わ
ば
純
真
無
垢
に
謙
虚
に
ふ
る
ま
う
か
ら
、
上
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
お
よ
そ
徳
が
そ
の

よ
う
な
無
知
や
錯
誤
に
も
と
づ
く
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
み
ず
か
ら
の
価
値
に
つ
い
て
的
確
な
評
価
を
し
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
慎

み
は
徳
た
り
う
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
、
半
神
半
人
の
理
想
的
な
規
準
と
、
多
く
の
人
が
達
し

う
る
平
均
的
な
規
準
を
う
ま
く
使
い
分
け
て
対
処
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慎
み
深
い
人
は
、
自
分
に
対
し
て
は
理
想
的
な

規
準
に
よ
っ
て
厳
し
い
判
断
を
く
だ
し
、
他
人
に
対
し
て
は
平
均
的
な
規
準
に
よ
っ
て
寛
大
な
判
断
を
く
だ
す
。
こ
の
よ
う
な
規
準
の

「
使
い
分
け
」
に
よ
っ
て
、
人
は
み
ず
か
ら
の
価
値
を
適
正
に
評
価
し
な
が
ら
、
他
人
に
対
し
て
謙
虚
に
ふ
る
ま
え
る
（
9
）。

こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
慎
み
が
成
立
す
る
条
件
は
、
徳
に
内
在
す
る
ジ
レ
ン
マ
の
解
決
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
二
つ
の
規
準
が
使
い
分

け
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
「
使
い
分
け
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
す
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、

自
己
に
つ
い
て
判
定
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
（
き
っ
と
必
ず
、
と
わ
た
し
は
考
え
た
く
な
る
の
で
す
が
）、
上
の
異
な
る

四
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規
準
の
双
方
に
、
大
な
り
小
な
り
注
目
し
ま
す
。
で
も
、
ど
ち
ら
の
規
準
に
注
目
す
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
同
じ
人
で
も
そ
の

時
々
に
よ
っ
て
、
脈
絡
な
く
区
々
で
あ
る
こ
と
が
多
い
」（V

I.iii.23.

（
下
）
一
七
五
）。

ス
ミ
ス
は
、
こ
の
事
実
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
準
が
形
成
す
る
個
人
の
性
格
を
類
型
化
し
、
自
己
尊
重
と
慎
み
（
あ
る
い
は
慎
み

の
無
さ
）
を
論
じ
た
（
次
章
⑴
参
照
）。
理
想
的
な
規
準
に
よ
っ
て
自
己
を
評
価
す
る
「
賢
徳
の
人
」
は
、「
ど
ん
な
に
最
善
の
努
力
を
し

て
も
、
そ
の
成
功
を
未
熟
で
あ
る
と
感
じ
、
い
つ
か
滅
び
る
模
像
は
い
か
に
多
く
の
様
々
な
要
点
で
不
滅
の
本
物
に
及
ば
な
い
か
を
悟
り
、

悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
。」（V

I.iii.25.

（
下
）
一
七
七
）。
一
方
、
平
均
的
な
規
準
に
照
ら
し
て
自
分
を
評
価
す
る
人
は
、「
ほ
と
ん

ど
慎
み
を
も
た
ず
、
し
ば
し
ば
僭
越
で
、
思
い
上
が
り
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
で
あ
っ
て
、
自
分
の
こ
と
は
大
い
に
ほ
め
た
た
え
、
他
人
の

こ
と
は
大
い
に
く
さ
し
ま
す
。」（V

I.iii.27.

（
下
）
一
八
一
）。
こ
こ
に
は
、「
高
邁
な
人
」、「
見
栄
っ
ぱ
り
」、「
高
慢
ち
き
」
が
入
り
、

い
ず
れ
も
不
満
と
不
幸
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
（
10
）。

右
の
類
型
の
人
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
自
己
尊
重
か
ら
「
幸
福
と
満
足
」
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
い
か
に

し
て
そ
れ
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
す
で
に
ヒ
ュ
ー
ム
が
と
り
あ
げ
て
い
た
。
冒
頭
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
世

間
が
、
き
ち
ん
と
規
制
さ
れ
た
誇
り
を
尊
重
す
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
そ
の
誇
り
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
対
し
て
そ

れ
が
も
た
ら
す
効
用
と
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
対
し
て
そ
れ
が
も
た
ら
す
快
適
に
よ
っ
て
徳
に
な
る
（
11
）。
さ
ら
に
、「
自
分
た
ち
の
美
点
を
過

大
評
価
す
る
方
が
、
そ
の
美
点
を
、
そ
れ
に
適
し
た
基
準
以
下
の
も
の
と
し
て
考
え
る
よ
り
も
、
一
層
有
益
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
（
12
）。」
と

も
い
わ
れ
る
。
だ
が
そ
の
反
面
、「
人
間
の
行
き
過
ぎ
た
自
惚
れ
ほ
ど
、
不
愉
快
な
も
の
は
な
い
。
す
べ
て
の
ひ
と
は
、
た
い
て
い
が
こ

の
悪
徳
へ
向
か
う
強
力
な
性
向
を
持
っ
て
い
る
（
13
）」。
こ
う
し
て
、
徳
と
見
え
た
も
の
は
容
易
に
悪
徳
に
転
化
し
、
本
人
も
周
囲
の
人
も
み

な
が
相
互
に
自
尊
心
を
傷
つ
け
あ
う
、
い
わ
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
的
な
自
然
状
態
に
陥
る
お
そ
れ
を
生
ず
る
（
14
）。

ヒ
ュ
ー
ム
の
場
合
、
適
切
な
自
尊
感
情
で
あ
る
「
規
制
さ
れ
た
誇
り
」
は
「
自
然
な
徳
」
で
あ
る
が
、
他
人
の
自
尊
感
情
と
折
り
合
う

アダム・スミスにおける「自己尊重」と「慎み」の理論（山本）
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た
め
に
、
も
う
一
つ
の
徳
、「
慎
み
」
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
15
）。
こ
の
「
慎
み
」
は
、
礼
儀
作
法
を
守
っ
て
相
互
に
敬

意
を
表
す
る
「
人
為
的
な
徳
」
で
あ
り
、
だ
れ
に
対
し
て
ど
の
程
度
の
敬
意
を
表
す
る
か
は
、
慣
習
や
既
定
の
社
会
制
度
に
よ
っ
て
決
ま

る
（
16
）。
ス
ミ
ス
は
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
「
公
平
な
観
察
者
」
に
よ
っ
て
一
元
化
し
た
。
星
野
教
授
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
の
プ
ラ
イ

ド
論
を
比
較
し
、『
感
情
論
』
第
6
版
は
「
傲
慢
な
プ
ラ
イ
ド
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
防
止
策
」
と
し
て
「
公
平
な
観
察
者
」
を
内
面
化
し

た
と
分
析
す
る
（
17
）。
本
稿
は
、
そ
の
一
元
化
を
「
慎
み
」
の
理
論
化
と
し
て
と
ら
え
る
。

本
稿
は
、『
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
主
要
テ
ー
マ
を
慎
み
の
理
論
化
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
理
論
が
成
り
立

つ
た
め
に
は
、
慎
み
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
「
自
尊
感
情
」
が
、
他
者
か
ら
の
「
承
認
願
望
」
か
ら
区
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
点
は
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
研
究
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
て
い
る
（
本
稿
三
⑵
）。
そ
し
て
、
公
平
な
観
察
者
は
い
か
に
し
て
自
尊
感
情
の

水
準
を
示
す
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、「
嫉
妬
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
（
本
稿
四
）。
な
お
、
ス
ミ
ス
の
思
想
に
あ
る
の
は
「
慎
み
」
で
な

く
、「
高
邁
」（m

agnanim
ity

）
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
（
18
）。「
高
邁
」
の
徳
に
つ
い
て
は
、
本
稿
二
⑵
ⅱ
で
述
べ
る
が
、
ス
ミ

ス
は
、‘pride’

が
「
高
邁
」
と
混�

同�

さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
概
念
的
に
「
高
邁
」
と
は
区
別
さ
れ
る
万�

人�

の�

「
プ
ラ
イ
ド
」（
自
己
尊

重
）
を
問
題
に
す
る
（
本
稿
三
⑴
）
（
19
）。

二

予
備
的
考
察

本
章
で
は
、
第
1
節
で
、
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
議
論
の
構
成
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
慎
み
は
、
自
制
の
徳
の
ひ
と
つ
な
の
で
、

第
2
節
で
は
、「
自
制
心
」
に
つ
い
て
マ
ク
ヒ
ュ
ー
教
授
の
解
釈
に
よ
り
な
が
ら
考
察
す
る
。
ま
た
、
慎
み
と
対
照
的
な
「
高
邁
」
の
本
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質
論
を
考
察
す
る
。
第
3
節
で
は
、
す
で
に
第
1
部
で
使
わ
れ
て
い
る
共
感
の
水
準
論
が
第
6
部
で
再
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
対
応
箇
所
の
ち
が
い
が
「
自
己
尊
重
」
の
扱
い
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。

⑴

議
論
の
し
く
み

第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
議
論
は
、
三
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
一
、
古
代
倫
理
学
に
も
と
づ
く
自
制
の
徳
の
分
類
論
、
第
二
、
ス
ミ

ス
の
自
説
に
も
と
づ
く
共
感
の
水
準
論
、
第
三
、
ケ
ー
ス
分
析
に
よ
る
例
証
で
あ
る
。
最
初
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
⑵
と
⑶
で
扱

う
の
で
略
述
に
と
ど
め
、
第
三
の
議
論
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
述
べ
る
。

自
制
心
の
枢
要
性
が
序
論
で
示
さ
れ
た
あ
と
、
ま
ず
、
古
代
倫
理
学
に
も
と
づ
い
て
自
制
の
徳
が
ふ
た
つ
に
分
類
さ
れ
る
（V

I.iii.2

�

3.

（
下
）
一
五
二
�

三
）。
第
一
は
、
剛
毅
、
男
ら
し
さ
、
心
の
強
靱
さ
、
高
邁
で
あ
り
、「
英
雄
、
政
治
家
、
立
法
者
」
の
公
的
な
自
制
の
徳

で
あ
る
。
第
二
は
、
節
制
、
節
度
、
慎
み
、
謙
抑
で
あ
り
、「
無
官
の
平
穏
な
私
生
活
の
つ
つ
ま
し
い
小
道
を
満
足
し
て
歩
む
人
」
の
私

的
な
自
制
の
徳
で
あ
る
（V
I.iii.13.

（
下
）
一
六
四
�

五
）。
そ
の
あ
と
、
こ
の
分
類
に
沿
っ
て
自
制
の
徳
の
本
質
論
が
展
開
さ
れ
る
が
、
第

一
群
の
説
明
が
中
心
で
あ
る
（V

I.iii.4

�12.

（
下
）
一
五
三
�

六
三
）。
そ
れ
は
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
る
古
代
社
会
で
は
第
一
群
の
徳
が
と
く

に
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
（V

II.ii.1.28.
（
下
）
二
五
七
�

九
）。
ま
た
、「
慎
み
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
る
ま
で
知

ら
れ
て
お
ら
ず
（
20
）、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
つ
つ
し
み
は
徳
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
21
）。
古
代
哲
学
が
勧
め
た
の
は
、剛
毅
や
高
邁
の
よ

う
な
「
自
己
統
治
と
自
制
の
諸
徳
」
で
あ
っ
て
、
温
和
な
徳
に
つ
い
て
は
「
知
恵
あ
る
人
が
胸
に
宿
ら
せ
て
は
な
ら
ぬ
気
弱
さ
に
す
ぎ
な

い
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
（V

II.ii.4.2.

（
下
）
三
一
三
）。
徳
の
あ
り
か
た
は
、
そ
の
社
会
の
歴
史
的
環
境
か
ら
影
響
を
受
け
る
（
22
）。

つ
ぎ
に
、
共
感
の
水
準
は
情
念
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
ス
ミ
ス
の
自
説
に
基
づ
い
て
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
情
念
が
分
析
さ
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れ
（V

I.iii.14

�24.

（
下
）
一
六
五
�

七
六
）、
例
証
を
は
さ
ん
で
結
論
が
示
さ
れ
る
（V
I.iii.50

�53.

（
下
）
二
〇
九
�

一
二
）。
そ
こ
で
分
析
さ

れ
る
情
念
は
、『
感
情
論
』
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
2
で
呈
示
さ
れ
た
「
社
会
的
情
念
」「
非
社
会
的
情
念
」「
利
己
的
情
念
」
に
対
応
す
る
。

問
題
は
、
こ
の
再
論
の
理
由
で
あ
る
。
第
三
の
「
利
己
的
情
念
」
の
な
か
に
は
「
自
己
尊
重
」（self-estim

ation

）
が
ふ
く
ま
れ
、「
慎
み
」

は
こ
れ
に
か
か
わ
る
。
し
か
し
、
第
6
部
の
当
該
箇
所
で
「
利
己
的
情
念
」
が
項
目
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、「
自
己
尊
重
」
と
利
己
的

情
念
を
区
別
し
て
扱
う
解
釈
も
あ
る
（
23
）。
な
お
、‘self-estim

ation’

は
「
自
己
評
価
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
次
章
⑴
で
述
べ
る
。

最
後
に
、
慎
み
の
理
論
は
、
ケ
ー
ス
分
析
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
る
。
例
証
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
本
稿
の
冒
頭
で
言
及
し
た
二
つ
の
規
準

に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
た
人
物
像
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
以
下
の
四
種
類
が
あ
る
（
24
）。
①
理
想
的
な
規
準
を
探
求
し
、
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と

研
鑽
す
る
賢
徳
の
人
（V

I.iii.25

�26.
（
下
）
一
七
六
�

八
〇
）、
②
世
間
で
立
派
な
成
功
を
お
さ
め
、
自
分
が
世
間
並
み
の
規
準
よ
り
も
は

る
か
に
上
だ
と
感
じ
、
観
察
者
か
ら
も
是
認
さ
れ
る
高
邁
な
人
（V

I.iii.27

�32.

（
下
）
一
八
一
�

九
三
）、
③
自
分
が
世
間
並
み
の
規
準
よ

り
も
上
だ
と
い
う
錯
覚
あ
る
い
は
欺
瞞
に
陥
り
、
観
察
者
か
ら
否
認
さ
れ
る
高
慢
ち
き
と
見
栄
っ
ぱ
り
（V

I.iii.33

�47.

（
下
）
一
九
三
�

二

〇
六
）、
④
自
分
が
世
間
並
み
の
規
準
よ
り
も
は
る
か
に
下
だ
と
錯
覚
し
て
い
る
根
っ
か
ら
善
良
な
人
と
知
恵
お
く
れ
の
人
（V

I.iii.48

�

49.

（
下
）
二
〇
六
�

九
）。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
は
「
真
の
慎
み
」
が
成
立
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
観
察
者
が
内
面
化
さ
れ
「
良
心
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
そ
の
他
は
い
か
な
る
「
慎
み
」
も
成
立
し
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、「
慎
み
」
が
成
立
し
な
い
理
由
は
異
な
っ
て
い
る
。

②
で
は
、
観
察
者
が
「
高
邁
な
人
」
の
過
剰
な
自
己
尊
重
に
対
し
て
無
批
判
に
な
り
、
当
事
者
が
傲
慢
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
観
察
者
は

嫉
妬
心
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
、
強
大
な
権
威
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
③
の
「
高
慢
ち
き
」
は
、
自
己
を
過
剰
に
尊
重
す
る
と
い
う
点
で
、

②
の
ケ
ー
ス
と
同
じ
で
あ
る
が
、
社
会
的
な
成
功
と
い
う
点
で
②
に
及
ば
な
い
。
こ
の
場
合
、
観
察
者
は
「
世
間
一
般
の
水
準
よ
り
も
低

八
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め
に
位
置
づ
け
た
く
な
る
一
般
的
な
心
理
傾
向
」（V

I.iii.42.

（
下
）
二
〇
一
）
の
せ
い
で
、
高
慢
ち
き
を
実
際
よ
り
も
低
く
評
価
す
る
。

こ
の
「
一
般
的
な
心
理
傾
向
」
は
「
嫉
妬
」
で
あ
ろ
う
（
本
稿
四
）。「
見
栄
っ
ぱ
り
」
は
、
他�

人�

か�

ら�

の�

過
剰
な
尊
重
を
望
む
と
い
う
点

で
、「
高
慢
ち
き
」
と
は
異
な
る
。
④
は
、
慎
み
の
前
提
に
な
る
自
己
尊
重
の
感
情
そ
の
も
の
が
生
ま
れ
つ
き
弱
い
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
類
型
は
、「
慎
み
」
の
成
立
を
妨
げ
る
原
因
、
お
よ
び
、
そ
の
成
立
に
必
要
な
条
件
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
②
は
、
権
門
や

上
流
身
分
に
対
す
る
共
感
と
し
て
初
版
か
ら
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
6
版
の
特
徴
は
、
英
雄
的
な
徳
の
「
高
邁
」
が
相
対
化
さ

れ
て
い
る
点
で
あ
る
（
次
節
ⅱ
）。「
こ
ん
な
偉
ぶ
る
人
た
ち
の
過
大
な
自
己
礼
賛
は
、
彼
ら
と
ず
い
ぶ
ん
親
し
い
仲
の
知
恵
あ
る
人
に
は

熟
知
さ
れ
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
見
透
か
さ
れ
て
、
い
さ
さ
か
嘲
笑
す
ら
さ
れ
ま
す
。」（V

I.iii.27.

（
下
）
一
八
二
）
と
い
わ
れ
る
と
き
、

高
邁
の
徳
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
醒
め
た
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
な
お
、
高
邁
は
、
良�

い�

意�

味�

で
の‘pride’

で
あ
る
（
本
稿
三
⑴
）。
③
は
、

本
稿
四
で
分
析
す
る
「
成
上
り
」
の
例
と
同
系
で
あ
り
、「
嫉
妬
」
が
共
感
を
妨
げ
て
い
る
が
、
経
済
活
動
だ
け
で
な
い
私
生
活
上
の
高

慢
と
見
栄
が
一
般
的
に
比
較
さ
れ
、
悪�

い�

意�

味�

で
の‘pride’

が
分
析
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
三
⑵
）。
④
は
、「
自
尊
心
」（pride

）
を
万
人

の
「
本
能
」と
し
て
位
置
づ
け
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中�

立�

的�

な�

意�

味�

で
の‘pride’

で
あ
り
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
意
味
を‘self-

estim
ation’

に
託
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
本
稿
三
⑴
）。
な
お
、
①
の
「
真
の
慎
み
」
は
、
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
で
「
成
上
り
」
に
要

求
さ
れ
る
「
強
い
慎
み
」
に
対
応
す
る
（
本
稿
四
）。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、「
慎
み
」
の
理
論
に
不
可
欠
な
議
論
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
③

と
④
は
、
理
論
の
中
核
部
分
に
か
か
わ
る
。

⑵

自
制
の
徳
の
分
類

「
慎
み
」
や
「
高
邁
」
だ
け
で
な
く
、「
節
制
」
や
「
慎
慮
」
も
自
制
の
徳
で
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、「
自
制
心
」（self-com

m
and

）
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が
抑
制
す
る
情
念
の
ち
が
い
か
ら
生
じ
る
。
以
下
で
は
、
ⅰ
で
「
自
制
心
」
を
、
ⅱ
で
自
制
の
諸
徳
を
扱
う
。
な
お
、‘self-com

m
and’

は
「
自
己
規
制
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
独
立
し
た
徳
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
「
自
制
心
」
と
し
た
。

ⅰ

自
制
心
と
は
な
に
か

ス
ミ
ス
は
、
自
制
心
が
「
そ
れ
自
体
の
美
し
さ
」「
そ
れ
自
体
の
価
値
」
を
も
つ
と
述
べ
、
そ
の
特
質
に
言
及
す
る
。
山
﨑
教
授
は
自

制
心
を
「
人
文
学
全
般
に
通
底
す
る
全
ス
ミ
ス
の
方�

法�

的�

徳
性
」
と
呼
ぶ
（
傍
点
は
引
用
者
）
（
25
）。

第
一
の
種
類
の
情
念
﹇
恐
怖
と
怒
気
﹈
を
制
御
す
る
と
き
ふ
る
わ
れ
る
力
は
、
力�

強�

く�

、�

偉�

大�

で�

あ�

る�

が
ゆ
え
に
、
ま
た
、
第
二
の

種
類
の
情
念
﹇
く
つ
ろ
ぎ
・
楽
し
み
・
喝
采
へ
の
欲
求
﹈
を
制
御
す
る
と
き
ふ
る
わ
れ
る
力
は
、
一�

糸�

乱�

れ�

ず�

、�

む�

ら�

が�

な�

く�

、�

た�

ゆ�

ま�

ず�

着�

実�

で�

あ�

る�

が
ゆ
え
に
、
そ
ん
な
敬
意
と
賞
賛
の
念
を
多
少
と
も
搔
き
た
て
ま
す
。（V

I.iii.4.

（
下
）
一
五
三
�

四
）（
傍
点
と

﹇

﹈
は
引
用
者
）

自
制
心
そ
の
も
の
を
独
立
の
徳
と
し
て
み
れ
ば
、「
力
強
く
、
偉
大
で
あ
る
」
と
か
、「
一
糸
乱
れ
ず
、
む
ら
が
な
く
、
た
ゆ
ま
ず
着
実

で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
一
定
の
目
的
に
対
す
る
指
向
（tendency
）
を
も
つ
徳
（
慎
慮
、
正
義
、
仁
愛
）
と
は
異
な
り
、
ど
ん
な
目
的
に

も
資
す
る
徳
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
慎
慮
は
、
自
己
の
幸
福
を
指
向
し
、
正
義
と
仁
愛
は
、
他
人
の
幸
福
を
指
向
す
る
が
、
い
ず
れ

も
「
き
わ
め
て
心
地
よ
い
結
果
だ
け
を
生
み
出
す
指
向
が
あ
る
」（V

I.concl.6.

（
下
）
二
一
六
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
制
の
諸
徳
は
、
後

述
の
よ
う
に
、
よ
い
結
果
を
生
む
こ
と
も
、
わ
る
い
結
果
を
生
む
こ
と
も
あ
り
、
要
す
る
に
、
一
定
の
結
果
を
目
的
と
し
て
指
向
し
な
い
。

そ
れ
は
、「
想
定
さ
れ
る
公
平
な
観
察
者
の
感
情
」
を
配
慮
す
る
だ
け
で
あ
り
（V

I.Concl.2.

（
下
）
二
一
三
�

四
）、「
方
法
的
徳
性
」
と
い

一
〇
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え
よ
う
。

自
制
心
の
扱
い
は
、
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
と
第
6
版
で
異
な
り
、
こ
の
変
化
は
、
ス
ト
ア
哲
学
の
影
響
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
き
た
が
、

近
年
、
別
の
解
釈
も
出
さ
れ
て
い
る
（
26
）。
以
下
で
検
討
す
る
マ
ク
ヒ
ュ
ー
教
授
の
分
析
も
こ
う
し
た
流
れ
に
属
す
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
ス

ミ
ス
に
お
け
る
自
制
心
は
、
ま
ず
、
自
己
利
益
を
図
り
た
い
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
く
自
制
心
と
、
事
情
に
通
じ
た
観
察
者
に
共
感
し
た

い
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
く
自
制
心
の
ふ
た
つ
に
大
別
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
後
者
に
つ
い
て
、
観
察
者
に
共
感
し
た
い
と
い
う
動
機
に
も

と
づ
き
な
が
ら
も
、
善
に
役
立
つ
「
上
級
」
の
自
制
心
と
、
悪
に
役
立
つ
「
下
級
」
の
自
制
心
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
問
題
に
な
る
の
は
、
自
己
利
益
を
図
り
た
い
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
く
自
制
心
と
、
事
情
に
通
じ
た
観
察
者
に
共
感
し
た
い
と

い
う
動
機
に
も
と
づ
く
自
制
心
の
区
別
で
あ
る
。
こ
の
違
い
は
、
情
念
が
「
将
来
の
自
分
に
つ
い
て
の
像
」
か
ら
展
望
さ
れ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
、「
他
人
、
公
平
な
観
察
者
の
視
点
」
か
ら
展
望
さ
れ
る
の
か
に
よ
る
（
27
）。
前
者
の
自
制
心
は
、
当
事
者
が
当
初
に
い
だ
く
情
念
を

真
に
「
変
形
す
る
」（transform

）こ
と
が
で
き
ず
、
た
と
え
ば
、「
怒
気
」は
、
潜
伏
し
、
充
足
の
機
会
を
う
か
が
う
（
28
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
の
自
制
心
は
、
怒
気
を
、
表
面
的
に
弱
め
る
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
鎮
静
化
さ
せ
る（V

I.concl.3.

（
下
）二
一
四
�

五
）
（
29
）。
こ
こ
か
ら
、

前
者
の
自
制
心
は
、‘self-com
m
and’

よ
り
も‘self-restraint’

と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
わ
れ
る
（
30
）。

つ
ぎ
に
、
こ
の
自
制
心
に
よ
る
情
念
の
「
変
形
」
が
、
情
念
の
内
容
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
事
情
に
通
じ

た
観
察
者
に
共
感
し
た
い
と
い
う
動
機
に
も
と
づ
く
自
制
心
が
「
上
級
」
と
「
下
級
」
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
制
心
の
も
た
ら
す

結
果
の
良
し
悪
し
に
応
じ
た
区
分
で
あ
る
（
31
）。
実
際
、
ス
ミ
ス
は
、「
自
制
の
徳
か
ら
生
ず
る
結
果
は
、
心
地
よ
い
こ
と
も
、
心
地
わ
る
い

こ
と
も
あ
り
、
心
地
よ
い
結
果
で
あ
る
と
き
の
ほ
う
が
、
是
認
感
情
が
強
い
の
は
た
し
か
で
す
が
、
心
地
わ
る
い
結
果
の
と
き
で
も
、
是

認
感
情
が
す
っ
か
り
台
無
し
に
な
る
こ
と
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。」（V

I.concl.7.

（
下
）
二
一
七
）
と
述
べ
る
。
そ
の
主
旨
は
、
是
認

感
情
は
結
果
に
よ
っ
て
多
少
は
影
響
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、「
わ
た
し
た
ち
が
自
制
の
諸
徳
を
是
認
す
る
場
合
、
そ
の
徳
の
結
果
に
安
心
す
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る
こ
と
は
、
そ
れ
を
是
認
す
る
わ
た
し
た
ち
の
感
情
の
一
部
で
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
の
わ
ず
か
な
部
分
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い

こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。」（ibid.

）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
制
心
が
、「
役
立
つ
と
い
う
観
点
だ
け
で
な
く
、
適
切
で
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
も
等
し
く
是
認
さ
れ
る
」（IV

.2.8.

（
下
）
三
六
）
と
い
う
第
4
部
の
論
旨
と
符
合
す
る
。
両
者
の
ち
が
い
は
、
第
4
部

の
自
制
心
が
、「
卓
越
し
た
理
知
」
と
結
合
し
て
慎
慮
を
構
成
し
た
た
め
、
必
ず
良
い
結
果
を
も
た
ら
す
の
に
対
し
て
（IV

.2.6.

（
下
）

三
五
）、
新
6
部
の
自
制
心
は
、
他
の
徳
と
結
び
つ
く
ば
か
り
か
、
不
正
義
と
も
結
合
す
る
可
能
性
を
は
ら
ん
で
、
必
ず
し
も
良
い
結
果

を
も
た
ら
さ
な
い
点
に
あ
る
。

し
か
し
、
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
自
制
心
を
「
適
切
で
あ
る
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。「
心
地
わ
る
い
結
果
」
が

生
ず
る
の
は
、
自
制
心
と
結
合
し
た
「
不
正
義
」
の
せ
い
で
あ
る
。
自
制
心
そ
の
も
の
は
、
行
為
に
不
正
な
動
機
や
指
向
性
を
与
え
て
お

ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
行
為
の
態
様
の
み
に
影
響
す
る
。
自
制
心
そ
の
も
の
は
、「
何
を
す
る
か
」
で
は
な
く
、
何
を
す
る
に
せ
よ
、「
い

つ
」「
ど
の
程
度
ま
で
」
す
る
か
と
い
う
「
方
法
的
」
な
側
面
に
か
か
わ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ス
ミ
ス
が
道
徳
的
能
力
と
五
官
の

関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。「
い
つ
、
ど
の
程
度
ま
で
、
わ
た
し
た
ち
の
本
性
の
あ
ら
ゆ
る
ほ
か
の
原
理
は
耽
溺

を
ゆ
る
さ
れ
る
べ
き
か
、あ
る
い
は
、押
し
こ
ろ
さ
れ
る
べ
き
か
を
最
終
審
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
、道
徳
的
能
力
の
所
管
事
項
で
す
。」

（III.5.5.

（
上
）
三
四
四
�

五
）。

ⅱ

高
邁
の
本
質

さ
て
、
古
代
倫
理
学
の
分
類
に
お
い
て
ス
ミ
ス
が
お
も
に
論
じ
る
の
は
「
高
邁
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
威
厳
」（dignity

）
を
も
つ
と

い
う
点
で
、
身
体
的
欲
望
を
抑
え
る
私
的
な
自
制
の
徳
と
は
異
な
る
。
む
ろ
ん
、
ス
ミ
ス
は
、
高
邁
の
よ
う
な
公
的
な
自
制
の
徳
が
私
的

な
そ
れ
よ
り
も
つ
ね
に
優
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
32
）。
古
代
社
会
の
「
高
邁
」
は
、
富
裕
化
と
奢
侈
に
よ
る
社
会
の
衰
退

一
二
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を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
33
）。

古
代
倫
理
学
が
示
す
自
制
の
諸
徳
の
分
類
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

恐
怖
と
怒
気
、
ま
た
、
こ
れ
ら
と
混
じ
り
合
い
結
合
す
る
ほ
か
の
情
念
は
、
上
の
第
一
の
種
類
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
く
つ
ろ
ぎ
・
楽

し
み
・
喝
采
へ
の
欲
求
、
そ
の
他
の
利
己
的
な
多
く
の
感
情
を
充
足
さ
せ
た
が
る
欲
求
は
、
第
二
の
種
類
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
…
…

上
で
言
及
し
た
古
代
の
道
徳
学
者
に
よ
る
と
、
前
者
の
種
類
の
情
念
を
制
御
す
る
力
は
、
剛
毅
、
男
ら
し
さ
、
心
の
強
靭
さ
（strength

ofm
ind

）と
呼
ば
れ
、
後
者
の
種
類
の
情
念
を
制
御
す
る
力
は
、
節
制
、
節
度
、
慎
み
、
謙
抑
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。（V

I.iii.3.

（
下
）

一
五
三
）

こ
こ
に
は
、『
感
情
論
』
第
7
部
で
紹
介
さ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
の
学
説
と
似
て
い
る
点
が
み
ら
れ
る
（
34
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
第
一
群
の
情
念

は
、「
わ
た
し
た
ち
を
侵
害
か
ら
守
り
、
世
間
で
の
地
位
と
威
厳
を
主
張
し
、
気
高
く
誇
ら
し
い
目
的
に
向
か
わ
せ
る
」（V

II.ii.1.5.

（
下
）

二
二
七
）。
そ
れ
は
、
理
性
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
、
そ
こ
に
「
剛
毅
と
高
邁
の
徳
」
が
成
り
立
つ
。「
世
間
で
の
地
位
と
威
厳
」
と
「
高
邁
」

の
か
か
わ
り
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
第
二
群
の
情
念
は
、「
劣
位
の
野
蛮
な
欲
求
」
で
あ
り
、「
身
体
を
養
う
必
需
品
を
用
意
す
る
」

（ibid.

）。
そ
れ
は
、
理
性
と
第
一
群
の
情
念
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
（V

II.ii.1.7.

（
下
）
二
二
八
）。

た
だ
し
、
こ
の
ス
ミ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
に
お
い
て
、「
節
制
」
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。「
節
制
」
は
、

右
の
「
古
代
の
道
徳
学
者
」
に
よ
る
分
類
で
は
、
第
二
群
の
情
念
を
抑
制
す
る
徳
に
属
す
る
が
、
ス
ミ
ス
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
で
は
そ
う
な
っ

て
い
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
魂
の
三
つ
の
部
分
（
理
性
的
部
分
、
気
概
的
部
分
、
欲
望
的
部
分
）
の
「
幸
福
な
落
ち
着
き
と
完
全
無
欠
の

調
和
」
を
「
節
制
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、「
節
制
」
と
い
う
英
単
語
が
プ
ラ
ト
ン
の
翻
訳
で
使
わ
れ
る
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こ
と
に
異
議
を
唱
え
、「
よ
り
適
切
に
は
、
穏
和
な
気
性
、
ま
た
は
、
心
の
冷
静
・
謙
抑
（good

tem
per,

or
sobriety

and
m
oderation

of
m
ind

）」
と
い
う
二
語
以
上
の
組
み
合
わ
せ
で
訳
さ
れ
る
ほ
う
が
よ
い
と
述
べ
て
い
る
（V

II.ii.1.8.

（
下
）
二
二
八
）
（
35
）。
そ
れ
は
、

‘tem
perance’

と
い
う
英
語
が
も
っ
ぱ
ら
「
欲
望
的
部
分
」
を
対
象
と
し
、
し
か
も
、
そ
れ
を
完
全
に
抑
圧
す
る
よ
う
な
禁
欲
を
意
味
す

る
か
ら
で
あ
る
（V

II.ii.4.11.

（
下
）
三
二
七
）。

さ
て
、
こ
こ
で
の
ス
ミ
ス
の
分
析
は
、
第
一
群
の
情
念
を
抑
制
す
る
徳
が
中
心
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
「
高
邁
」
の
本
質
論
で

あ
る
。
こ
の
本
質
を
論
じ
る
手
法
は
、
古
代
倫
理
学
の
「
概
括
的
な
手
法
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
徳
の
根
底
に
あ
る
感
情
が
さ
ま
ざ
ま
な

状
況
下
で
こ
う
む
る
変
様
を
概
括
し
、
そ
の
一
般
的
特
徴
を
記
述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（V

II.iv.3

�6.

（
下
）
三
六
六
�

七
〇
）。
こ
れ

に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
は
、「
剛
毅
、
男
ら
し
さ
、
心
の
強
靱
さ
」
を
「
高
邁
」
に
一
括
し
て
（
36
）、
そ
の
本
質
を
、「
節
度
・
威
厳
・
適
切
さ
の
感

覚
」
に
よ
っ
て
「
恐
怖
と
怒
気
を
制
御
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
（V

I.iii.10.

（
下
）
一
六
〇
）。
高
邁
は
、「
真
理
・
自
由
・
正
義
の

た
め
に
刑
場
の
露
と
消
え
、
し
か
も
そ
の
場
で
彼
ら
に
ふ
さ
わ
し
い
平
然
た
る
態
度
と
威
厳
を
保
っ
た
人
た
ち
」（V

I.iii.5.

（
下
）
一
五

四
�

五
）
だ
け
で
な
く
、「
節
度
を
保
ち
不
屈
の
態
度
」
で
処
刑
さ
れ
て
い
く
「
強
盗
や
追
い
は
ぎ
」、「
ほ
か
の
ど
ん
な
職
業
に
も
勝
る
地

位
と
威
厳
」
を
授
か
る
兵
士
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
（V

I.iii.6

�8.

（
下
）
一
五
六
�

八
）。
そ
こ
に
共
通
す
る
の
は
、
死
の
恐
怖
に
打
ち
勝

つ
「
高
邁
」
で
あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
立
派
で
高
貴
な
徳
の
高
邁
は
、
む
ろ
ん
、
い
つ
か
衰
え
死
ぬ
無
力
き
わ
ま
る
人
間
の
域
を

は
る
か
に
超
え
る
自
制
心
を
発
揮
で
き
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。」（I.i.5.6.

（
上
）
六
四
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
ス
ミ
ス
は
、
学
説
史
を
扱
う
第
7
部
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
高
邁
」
の
定
義
に
ふ
れ
て
い
る
。「
高
邁
の
徳
は
、

あ
ま
り
に
も
傲
岸
不
遜
で
あ
る
こ
と
と
、
あ
ま
り
に
も
小
胆
で
あ
る
こ
と
の
中
間
地
点
に
あ
り
ま
す
。
前
者
の
悪
徳
の
本
質
は
、
み
ず
か

ら
の
価
値
と
威
厳
の
感
情
が
あ
ま
り
に
も
野
方
図
な
こ
と
で
あ
り
、
後
者
の
悪
徳
の
本
質
は
、
そ
ん
な
感
情
が
あ
ま
り
に
も
弱
い
こ
と
で

す
。」（V

II.ii.1.12.

（
下
）
二
三
三
）。
こ
の
「
み
ず
か
ら
の
価
値
と
威
厳
の
感
情
（a

sentim
ent
of
our
ow
n
w
orth

and
dignity

）」
の

一
四
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「
中
庸
」
が
「
高
邁
」
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
の
定
義
を
ほ
ぼ
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
知
見
を
付
加
し
て
い
る
。

「
小
胆
」、
つ
ま
り
、
恐
怖
の
制
御
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
動
機
で
も
威
厳
を
感
じ
さ
せ
る
が
、「
傲
岸
不
遜
」、
つ
ま
り
、
攻
撃
的
な
怒
気
に

つ
い
て
は
、
見
栄
か
ら
虚
勢
を
張
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
威
厳
を
感
じ
さ
せ
な
い
（V

I.iii.10.

（
下
）
一
五
九
�

六
〇
）。

⑶
「
共
感
の
水
準
論
」
の
再
論

公
的
な
自
制
の
徳
で
あ
る
「
高
邁
」
の
本
質
が
「
概
括
的
な
手
法
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
あ
と
、
第
二
群
の
私
的
な
自
制
の
徳
は
、

ほ
と
ん
ど
名
前
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
け
で
、
や
や
唐
突
に
、「
す
で
に
自
制
心
の
本
質
に
つ
い
て
は
、
本
論
の
所
々
で
述
べ
ま
し
た
か
ら
、

以
後
の
議
論
で
自
制
の
諸
徳
に
こ
と
さ
ら
詳
し
く
立
ち
入
る
必
要
は
な
い
」（V

I.iii.14.

（
下
）
一
六
五
）
と
い
わ
れ
て
共
感
の
水
準
論
に

移
行
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
2
の
再
論
で
あ
る
。

こ
の
方
向
転
換
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。
ま
ず
、
と
も
か
く
「
高
邁
」
の
本
質
が
説
明
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
後
述
の
と

お
り
、
ス
ミ
ス
は‘pride’

の
語
義
に
「
高
邁
」
を
見
出
し
、
こ
れ
を
「
混
同
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
適
切

な
意
味
で
の
「
プ
ラ
イ
ド
」（
自
己
尊
重
）
と
高
邁
を
概
念
的
に
区
別
す
る
た
め
に
、
伏
線
と
し
て
高
邁
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
お
い

た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
第
二
群
の
私
的
な
自
制
の
徳
は
、
新
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
1
の
「
慎
慮
」
に
一
括
さ
れ
、
そ
の
本
質
は
す
で

に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
（
37
）。

で
は
、
徳
の
本
質
論
が
打
ち
切
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
共
感
の
水
準
論
に
移
行
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
共
感
理
論
の
役
割
は
、

徳
の
根
底
に
あ
る
感
情
の
種
類
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
の
適
切
さ
を
論
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
す
で
に
『
感
情
論
』

の
前
半
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
再
論
さ
れ
る
理
由
は
、
再
論
さ
れ
た
第
1
部
と
そ
れ
に
対
応
す
る
第
6
部
の
該
当
箇
所
を
比
較
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す
る
と
き
明
ら
か
に
な
る
。
後
述
の
と
お
り
、
そ
れ
は
、「
自
己
尊
重
」
の
感
情
の
適
切
な
程
度
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、『
感
情
論
』
の
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
で
は
、
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
2
と
同
様
に
、
情
念
が
「
社
会
的
」・「
非
社
会
的
」・「
利

己
的
」
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
、「
公
平
な
観
察
者
が
是
認
す
る
情
念
の
程
度
は
、
情
念
の
ち
が
い
に
応
じ
て
異
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
論

証
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
す
で
に
第
1
部
で
、「
こ
の
中
庸
は
、
適
切
さ
の
指
標
の
本
質
で
あ
り
、
情
念
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ

の
値
は
、
あ
る
種
の
情
念
で
は
高
く
、
別
の
種
類
の
情
念
で
は
低
い
」、「
情
念
に
節
度
が
あ
る
と
か
、
な
い
と
い
っ
た
評
価
は
、
そ
の
情

念
に
共
感
し
た
く
な
る
世
人
の
心
理
傾
向
の
強
弱
に
き
っ
か
り
比
例
す
る
」（I.ii.intro.2.

（
上
）
七
〇
）
と
い
う
知
見
を
得
て
い
る
。
第

6
部
は
、
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
、
当
事
者
の
視
点
を
加
味
し
て
定
式
化
す
る
。

観
察
者
が
共
感
す
る
気
に
き
わ
め
て
な
り
や
す
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
適
切
さ
の
指
標
が
高
い
と
い
え
る
情
念
は
、
主
た
る
当
事
者
の

直
接
的
な
心
情
・
感
懐
と
し
て
は
、
だ
い
た
い
心
地
よ
い
。
逆
に
、
観
察
者
が
共
感
す
る
気
に
き
わ
め
て
な
り
に
く
く
、
そ
れ
ゆ
え

に
、
適
切
さ
の
指
標
が
低
い
と
い
え
る
情
念
は
、
主
た
る
当
事
者
の
直
接
的
な
心
情
・
感
懐
と
し
て
は
、
だ
い
た
い
不
快
で
あ
り
、

苦
痛
で
す
ら
あ
る
。（V
I.iii.14.

（
下
）
一
六
五
�

六
）

第
6
部
で
は
こ
の
定
式
に
即
し
て
、
先
の
三
種
類
の
情
念
に
対
す
る
共
感
の
水
準
が
再�

び�

論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
第
1
部
の
対
応

箇
所
と
重
複
す
る
部
分
が
略
述
さ
れ
る
一
方
、
新
た
な
テ
ー
マ
―
―
自
己
尊
重
―
―
が
展
開
さ
れ
る
。
以
下
で
は
こ
の
対
応
関
係
を
と
く

に
「
利
己
的
情
念
」
に
注
目
し
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、「
人
を
結
び
つ
け
て
社
会
の
形
成
を
指
向
す
る
心
の
動
き
」（V

I.iii.15.
（
下
）
一
六
六
）、
そ
し
て
、「
人
を
駆
り
た
て
互
い
か

ら
引
き
離
す
、
い
う
な
れ
ば
、
人
間
社
会
の
き
ず
な
の
破
壊
を
指
向
す
る
心
の
動
き
」（V

I.iii.16

）
が
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
る
が
、
こ

一
六
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れ
ら
が
、
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
2
の
「
社
会
的
情
念
」（
同
第
4
章
）、「
非
社
会
的
情
念
」（
同
第
3
章
）
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
（
38
）。
前
者
の
場
合
、
観
察
者
は
共
感
し
や
す
く
、
当
事
者
が
そ
ん
な
感
情
を
過
剰
に
も
つ
と
し
て
も
、「
そ
ん
な
過
剰
を
非
難
し
ま
す

が
、
そ
の
ま
な
ざ
し
に
は
相
変
わ
ら
ず
哀
れ
み
が
あ
り
、
親
切
心
さ
え
こ
も
る
」（V

I.iii.15

）。
つ
ま
り
、
観
察
者
は
共
感
し
や
す
く
、

適
切
さ
の
指
標
は
高
い
。
後
者
の
場
合
、「
先
に
述
べ
た
の
と
は
反
対
に
、
不
足
す
る
よ
り
過
剰
な
せ
い
で
人
の
気
分
を
害
す
る
き
ら
い

が
強
く
あ
り
ま
す
。
人
は
こ
の
心
理
傾
向
が
過
剰
な
せ
い
で
、
当
人
の
心
の
な
か
で
は
無
残
で
み
じ
め
な
姿
に
な
り
、
他
人
の
目
に
は
憎

ら
し
く
、
と
き
に
は
ぞ
っ
と
す
る
対
象
に
さ
え
な
り
ま
す
。」（V

I.iii.16.

（
下
）
一
六
七
）。
つ
ま
り
、
観
察
者
は
共
感
し
に
く
く
、
適
切

さ
の
指
標
は
低
い
。

し
か
し
、
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
行
論
に
お
い
て
「
利
己
的
情
念
」
に
対
応
す
る
記
述
が
明
確
で
な
い
。
第
1
部
に
お
い
て
「
利
己

的
情
念
」
は
、「
社
会
的
情
念
」
と
「
非
社
会
的
情
念
」
の
「
中
間
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
第
6
部
に
同
様
な
記
述
は
な
い
。
だ
が
、

第
6
部
の
当
該
箇
所
を
見
る
と
、「
利
己
的
情
念
」
が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
第
1
部
の
記
述
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
一
、
私
生

活
上
の
悲
痛
、
第
二
、
私
生
活
上
の
歓
喜
、
第
三
、
自
己
尊
重
の
原
理
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
利
己
的
情
念
」
の
適
切
な
水
準
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
第
1
部
と
第
6
部
の
対
応
箇
所
を
比
較
し
、「
共

感
の
水
準
論
」
の
再
論
の
理
由
が
「
自
己
尊
重
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
は
、
私
生
活
上
の
悲
痛
で
あ
る
。
第
6
部
で
は
、「
直
面
す
る
危
険
・
辛
酸
へ
の
感
受
性
は
、
面
と
向
か
う
腹
立
た
し
い
扱
い
へ

の
感
受
性
に
も
似
て
、
不
足
す
る
よ
り
過
剰
な
せ
い
で
人
の
気
分
を
害
す
る
傾
向
が
強
く
あ
り
ま
す
。」（V

I.iii.17.

（
下
）
一
六
八
�

九
）

と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
災
厄
や
侵
害
に
よ
っ
て
悲
痛
を
過
剰
に
感
じ
て
し
ま
う
人
は
共
感
さ
れ
に
く
い
と
い
う
趣
旨
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
悲
痛
の
原
因
は
さ
さ
い
な
こ
と
で
あ
る
。「
心
配
性
の
人
は
、
感
受
性
が
過
敏
で
、
小
さ
な
ふ
と

し
た
雑
事
を
い
ち
い
ち
感
じ
、そ
ん
な
気
性
の
せ
い
で
本
人
は
み
じ
め
な
気
分
に
な
り
、他
人
は
気
分
を
害
さ
れ
ま
す
。」（V

I.iii.17.

（
下
）
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一
六
九
）。
一
方
、
第
1
部
の
例
示
は
も
っ
と
具
体
的
で
あ
る
。「
ふ
と
生
ず
る
心
地
わ
る
い
小
事
を
い
ち
い
ち
不
安
が
る
人
、
料
理
人
や

食
堂
支
配
人
が
義
務
を
ほ
ん
の
少
し
で
も
果
た
さ
な
け
れ
ば
気
分
を
害
す
る
人
、
ど
ん
な
に
格
式
の
高
い
儀
式
に
参
列
し
て
も
自
分
や
ほ

か
の
人
に
示
さ
れ
た
無
作
法
を
逐
一
気
に
す
る
人
、
…
…
察
す
る
に
、
こ
ん
な
人
に
は
な
に
か
理
由
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
大
し
て
共

感
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。」（I.ii.5.3.

（
上
）
一
〇
八
�

九
）
こ
の
よ
う
に
、
悲
痛
の
原
因
が
さ
さ
い
で
あ
る
場
合
、
共
感
は
成
立

し
に
く
く
、
悲
痛
を
自
制
し
な
け
れ
ば
他
人
か
ら
共
感
を
得
ら
れ
な
い
。

第
二
は
、
私
生
活
上
の
歓
喜
で
あ
る
。
第
6
部
で
は
、「
人
生
に
あ
る
楽
し
み
や
娯
楽
・
享
楽
へ
の
感
受
性
も
、
先
と
同
様
、
過
剰
で

あ
っ
た
り
不
足
し
て
い
た
り
す
る
せ
い
で
、
人
の
気
分
を
害
し
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
不
足
す
る
よ
り
過
剰
で
あ

る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
不
快
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。」（V

I.iii.21.

（
下
）
一
七
二
�

三
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
の
「
楽
し

み
や
娯
楽
・
享
楽
」
は
、
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
若
者
が
そ
の
年
頃
に
味
わ
う
の
が
自
然
で
似
つ
か
わ
し
い
気
晴
ら
し

や
娯
楽
で
あ
る
（V

I.iii.21.

（
下
）
一
七
三
）。
一
方
、
第
1
部
の
例
示
は
も
っ
と
具
体
的
で
あ
る
。「
日
常
生
活
の
ど
ん
な
さ
さ
や
か
な

出
来
事
、
た
と
え
ば
、
昨
晩
い
っ
し
ょ
に
夕
べ
の
集
い
を
過
ご
し
た
人
た
ち
の
こ
と
だ
と
か
、
面
前
で
催
さ
れ
た
余
興
の
こ
と
だ
と
か
、

そ
の
場
の
談
論
風
発
の
た
だ
な
か
で
言
わ
れ
た
り
行
わ
れ
た
り
し
た
こ
と
だ
と
か
、
そ
ん
な
人
生
の
つ
れ
づ
れ
を
埋
め
る
さ
さ
い
な
何
で

も
な
い
こ
と
は
み
な
、
わ
た
し
た
ち
が
い
く
ら
満
足
を
表
明
し
て
も
、
そ
う
し
す
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。」（I.ii.5.2.

（
上
）一
〇
七
）。

こ
の
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
楽
し
み
か
ら
生
じ
る
歓
喜
は
、
そ
れ
が
過
剰
で
あ
っ
て
も
、
観
察
者
か
ら
共
感
さ
れ
る
。「
そ
ん
な
状
況
の
大

半
で
も
っ
ぱ
ら
欠
点
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
歓
び
を
求
め
る
性
向
が
強
い
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
、
適
切
さ
と
義
務
の
感
覚
が
弱
い
こ
と

で
す
。」（V
I.iii.21.

（
下
）
一
七
三
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
歓
喜
を
そ
れ
ほ
ど
自
制
し
な
く
て
も
、
他
人
か
ら
共
感
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
三
は
、
自
己
尊
重
の
原
理
、
自
尊
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
私
生
活
の
な
か
で
普
通
の
市
民
が
い
だ
く
利
己
的
感
情
で
あ
り
、
こ

一
八
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れ
が
第
6
部
の
主
要
問
題
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
扱
う
当
該
箇
所
の
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
問
題
を
呈
示
し
て
、
そ
れ
以
降
の
第
6

部
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
解
答
に
当
て
て
い
る
。
そ
の
呈
示
部
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

自
己
尊
重
の
原
理
（The

principle
of
self-estim

ation

）
は
、
強
す
ぎ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
弱
す
ぎ
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

自
己
を
大
い
に
重
ん
じ
る
こ
と
は
、
と
て
も
心
地
よ
く
、
自
己
を
卑
下
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
心
地
わ
る
く
、
で
す
か
ら
、
当
人
に

し
て
み
れ
ば
、
自
尊
の
原
理
は
「
お
よ
そ
不
足
す
る
よ
り
過
剰
で
あ
る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
ず
っ
と
不
快
で
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
だ
け
は
疑
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
公
平
な
観
察
者
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
事
態
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
ふ
う
に

映
る
に
き
ま
っ
て
い
る
、つ
ま
り
、自
尊
の
原
理
は
「
過
剰
で
あ
る
よ
り
不
足
す
る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
つ
ね
に
不
快
で
な
い
に
き
ま
っ

て
い
る
」―
―
も
し
か
す
る
と
そ
う
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（V

I.iii.22.

（
下
）
一
七
三
�

四
）

結
論
か
ら
い
え
ば
、「
自
己
尊
重
の
感
情
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
不
足
す
る
よ
り
も
少
し
ぐ
ら
い
は
過
剰
で
あ
る
ほ
う
が
、
当
人
に
と
っ

て
も
公
平
な
観
察
者
に
と
っ
て
も
、
ま
だ
し
も
心
地
わ
る
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。」（V

I.iii.52.

（
下
）
二
一
一
）
と
い
う
の
が
解

答
で
あ
る
。

初
版
ベ
ー
ス
の
第
1
部
に
お
い
て
、
こ
の
第
三
の
利
己
的
情
念
で
あ
る
「
自
己
尊
重
」
に
該
当
す
る
記
述
は
、「
成
上
り
」
の
歓
喜
を

め
ぐ
る
議
論
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
生
活
上
の
歓
喜
の
一
例
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
感
さ
れ
に
く
い
歓
喜
と
し
て
説
明
さ
れ

て
い
る
（
39
）。
そ
こ
に
お
い
て
共
感
の
支
障
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
嫉
妬
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
自
己
尊
重
（
自
尊
心
）
と
嫉
妬
を
め
ぐ
る
議

論
は
、
新
6
部
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
的
で
あ
り
、
結
論
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
扱
う
た
め
に
は
、
新
6
部
で
は
「
自
己
尊
重
」

が
、
経
済
活
動
を
ふ
く
む
私
生
活
上
の
一
般
的
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
点
（
本
稿
三
）、
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
嫉
妬
」
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の
問
題
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
本
稿
四
）。

こ
れ
ら
の
点
は
の
ち
に
扱
う
こ
と
に
し
、
右
の
新
6
部
の
結
論
に
関
す
る
解
釈
を
い
く
つ
か
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
こ
の

結
論
自
体
が
、「
自
己
軽
視
」
を
要
求
す
る
「
慎
み
」
に
反
す
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
（
40
）。
こ
れ
は
、「
慎
み
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か

と
い
う
本
稿
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
た
し
か
に
、
後
述
の
よ
う
に
、
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
で
「
慎
み
」
は
強�

い�

意�

味�

で
理
解
さ

れ
、「
自
己
軽
視
」
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
点
が
修
正
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
の
「
自
己
尊
重
」
を
可
能
に
す
る
普�

通�

程�

度�

の
「
慎
み
」
が
新
6
部
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
マ
ク
ヒ
ュ
ー
教
授
は
、「
事
情
に
通
じ
た
観
察
者
は
、
自
己
尊
重
に
お
い
て
過
剰
も
不
足
も
等
し
く
懸
念
す
る
。
と
い
う
の

は
、
過
剰
も
不
足
も
究
極
的
に
は
行
為
者
自
身
に
と
っ
て
悪
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
41
）。
右
に
見
た
よ
う
に
、
私
生
活
上
の
悲
痛

の
場
合
に
は
「
過
剰
」
が
懸
念
さ
れ
、
歓
喜
の
場
合
に
は
「
不
足
」
が
懸
念
さ
れ
る
が
、「
自
己
尊
重
」
の
場
合
は
両
方
だ
と
い
う
の
で

あ
る
。
だ
が
、
正
確
に
読
め
ば
、
ス
ミ
ス
は
、「
少
し
ぐ
ら
い
過
剰
」
で
あ
る
ほ
う
が
よ
い
と
踏
み
こ
ん
で
い
る
。

田
中
教
授
は
、
こ
の
踏
み
こ
み
に
対
し
て
違
和
感
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
第
6
版
で
は
「
人
間
の
虚
栄
心
や
称
賛
愛
が
生
み
出
す
腐

敗
の
危
険
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
も
卑
下
し
す
ぎ
る
よ
り

も
、
す
こ
し
高�

慢�

で
あ
り
す
ぎ
る
方
が
良
い
（to

be
a
little

too
proud

）」（V
I.iii.52.

（
下
）
二
一
一
）（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
の

は
、「
一
見
奇
異
」
で
あ
る
が
、「
傲
慢
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
古
典
的
自
由
主
義
社
会
の
指
導
層
た
ち
に
対
す
る
彼
ら
の
再
生
へ
の
期
待
を

こ
め
た
励
ま
し
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
42
）。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、「
高
慢
」
と
訳
さ
れ
て
い
る‘proud’

の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
語
を
ふ
く
む
右
の
引
用
に
つ
づ
く
の
は
、「
自

己
尊
重
の
感
情
に
お
い
て
は
（in

the
sentim

entof
self-estim

ation

）、
お
よ
そ
不
足
す
る
よ
り
も
少
し
ぐ
ら
い
は
過
剰
で
あ
る
ほ
う
が
、

当
人
に
と
っ
て
も
公
平
な
観
察
者
に
と
っ
て
も
、
ま
だ
し
も
心
地
わ
る
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。」
と
い
う
先
に
引
用
し
た
解
答
で

二
〇
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あ
る
。
こ
こ
で
の‘proud’‘pride’

は
、‘self-estim

ation’

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、「
高
慢
」
は
、「
見
栄
」
と
は
異
な
り
、

想
像
上
の
立
場
の
交
換
を
拒
否
す
る
悪
徳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、
次
章
で
述
べ
る
。

三

自
己
尊
重
の
主
題
化

ス
ミ
ス
は
、『
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
間
に
「
自
己
尊
重
」
を
可
能
に
す
る
「
慎
み
」
を

呈
示
す
る
が
、
そ
の
過
程
で
、‘pride’
と
い
う
英
単
語
の
用
法
を
検
討
し
、
知
恵
お
く
れ
の
事
例
を
観
察
し
、
見
栄
と
高
慢
を
比
較
し
て
、

「
自
己
尊
重
」
の
概
念
を
確
立
す
る
。
第
1
節
で
、
本
稿
が
「
自
己
尊
重
」
と
理
解
す
る‘self-estim

ation’

に
つ
い
て
説
明
し
、
第
2
節

で
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
い
る
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
分
析
を
参
照
す
る
。

⑴

‘self-estim
ation’

の
文
脈

本
稿
が
「
自
己
尊
重
」
と
訳
し
て
い
る‘self-estim

ation’
は
、
当
時
と
し
て
は
比
較
的
新
し
い
語
で
あ
り
、The

O
xford

English

D
ictionary

が
登
載
す
る
最
も
早
い
用
例
は
、『
感
情
論
』
第
6
版
と
同
じ
一
七
九
〇
年
の
も
の
で
あ
る
（
43
）。
そ
こ
に
お
け
る
こ
の
語
の
意

味
は
「
自
己
評
価
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
高
い
評
価
で
も
低
い
評
価
で
も
あ
り
う
る
。
一
般
に
「
評
価
」
は
、
そ
の
た
め
の
規
準
を
前
提
に

し
、
こ
れ
に
照
ら
し
て
判
断
を
く
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
場
合
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
理
想
的
な
規
準
と
標
準
的
な
規
準
が
あ

る
。
そ
し
て
、「
自�

己�

評
価
」
の
「
自
己
」
は
、
観
察
者
で
は
な
く
、
当
事
者
の
そ
れ
で
あ
る
（
44
）。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
自
己
評
価
は
、
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な
お
も
公
平
な
観
察
者
の
「
評
価
」（
是
認
ま
た
は
否
認
）
に
服
す
る
。
こ
の
「
自
己
評
価
」
は
、
公
平
な
観
察
者
の
「
評
価
」
を
受
け

る
前
は
、
高
め
に
な
り
や
す
い
。「
当
人
に
し
て
み
れ
ば
、
自
尊
の
原
理
は
、
お
よ
そ
不
足
す
る
よ
り
過
剰
で
あ
る
ほ
う
が
ま
だ
し
も
ず
っ

と
不
快
で
な
い
に
き
ま
っ
て
い
る
」（V

I.iii.22.

（
下
）
一
七
四
）。
一
般
的
に
高
め
に
な
る
当
事
者
の
「
自
己
評
価
」
は
、「
自
己
尊�

重�

」

と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
45
）。

こ
の
「
自
己
尊
重
」
は
、‘pride’

と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
「
自
尊
心
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、‘pride’

は
、
日
常
語
と
し
て
は
悪
い
意
味
で
理
解
さ
れ
る
。
本
来
、
そ
の
意
味
は
「
中
立
的
」
で
あ
り
、
付
随
す
る
事
情
に
よ
っ
て
良
く
も
悪
く

も
な
り
、「
み
ず
か
ら
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
を
顧
み
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
自
足
的
感
情
」
も
示
せ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
の

た
め
の
適
切
な
英
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
（
46
）。
ス
ミ
ス
も
同
じ
困
難
を
感
じ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、『
感
情
論
』
の
新
6

部
で‘pride’,

‘proud’

の
意
味
に
注
意
を
促
す
。
ま
ず
、
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、「
過
剰
な
自
己
尊
重
」、「
高
慢
」
で
あ
る
こ
と
が
多

く
、「
非
難
の
意
味
を
相
当
に
含
む
」（V
I.iii.33.

（
下
）
一
九
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
悪
い
意
味
で
の‘pride’

で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、‘pride’

は
「
誇
り
高
い
」
と
い
う
よ
う
に
「
良
い
意
味
」
で
使
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
彼

は
あ
ま
り
に
も
誇
り
高
い
（proud

）
の
で
、
あ
る
い
は
、
あ
ま
り
に
も
気
高
い
誇
り
（pride

）
を
も
つ
の
で
、
け
っ
し
て
卑
し
い
仕
事

に
甘
ん
じ
な
い
」（V

I.iii.44.

（
下
）
二
〇
三
）
と
い
う
用
例
を
挙
げ
て
い
る
（
47
）。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の

「
良
い
意
味
」
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
「
高
邁
」（m

agnanim
ity

）
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
ス
ミ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
描
写
し
た

「
高
邁
な
人
」
の
性
格
を
列
挙
し
て
、‘pride’

の
「
良
い
意
味
」
を
具
体
的
に
示
す
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、「
み
ず
か
ら
の

価
値
と
威
厳
の
感
情
」
の
「
中
庸
」
が
「
高
邁
」
で
あ
る
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
を
ほ
ぼ
受
け
入
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
「
良
い
意
味
」
を
「
高
邁
と
混
同
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
（V

I.iii.44.

（
下
）
二
〇
三
）、
少
な
く
と
も
理�

論�

的�

に
は
承
認
し
な
い
。‘pride’

と
「
高
邁
」
は
、
概
念
的
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
（
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
）

二
二
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ス
ミ
ス
の
所
見
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
、
右
の
よ
う
な
「
良
い
意
味
」
で
の‘pride’

と
は
別
に
、「
本
能
と
し
て
の
自
尊
心
」（an

instinctofpride

）
に
言
及
す
る
。

こ
の
用
例
は
、「
自
然
が
世
間
一
般
の
水
準
よ
り
も
相
当
低
く
つ
く
っ
て
い
る
不
運
な
人
た
ち
」
の
ケ
ー
ス
分
析
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
人

た
ち
は
、
社
会
の
目
を
避
け
、
引
き
こ
も
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
自
尊
心
の
欠
如
で
あ
る
。「
同
胞
市
民
と
対
等
な
立
場
（an

equality
w
ith
their

brethren

）
で
持
ち
こ
た
え
る
に
は
、
自
尊
心
と
い
う
あ
の
本
能
が
必
要
で
あ
り
、
そ
ん
な
知
恵
お
く
れ
の
人
に
は

微
塵
も
そ
れ
が
な
い
」（V

I.iii.49.

（
下
）
二
〇
九
）。
こ
の
自
尊
心
は
、
他
者
と
の
平
等
性
を
維
持
す
る
た
め
に
自
然
が
与
え
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
ミ
ス
は
、「
知
恵
お
く
れ
の
多
く
の
人
は
、
理
知
を
つ
か
さ
ど
る
諸
能
力
の
ど
こ
も
劣
っ
て
い
ま
せ
ん
。」（ibid.

（
下
）
二
〇
八
）
と
述
べ
、
本
能
と
し
て
の
自
尊
心
は
、「
読
み
・
書
き
・
計
算
」
の
よ
う
に
学
習
に
よ
っ
て
身
に
つ
く
知
的
能
力
と
は
関

係
が
な
い
と
い
う
。
こ
の
自
尊
心
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
生
ま
れ
つ
き
持
つ
も
の
で
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
良
く
も
悪
く
も
な
い

中�

立�

的�

な
意
味
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
本
能
と
し
て
の
自
尊
心
は
、
あ
る
意
味
で
「
み
ず
か
ら
の
価
値
と
威
厳
（dignity

）
の
感
情
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
も
し
そ
う
解
す
れ
ば
、‘dignity’

は
、
世
間
や
社
会
の
な
か
で
後
天
的
に
得
ら
れ
る
優
越
で
は
な
く
、
先
天
的
に
人
間
に
そ
な
わ
る

も
の
で
あ
り
、「
尊
厳
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
二
⑵
ⅱ
で
み
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は‘dignity’

の
語
を
し

ば
し
ば
「
高
邁
」
と
関
連
さ
せ
て
使
う
の
で
、
本
稿
で
は
英
雄
的
な
性
格
を
表
す
た
め
に
「
威
厳
」
と
訳
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
注
目
す

べ
き
例
外
が
あ
る
。「
自
己
保
存
」
の
原
理
が
欠
如
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
、「
で
も
、
や
は
り
そ
れ
は
、
彼
の
人
柄
の
尊
厳
（the

dignity

and
respectableness

）
を
い
さ
さ
か
減
ら
し
ま
す
。」（V

II.ii.3.16.

（
下
）
三
〇
八
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
自
己
保
存
は
す
べ
て
の
人
に
自

然
が
与
え
て
い
る
本
能
で
あ
り
、
そ
れ
を
も
つ
こ
と
は
英
雄
的
な
「
威
厳
」
と
無
関
係
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、‘respectableness’

の
意
味
と
融
合
し
て
「
尊
厳
」
を
構
成
し
て
い
る
（
48
）。
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以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
本
能
と
し
て
も
つ「
自
尊
心
」を‘pride’

の
理
論
的
な
意
味
と
し
て‘self-estim

ation’
に
託
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
疑
問
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ミ
ス
が‘pride’

の
「
良
い
意
味
」
を
論
じ
た
さ
い
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
「
高
邁
な
人
」
の
性
格
が
、「
こ
の
二
世
紀
で
ス
ペ
イ
ン
人
の
人
柄
に
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
の
が
普
通
に
な
っ

た
」（V

I.iii.44.
（
下
）
二
〇
三
）
と
述
べ
て
い
る
理
由
で
あ
る
。

こ
の‘pride’
の
語
義
の
問
題
に
関
連
し
て
、
古
代
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
近
代
の
ス
ペ
イ
ン
人
を
結
び
つ
け
る
由
縁
は
、
ス
ペ
イ
ン

人
に
よ
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ス
征
服
戦
争
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
国
富
論
』
で
は
、「
彼
ら
を
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
と
い
う
敬
虔

な
目
的
が
、
こ
の
不
正
な
計
画
を
神
聖
化
し
た
。
し
か
し
そ
の
地
で
黄
金
と
い
う
財
宝
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
期
待
が
、
こ
の
計
画
の
実

行
を
う
な
が
し
た
唯
一
の
動
機
で
あ
っ
た
。」（（
三
）
一
一
九
頁
。IV

.vii.a.15
:
561

）
と
い
わ
れ
て
い
る
（
49
）。
そ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
「
自
然
的
奴
隷
制
」
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
（
50
）。「
自
然
的
奴
隷
制
」
と
は
、
支
配
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
奴
隷
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
は
生
ま
れ
つ
き
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
が
（
51
）、
ス
ペ
イ
ン
人
は
こ
の
思
想
に
も
と
づ
い
て
先
住
民
を
略
奪
・
虐

殺
し
た
。
そ
の
論
理
は
、「
も
し
彼
ら
が
人
間
的
で
徳
高
い
人
々
に
支
配
さ
れ
る
の
を
拒
め
ば
、
武
力
に
よ
っ
て
彼
ら
を
強
制
的
に
服
従

さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
（
52
）。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
そ
こ
に
「
高
邁
」
を
み
る
か
、「
高
慢
」
を
み
る
か
は
、
意
見
の
分

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
（cf.V

I.iii.42.

（
下
）
二
〇
二
）。

ち
な
み
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
自
然
的
奴
隷
制
」
の
思
想
を
批
判
し
、「
各
人
は
他
人
を
生
ま
れ
な
が
ら
平
等
な

も
の
と
し
て
承
認
せ
よ
」
と
い
う
自
然
法
を
導
き
、
こ
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
を‘Pride’

、
つ
ま
り
「
高
慢
」
と
呼
ん
だ
（
53
）。
た
だ
し
、

ホ
ッ
ブ
ズ
の
場
合
、
す
べ
て
の
人
は
高
慢
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
、
現
在
の
力
を
維
持
す
る
た
め
に
さ
ら
な
る
力
を
追

求
し
て
や
ま
ず
、
自
足
す
る
こ
と
は
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
、「
プ
ラ
イ
ド
」
は
「
過
剰
な
自
己
尊
重
」
以
外
で
な
く
、
す
べ
て
の

人
が
平
和
裏
に
満
足
と
幸
福
を
引
き
出
せ
る
よ
う
な
「
適
切
な
程
度
の
自
己
尊
重
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
高
慢
」

二
四
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の
危
険
性
を
防
止
す
る
た
め
に
、
位
階
を
定
め
る
国
家
法
を
必
要
と
し
た
（
54
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に「
慎

み
」
を
論
じ
た
。

⑵

適
正
化
以
前
の‘pride’

と
は

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
日
常
語
と
し
て
は
お
も
に
「
悪
い
意
味
」
で
使
わ
れ
る‘pride’

が
「
良
い
意
味
」
で
も
使
わ
れ
る
こ

と
を
認
め
な
が
ら
、
こ
れ
を
理
論
的
に
は
退
け
て
、
中
立
的
な
意
味
で
の‘pride’

、「
自
己
尊
重
」
に
関
心
を
よ
せ
る
。
こ
の
点
に
注
目

し
て
い
る
の
が
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
研
究
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
①
「
承
認
願
望
（approbativeness

）」（
他
人
か
ら
是
認
さ
れ

た
い
と
い
う
欲
望
）、
②
「
自
己
称
賛
（self-esteem

）」（
自
分
自
身
に
つ
い
て
良
く
評
価
さ
れ
た
い
と
い
う
欲
望
）、
③
「
競
争
心

（em
ulation

）」（
他
人
の
上
位
に
立
ち
た
い
、
上
位
に
い
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
欲
望
）
が
概
念
的
に
区
別
さ
れ
る
（
55
）。
こ

の
う
ち
、
①
と
②
の
ち
が
い
が
わ
か
り
に
く
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
②
「
自
己
称
賛
」
の
概
念
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
に
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
。「
私
は
、
己
れ
に
対
す
る
他
者
の
如
何
な
る
実
際
の
認
識
を
参
照
せ
ず
と
も
、
そ
う
し
た
自
己
が
存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
事

実
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
故
に
人
は
、
単
に
自
分
は
好
ま
し
い
性
質
を
帯
び
た
主
体
で
あ
る
―
―
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
存
在
で
あ

る
―
―
と
考
え
る
こ
と
に
、
現
時
点
で
の
満
足
を
見
出
だ
し
ま
す
（
56
）」。
こ
れ
を
み
る
と
、
自
己
称
賛
は
、
他
人
の
実
際
の
認
識
を
参
照
し

な
い
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
で
あ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
「
み
ず
か
ら
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
を
顧
み
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
自
足
的
感
情
」

は
そ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
ス
ミ
ス
に
も
②
「
自
己
称
賛
」
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
考
察
に
よ
る
と
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、

①
「
承
認
願
望
」
が
②
「
自
己
称
賛
」
に
先
行
し
、
①
か
ら
②
が
生
じ
る
さ
い
に
「
胸
中
の
他
人
」
の
意
見
が
参
照
さ
れ
る
（
57
）。
ス
ミ
ス
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に
お
け
る
①
「
承
認
願
望
」
は
、
見
栄
と
高
慢
の
両�

方�

を
含
む
と
さ
れ
、「
称
賛
へ
の
愛
」（the

love
of
praise

）
で
あ
る
（
58
）。
こ
れ
が
、

公
平
な
観
察
者
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
「
道
徳
感
情
化
」
さ
れ
、
②
「
自
己
称
賛
」
に
な
る
（
59
）。
し
た
が
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
②
「
自
己

称
賛
」
は
、
適
切
な
程
度
の
そ
れ
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
は
理
解
す
る
。
で
は
、
本
稿
が
論
じ
て
き
た
当
事
者
の
「
本
能

と
し
て
の
自
尊
心
」、「
自
己
尊
重
」
と
い
っ
た
適
正
化
以�

前�

の
「
自
己
称
賛
」
は
、
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
理
解
で
は
、
②
「
自
己
称
賛
」
が
「
道
徳
感
情
化
」
さ
れ
る
前�

は
①
「
承
認
願
望
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
高
慢
」

と
「
見
栄
」
の
両
方
が
ふ
く
ま
れ
る
。
こ
の
二
つ
は
、『
感
情
論
』
第
6
版
で
は
、
概�

念�

的�

に�

区
別
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
高
慢
と

見
栄
は
、
し
ば
し
ば
同
一
人
物
に
混
在
す
る
せ
い
で
、
こ
れ
ら
の
悪
徳
の
典�

型�

的�

特�

徴�

は
ど
う
し
て
も
混
同
さ
れ
る
」（V

I.iii.47.

（
下
）

二
〇
六
）（
傍
点
は
引
用
者
）。
し
か
し
、
高
慢
ち
き
は
、
見
栄
っ
ぱ
り
と
は
異
な
り
、
他
人
か
ら
是
認
さ
れ
た
い
と
思
わ
ず
、
し
た
が
っ
て
、

高
慢
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、「
承
認
願
望
」
で
は
な
い
。「
高
慢
」
は
、
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
の
い
う
「
己
れ
に
対
す
る
他
者
の
実
際
の
認
識
を
参

照
し
な
い
」
と
い
う
②
「
自
己
称
賛
」
の
性
格
を
、
過
剰
に
で
は
あ
る
が
、
も
っ
て
い
る
。

高
慢
ち
き
が
、
わ
が
身
を
あ
な
た
の
境
遇
に
お
き
、
あ
な
た
か
ら
自
分
を
み
て
ほ
し
い
と
願
う
視
点
は
、
実
際
に
自
分
が
わ
が
身
を

み
る
視
点
以
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
あ
な
た
に
要
求
す
る
の
は
、
彼
が
正
義
で
あ
る
と
思
う
こ
と
以
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

…
…
彼
の
願
い
は
、
あ
な
た
が
彼�

自�

身�

に
対
し
て
払
う
敬
意
を
搔
き
た
て
る
こ
と
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
あ
な
た
が
あ�

な�

た�

自�

身�

に
対
し
て
払
う
敬�

意�

を
滅
入
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（V

I.iii.35.

（
下
）
一
九
四
�

五
）（
傍
点
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
）

こ
の
種
の
過
剰
な
自
己
称
賛
で
あ
る
「
高
慢
」
は
、「
悪
い
意
味
」
で
の‘pride’

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
善
導
が
困
難
で
あ
り
、「
罪
を

す
べ
て
背
負
っ
た
ま
ま
死
ぬ
」（V

I.iii.45.

（
下
）
二
〇
四
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
高
慢
ち
き
」
は
、

二
六
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実
際
に
は
想
像
上
の
立
場
の
交
換
を
拒
絶
し
て
お
り
、
道
徳
的
教
化
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に
い
え
ば
、
ス
ミ
ス
に

お
い
て
道
徳
感
情
化
さ
れ
る
前�

の「
承
認
願
望
」は「
見
栄
」だ
け
で
あ
る
（
60
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
意
味
で
の‘pride’

を
読
む
と
す
れ
ば
、
中
立
的
な
意
味
で
の
そ
れ
（
万
人
が
本
能
と
し
て
も
つ
自
己
尊
重
）
し
か
な
い
。
そ
の
存
在
は
、
知
恵
お
く
れ
の
ケ

ー
ス
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
見
栄
の
場
合
に
は
、
ま
が
り
な
り
に
も
想
像
上
の
立
場
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
（V

I.iii.36.

（
下
）
一
九
五
）、
道
徳
感
情

化
の
余
地
は
あ
る
が
、「
自
己
尊
重
」
の
道
徳
感
情
化
の
あ
り
か
た
と
は
ち
が
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
成
人
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
見
栄
に

対
す
る
ス
ミ
ス
の
批
判
は
厳
し
い
。
そ
こ
に
、「
す
こ
し
見
栄
が
強
す
ぎ
る
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
寛
容
は
あ
り
え
な
い
（
61
）。
見
栄

と
そ
う
で
な
い
称
賛
願
望
の
あ
い
だ
に
は
明
確
な
区
別
が
あ
り
、
見
栄
は
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、
悪
で
あ
り
、
道
徳
的
に
許
容
さ
れ
る
程

度
は
、
原
理
的
に
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、「
す
こ
し
自
尊
心
が
強
す
ぎ
る（too

proud

）ほ
う
が
よ
い
」（V

I.

iii.52

）
と
い
っ
た
「
プ
ラ
イ
ド
」（
自
己
尊
重
）
の
場
合
と
は
異
な
る
（
62
）。

ス
ミ
ス
は
第
6
版
で
、
万
人
が
本
能
と
し
て
も
つ
「
プ
ラ
イ
ド
」
の
道
徳
感
情
化
を
主
題
に
し
、「
奢
侈
」「
情
欲
」
と
同
様
な
し
か
た

で
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
奢
侈
」
と
「
情
欲
」
は
、
程�

度�

問�

題�

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
本
能
」
に
根
ざ
し
て
お
り
、
完
全
に
無
く
す

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
見
栄
」
と
は
ち
が
い
、
あ
る
程
度
な
ら
ば
許
さ
れ
る
（
63
）。

た
と
え
ば
、
快
楽
へ
の
愛
と
性
交
へ
の
愛
に
つ
け
ら
れ
た
普
通
の
名
称
﹇Luxury

and
lust

﹈
は
、
背
徳
で
気
分
を
害
す
る
程
度
を

標
示
し
ま
す
。
一
方
、
節
制
と
貞
節
と
い
う
語
が
表
示
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
情
念
が
押
し
こ
ろ
さ
れ
屈
服
し
て
い
る
抑

圧
状
態
で
あ
っ
て
、
存
続
す
る
の
を
相
変
わ
ら
ず
許
さ
れ
る
程
度
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
…
…
で
も
、
節
制
と
貞
節
は
、

支
配
し
よ
う
と
す
る
情
念
の
対
象
に
ま
っ
た
く
無
感
覚
で
あ
れ
と
は
命
じ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
徳
が
め
ざ
す
の
は
、
そ
ん
な
情
念
の

アダム・スミスにおける「自己尊重」と「慎み」の理論（山本）

258（370）

二
七



横
暴
を
押
し
こ
ろ
し
て
、
当
人
を
傷
つ
け
な
い
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
個
人
と
と
も
に
暮
ら
す
人
び
と
を
わ
ず
ら

わ
せ
た
り
険
悪
な
気
分
に
し
た
り
し
な
い
程
度
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。（V

II.ii.4.11.

（
下
）
三
二
七
）（﹇
﹈
は
引
用
者
）

「
プ
ラ
イ
ド
」
に
関
す
る
議
論
の
し
か
た
は
、
こ
こ
で
例
示
さ
れ
る
「
奢
侈
」「
情
欲
」
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
援
用
す
れ
ば
、

「
プ
ラ
イ
ド
」
も
、
日
常
語
と
し
て
は
「
高
慢
」
と
解
さ
れ
、
非
難
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
本
能
」
で
あ
っ
て
完
全
に
無
く
す
こ
と

は
で
き
ず
、「
存
続
す
る
の
を
相
変
わ
ら
ず
許
さ
れ
る
程
度
」
を
も
ち
う
る
。
そ
し
て
、
適
切
な
程
度
の
「
プ
ラ
イ
ド
」
を
可
能
に
す
る

の
が
「
慎
み
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
が
要
求
す
る
の
は
「
強
い
慎
み
」
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、「
節
制
」「
貞
節
」
と
よ

く
似
て
い
る
。「
節
制
」
が
標
示
す
る
強
い
禁
欲
性
が
プ
ラ
ト
ン
の
翻
訳
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
ス
ミ
ス
の
指
摘
に
つ
い
て
は
す
で

に
ふ
れ
た
。「
貞
節
」
も
非
常
に
峻
厳
な
徳
で
あ
り
、
女
性
に
強
度
の
「
慎
み
」（m

odesty

）
を
要
求
す
る
（
64
）。「
慎
み
」
は
女
性
の
「
貞
節
」

も
意
味
し
た
（
65
）。

四

観
察
者
の
公
平
性
と
嫉
妬

「
自
己
尊
重
」
は
、「
見
栄
」
と
は
ち
が
い
、「
少
し
ぐ
ら
い
過
剰
」
で
も
悪
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
日
常
の
幸
福
に
欠
か
せ
な
い
も
の

で
あ
る
。
幸
福
に
は
、「
外
面
的
な
財
」
も
、
あ
る
程
度
は
必
要
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
、「
内
面
的
な
財
」
も
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ

は
、「
曇
り
な
き
良
心
」（a

clear
conscience

）
で
あ
り
（I.iii.1.7.

（
上
）
一
一
六
）、「
見
栄
の
罪
」
を
犯
し
て
い
な
い
身
の
潔
白
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
自
己
尊
重
」
か
ら
得
ら
れ
る
「
幸
福
と
満
足
」
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、『
感
情
論
』

二
八
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第
6
版
に
あ
り
、
そ
れ
を
実
践
す
る
資
質
が
「
慎
み
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
で
は
、「
自
己
尊
重
」
の
原
理
は
、「
成
上
り
」
と
の
関
連
で
限
定
的
に
論
じ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
経

済
活
動
を
ふ
く
む
私
生
活
上
の
一
般
的
問
題
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
抑
制
す
る
「
慎
み
」
に
つ
い
て
も

立
論
は
不
完
全
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
第
1
部
の
「
成
上
り
」
の
例
を
分
析
し
、
慎
み
の
理
論
化
の
成
否
を
分
け
た
の
が
「
嫉
妬
」
の
問

題
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

⑴

嫉
妬
の
問
題

ま
ず
、
分
析
に
先
立
っ
て
結
論
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
適
切
な
自
己
尊
重
の
程
度
は
、「
嫉
妬
」
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
嫉
妬

を
与
件
と
し
て
公
平
な
観
察
者
の
性
格
に
組
み
込
む
と
、
そ
の
共
感
を
得
る
た
め
に
は
、「
強
い
慎
み
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

場
合
の
自
己
尊
重
の
水
準
は
低
く
な
る
。
逆
に
、
そ
れ
を
与
件
と
し
な
け
れ
ば
、
公
平
な
観
察
者
の
共
感
を
得
る
た
め
に
必
要
な
慎
み
は

さ
ほ
ど
強
く
な
く
て
よ
い
。
こ
の
場
合
の
自
己
尊
重
の
水
準
は
高
く
な
る
。
ス
ミ
ス
の
議
論
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
進
展
す
る
。
も
っ
と

も
、
強
い
慎
み
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
真
の
慎
み
」
を
も
つ
「
賢
徳
の
人
」
は
、「
自
分
の
功
労
を
ず
い
ぶ
ん
ひ
か

え
め
に
評
価
す
る
と
同
時
に
、
ほ
か
の
人
び
と
の
功
労
を
細
大
も
ら
さ
ず
感
じ
る
人
柄
」（V

I.iii.25.

（
下
）
一
七
八
）で
あ
る
。
こ
れ
は
、

後
述
の
「
成
上
り
」
に
要
求
さ
れ
る
「
強
い
慎
み
」
に
対
応
す
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
慎
慮
」
の
徳
を
上
級
と
下
級
に
分
け
て
い
る
が
（V

I.

i.15.

（
下
）
一
〇
三
�

四
）、「
慎
み
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

し
か
し
、「
嫉
妬
」
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
見
解
に
つ
い
て
、
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
嫉
妬
心
を
つ
ね
に
恥

ず
か
し
く
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
見
苦
し
い
感
情
が
他
人
の
歓
び
へ
の
共
感
に
差
し
つ
か
え
る
と
、
し
ば
し
ば
他
人
の
歓
び
に
共
感
す
る
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そ
ぶ
り
を
し
て
、
と
き
に
は
本
当
に
共
感
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
隣
人
の
好
運
に
接
し
て
、
も
し
か
す
る
と
本
心
は
実

に
残
念
で
な
ら
な
い
と
き
に
、
お
喜
び
い
た
し
ま
す
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。」（I.iii.1.4.

（
上
）
一
一
五
）
こ
こ
に
は
、
嫉
妬
を
め
ぐ
る
葛

藤
と
欺
瞞
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
共
感
」
は
容
易
に
「
嫉
妬
」
に
転
化
す
る
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
（
66
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
嫉
妬
は
例
外
的
に
生
じ
る
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
共
感
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
競
争
心
」
が
経
済
社

会
を
牽
引
す
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
（
67
）。『
国
富
論
』
に
お
い
て
は
、「
大
多
数
の
人
は
そ
う
し
た
情
念
﹇Envy,

m
alice,

or
resentm

ent

﹈

の
影
響
を
あ
ま
り
し
ば
し
ば
受
け
る
も
の
で
は
な
い
…
。
そ
れ
ら
の
情
念
の
も
た
ら
す
不
正
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
司
法
官
僚
は
い
な
く
て

も
、
人
び
と
は
か
な
り
の
程
度
安
全
に
、
と
も
に
社
会
の
な
か
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」（（
三
）三
七
四
。V

.i.b.2
:709

）

（﹇

﹈
は
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
嫉
妬
は
さ
ほ
ど
重
大
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
解
釈
も
あ
る
（
68
）。

商
業
社
会
に
お
け
る
嫉
妬
の
脅
威
を
ス
ミ
ス
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
69
）。
嫉
妬
の
影
響
が
な
い
の
は
、
狩
猟

社
会
の
よ
う
に
貧
富
の
差
が
小
さ
く
、
財
産
の
侵
害
を
防
ぐ
司
法
官
僚
が
い
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
そ
し
て
、
司
法
官
僚
が
い
な
く

て
も
心
配
の
い
ら
な
い「
不
正
」と
は
、「
身
体
ま
た
は
名
声
」（person

orreputation

）の
侵
害
で
あ
る（（
三
）三
七
四
。V

.i.b.2
:
709

）。

こ
の
二
つ
の
権
利
は
、「
自
然
権
」
で
あ
る
と
『
法
学
講
義
』
で
い
わ
れ
て
い
る
（
70
）。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
が
生
ま
れ
持
っ
て
い
る
も
の

な
の
で
、
嫉
妬
は
起
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、
商
業
社
会
の
よ
う
に
持
て
る
も
の
と
持
た
ざ
る
も
の
が
発
生
し
、
財
産
の
侵
害
を
防
ぐ

司
法
官
僚
が
い
る
場
合
は
、
嫉
妬
の
影
響
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
は
、「
大
き
な
財
産
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ど
こ
で

も
大
き
な
不
平
等
が
あ
る
。…
金
持
の
豊
か
さ
は
貧
乏
人
の
怒
り
を
刺
激
し
、彼
ら
は
し
ば
し
ば
欠
乏
に
駆
り
立
て
ら
れ
、ね
た
み（envy

）

に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
金
持
の
財
産
を
侵
略
す
る
。」（（
三
）
三
七
五
。V

.i.b.2
:
709

�10

）
と
述
べ
て
い
る
。
嫉
妬
は
、
後
述
の
「
成

上
り
」
の
例
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
少
な
く
と
も
商
業
社
会
で
は
問
題
に
な
る
。
た
し
か
に
、
大
衆
は
権
門
や
上
流
身
分
に
対
し
て
嫉
妬

心
を
も
た
な
い
と
い
わ
れ
る（I.iii.1.11.

（
上
）一
二
〇
）。
だ
が
そ
れ
は
、
身
分
の
差
が
伝
統
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
あ
と
の
話
で
あ
る
（
71
）。
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そ
の
よ
う
な
関
係
が
確
立
す
る
以
前
、
ま
た
は
確
立
し
え
な
い
間
柄
に
お
い
て
、
嫉
妬
の
問
題
は
生
じ
う
る
。

で
は
、
こ
の
「
貧
者
の
怒
り
と
嫉
妬
」
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
「
怒
り
」
は
、
食
糧
の
欠
乏
に
よ
り
生
命
・
身
体
が

脅
か
さ
れ
る
せ
い
で
生
じ
、
一
方
、「
嫉
妬
」
は
、
経
済
的
不
平
等
に
よ
り
自
尊
心
が
傷
つ
け
ら
れ
る
せ
い
で
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

自
尊
心
と
嫉
妬
の
問
題
は
、
不
平
等
が
あ
っ
て
も
多
く
の
人
を
養
う
経
済
理
論
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
ず
（
72
）、
む
し
ろ
、
な
ん
ら
か
の
道
徳

理
論
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
73
）。
そ
れ
が
各
人
の
自
尊
心
の
あ
い
だ
に
平
等
を
保
つ
「
慎
み
」
の
理
論
で
あ
り
、
そ
の
理
論
化
の

た
め
に
は
嫉
妬
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵
「
強
い
慎
み
」
か
ら
「
慎
み
」
へ

そ
れ
で
は
、「
慎
み
」
の
理
論
化
は
ど
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
端
緒
は
、『
感
情
論
』
第
1
部
セ
ク

シ
ョ
ン
2
第
5
章
「
利
己
的
情
念
に
つ
い
て
」
の
「
成
上
り
」
の
分
析
に
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
生
活
上
の
歓
喜
の
一
例
で
あ
る
が
、

成
上
り
の
歓
喜
は
、
嫉
妬
の
せ
い
で
共
感
さ
れ
に
く
い
と
説
明
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
、「
嫉
妬
心
が
な
い
場
合
に
は
、
歓
び
に
共
感
し
た

い
と
い
う
衝
動
の
ほ
う
が
、
悲
し
み
に
共
感
し
た
い
と
い
う
衝
動
よ
り
も
ず
っ
と
強
い
」（I.iii.1.5.

（
上
）
一
一
五
）
と
い
う
の
が
ス
ミ

ス
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
公
平
な
観
察
者
が
嫉
妬
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
成
上
り
は
こ
の
嫉
妬
に
共
感
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、「
強�

い�

慎
み
」
が
必
要
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
は
称
賛
す
べ
き
徳
で
あ
る
が
、
普

通
の
市
民
に
は
重
荷
で
あ
り
、
成
上
り
も
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
普
通
程
度
の
慎
み
に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、

嫉
妬
を
与
件
と
し
て
公
平
な
観
察
者
に
組
み
込
ん
だ
結
果
で
あ
る
。
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知
り
合
っ
て
日
の
浅
い
人
た
ち
の
自
尊
心
（pride

）
は
、
彼
を
同
格
者
と
認
め
る
と
き
見
く
び
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
、
そ
れ
は
、

昔
な
じ
み
の
自
尊
心
が
彼
を
上
司
に
頂
い
た
と
き
に
感
じ
た
の
と
同
じ
く
ら
い
強
い
も
の
で
す
。
一
方
、
成
上
り
が
、
知
り
合
っ
た

ば
か
り
の
人
や
昔
な
じ
み
に
与
え
た
無
念
を
つ
ぐ
な
う
に
は
、
き
わ
め
て
頑
強
な
粘
り
強
い
慎
み
（the

m
ost
obstinate

and

persevering
m
odesty

）
が
必
要
で
す
。（I.ii.5.1.

（
上
）
一
〇
六
）

こ
こ
で
「
自
尊
心
」
を
も
つ
と
さ
れ
る
の
は
、
成
上
り
で
は
な
く
、
追
い
抜
か
れ
た
友
人
た
ち
で
あ
る
。
一
方
、「
慎
み
」
を
も
つ
べ

き
な
の
は
成
上
り
の
ほ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
自
尊
心
の
持
ち
ぬ
し
と
慎
み
の
持
ち
ぬ
し
が
異
な
る
た
め
、
自
尊
心
は
慎
み
に
よ
っ
て

「
自
制
」
さ
れ
る
べ
し
と
い
う
論
理
が
見
え
に
く
い
。
し
か
し
、
仔
細
に
み
れ
ば
、
成
上
り
の
強
い
歓
喜
の
裏
に
は
自
尊
心
が
隠
れ
て
い

る
。
彼
の
慎
み
は
、「
自
分
を
と
り
ま
く
新
た
な
事
情
か
ら
自
然
に
湧
き
立
つ
心
の
高
揚
」（I.ii.5.1.

（
上
）
一
〇
五
）
を
制
御
す
る
。
こ

の
高
揚
は
、
成
上
り
自
身
の
「
自
尊
心
」
の
高
ま
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
高
ぶ
る
自
尊
心
を
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、「
概
し
て
成
上
り
は
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
神
経
を
す
り
減
ら
し
て
く
た
び
れ
、
昔
な
じ
み
の
陰
険
な
疑
り
ぶ
か
い
自
尊
心
と
、
知

り
合
っ
た
ば
か
り
の
人
た
ち
の
隠
し
味
の
き
い
た
軽
蔑
に
挑
発
さ
れ
、
憤
然
と
し
て
前
者
に
は
無
視
を
決
め
込
み
、
後
者
に
は
癇
癪
で
応

じ
、
つ
い
に
は
、
い
ば
っ
た
態
度
が
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
、
皆
か
ら
敬
愛
さ
れ
る
資
格
を
失
い
ま
す
。」（I.ii.5.1.

（
上
）
一
〇
六
）。

こ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
成
上
り
は
、
新
6
部
で
い
う
「
過
剰
に
自
己
を
尊
重
す
る
人
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
彼
は
、
き
わ
め
て
親

し
い
友
人
た
ち
に
さ
え
疑
い
の
目
を
向
け
ま
す
。
友
人
と
の
つ
き
あ
い
は
、
彼
の
気
分
を
害
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、
友
人
た
ち

を
自
分
の
面
前
か
ら
追
い
払
い
、
仲
間
の
献
身
に
感
謝
し
な
い
ば
か
り
か
、
残
酷
で
正
義
に
も
と
る
仕
打
ち
で
報
い
ま
す
。」（V

I.iii.32.

（
下
）
一
九
二
）

し
た
が
っ
て
、
自
尊
心
は
、
友
人
知
人
だ
け
で
な
く
、
成
上
り
本
人
に
も
あ
る
。
成
上
り
自
身
の
自
尊
心
は
、
運
勢
の
急
な
好
転
で
高

三
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揚
し
、「
高
慢
」
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
成
上
り
の
過
剰
な
自
尊
心
は
、
周
囲
の
人
び
と
の
自
尊
心
を
傷
つ
け
、
彼
ら
を
利
害
当
事
者
と

し
て
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
れ
と
似
た
状
況
が
、
新
6
部
で
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。「
仲
間
が
わ
た
し
た
ち
に
僭
越
な
態

度
を
と
っ
た
り
、
わ
が
身
を
優
先
し
た
り
す
れ
ば
、
彼
ら
の
自
己
尊
重
は
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
そ
れ
を
滅
入
ら
せ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち

は
、
自
身
の
高
慢
と
見
栄
に
触
発
さ
れ
て
、
彼
ら
を
高
慢
ち
き
や
見
栄
っ
ぱ
り
で
あ
る
と
告
発
し
、
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
の
公�

平�

な�

観�

察�

者�

で�

あ�

る�

こ�

と�

を�

や�

め�

ま�

す�

。」（V
I.iii.22.

（
下
）
一
七
四
）。（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
の
よ
う
に
、「
わ
た
し
た
ち
」
は
、「
公
平
な
観
察
者
」
か
ら
「
当
事
者
」
に
立
場
を
変
え
、「
公
平
な
観
察
者
」
は
不
在
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
原
因
は
、
当
事
者
（
成
上
り
）
に
「
強
い
慎
み
」
が
な
い
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
観
察
者

（
わ
た
し
た
ち
）
の
「
嫉
妬
心
」
の
存
在
で
あ
る
。

成
上
り
は
、
ど
ん
な
に
大
き
な
功
労
の
ぬ
し
で
も
、
一
般
に
心
地
わ
る
く
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ふ
つ
う
嫉
妬
心
に
邪
魔
さ
れ
て
、
彼

の
歓
喜
に
心
か
ら
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
成
上
り
に
少
し
で
も
分
別
が
あ
れ
ば
わ
か
り
ま
す
。
彼
は
、
好

運
に
よ
っ
て
高
揚
し
て
い
る
様
子
を
見
せ
ず
、
む
し
ろ
、
喜
び
を
押
し
こ
ろ
し
、
自
分
を
と
り
ま
く
新
た
な
事
情
か
ら
自
然
に
湧
き

立
つ
心
の
高
揚
を
低
く
抑
え
よ
う
と
懸
命
に
努
力
し
ま
す
。
彼
は
白
々
し
く
、
以
前
の
身
分
に
お
似
合
い
の
地
味
な
服
装
を
今
も
し

て
み
せ
、
以
前
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
い
慎
み
深
い
態
度
を
今
も
し
て
み
せ
ま
す
。
彼
は
、
昔
な
じ
み
へ
の
気
づ
か
い
を
倍
に
し
て
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
謙
虚
に
・
ぬ
か
り
な
く
・
愛
想
よ
く
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
ん
な
態
度
こ
そ
、
成
上

り
の
境
遇
に
き
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
い
と
是
認
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
わ�

た�

し�

た�

ち�

が�

彼�

の�

幸�

福�

を�

ね�

た�

み�

嫌�

悪�

す�

る�

と�

き�

に�

、�

彼�

が�

そ�

こ�

に�

よ�

せ�

る�

共�

感�

は�

、�

わ�

た�

し�

た�

ち�

が�

彼�

の�

幸�

福�

に�

よ�

せ�

る�

共�

感�

よ�

り�

強�

く�

な�

け�

れ�

ば�

な�

ら�

な�

い�

と�

期�

待�

す�

る�

か
ら
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。（I.ii.5.1.

（
上
）
一
〇
五
）（
傍
点
は
引
用
者
）
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成
上
り
に
「
き
わ
め
て
頑
強
な
粘
り
強
い
慎
み
」
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち＝

公
平
な
観
察
者
の
な
か
に
あ
る
「
嫉
妬
心
」

の
せ
い
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
、
嫉
妬
心
が
観
察
者
の
な
か
に
湧
く
こ
と
は
当
然
と
さ
れ
、
ま
っ
た
く
非
難
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
運
勢
の
急
転
に
つ
い
て
成
上
り
に
責
任
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
強
い
歓
喜
が
分
散
し
て
弱
い
歓
喜
に
な
れ
ば
、
嫉
妬
心

は
湧
き
に
く
い
と
さ
え
言
わ
れ
る
。「
当
人
が
昇
進
の
各
段
階
に
至
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
そ
の
到
達
は
既
定
の
こ
と
と
し
て
あ
ら
か
じ
め

世
評
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
予
定
通
り
昇
進
す
る
と
き
、
当
人
に
野
方
図
な
歓
喜
が
搔
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
は
あ

り
え
ず
、
ま
た
、
彼
に
追
い
つ
か
れ
た
人
た
ち
に
猜
疑
心
が
生
ま
れ
た
り
、
追
い
抜
か
れ
た
人
た
ち
に
嫉
妬
心
が
生
じ
た
り
す
る
こ
と
も

常
識
的
に
は
あ
り
え
な
い
」（I.ii.5.1.

（
上
）
一
〇
六
�

七
）。
昇
進
が
漸
進
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
機
会
が
分
散
し
、
そ
れ
ぞ
れ
は
些
細
な
機

会
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
喜
び
も
さ
さ
や
か
な
も
の
に
な
る
。
さ
さ
や
か
な
喜
び
は
共
感
さ
れ
や
す
い
（
本
稿
二
⑶
）。

こ
の
よ
う
に
、
初
版
ベ
ー
ス
の
理
解
で
は
、
嫉
妬
心
の
生
起
を
左
右
す
る
の
は
、
歓
喜
を
生
ず
る
機
会
の
軽
重
と
い
う
外
的
条
件
で
あ

り
、
嫉
妬
自
体
も
深
刻
な
道
徳
的
悪
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
観
察
者
に
嫉
妬
心
が
生
ず
る
原
因
は
、

観
察
者
の
自
尊
心
と
成
上
り
の
自
尊
心
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
不
均
衡
で
あ
る
。
観
察
者
は
、
み
ず
か
ら
の
嫉
妬
心
を
顧
み
ず
、
成
上
り
に

「
強
い
慎
み
」
を
要
求
し
、
成
上
り
は
そ
れ
に
応
え
き
れ
な
く
な
っ
て
、
相
互
に
自
尊
心
を
傷
つ
け
あ
う
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。
観
察

者
は
、
平
均
的
市
民
（
賢
徳
の
人
で
は
な
く
）
の
自
尊
心
の
「
適
切
な
程
度
」
を
呈
示
で
き
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
新
6
部
で
は
、「
毛
ぎ
ら
い
さ
れ
・
い
と
わ
し
い
情
念
の
嫉
妬
心
の
よ
う
に
、
過
剰
と
不
適
切
な
方
向
性
を
本
質
と

す
る
原
理
は
、
欠
点
に
な
り
え
ま
す
。
嫉
妬
心
は
、
他
人
の
占
め
る
優
位
が
す
べ
て
正
真
正
銘
の
権
原
に
も
と
づ
く
の
に
、
そ
れ
を
い
じ

わ
る
い
嫌
悪
の
ま
な
ざ
し
で
な
が
め
る
情
念
で
す
。」（V

I.iii.16.

（
下
）
一
六
七
�

八
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
嫉
妬
心
は
、
深
刻
な
道
徳
的

悪
で
あ
り
、
公
平
な
観
察
者
が
い
だ
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
念
を
も
つ
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
「
成
上
り
」
に
対

し
て
さ
え
も
、
公
平
な
観
察
者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
新
6
部
で
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
高
慢
ち
き
と
見
栄
っ
ぱ
り
を
疎
ん
じ
る
の

三
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で
、
こ
れ
ら
の
悪
徳
の
非
を
と
が
め
る
場
合
に
、
つ
い
そ
の
人
の
こ
と
を
世
間
一
般
の
水
準
よ
り
も
高
め
で
な
く
、
む
し
ろ
低
め
に
位
置

づ
け
た
く
な
る
一
般
的
な
心
理
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の
判
断
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
ま
ち
が
っ
て
い
る
」（V

I.iii.42.

（
下
）
二

〇
一
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
一
般
的
な
心
理
傾
向
」
の
内
容
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
嫉
妬
」
で
あ
ろ
う
。
嫉
妬
は
、
観
察

者
の
公
平
性
を
そ
こ
な
い
、
判
断
を
誤
ら
せ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
で
は
、
経
済
的
成
功
者
が
自
尊
感
情
を
満
た
す
た
め
に
は
「
強
い
慎
み
」
に
よ
っ
て
観
察
者
の

嫉
妬
に
共
感
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
新
6
部
の
議
論
で
は
、
経
済
活
動
だ
け
で
な
い
多
様
な
私
生
活
の
面
で
自
尊
感

情
を
満
た
す
た
め
に
は
、
普
通
程
度
の
「
慎
み
」
を
も
つ
だ
け
で
よ
い
。
そ
の
前
提
に
は
、
公
平
な
観
察
者
は
嫉
妬
し
な
い
と
い
う
条
件

が
あ
る
。
各
人
は
、
ほ
か
の
当
事
者
に
対
し
て
は
観
察
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
公
平
性
を
保
つ
に
は
、「
嫉
妬
」
を
除
去
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
公
平
な
観
察
者
は
、
当
事
者
の
自
己
尊
重
に
よ
っ
て
気
分
を
害
さ
な
く
な
り
、
普
通
程
度
の
「
慎
み
」
が
成
立
す

る
。
こ
れ
が
、
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
最
終
段
落
に
お
い
て
一
般
理
論
と
し
て
呈
示
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
己
尊
重
の
感
情
に
お
い
て
も
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
情
動
、
情
念
、
習
慣
の
場
合
と
同
じ
く
、
公
平
な
観
察
者
に
き

わ
め
て
心
地
よ
い
程
度
は
、
当
人
自
身
に
も
き
わ
め
て
心
地
よ
い
の
で
す
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
多
す
ぎ
た
っ
て
、
あ
る
い
は
、
少
な

す
ぎ
た
っ
て
、
公
平
な
観
察
者
の
気
分
を
害
す
る
程
度
が
き
わ
め
て
低
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
当
人
自
身
に
と
っ
て
も
、

そ
れ
が
心
地
わ
る
い
程
度
は
き
わ
め
て
低
い
の
で
す
。（V

I.iii.53.
（
下
）
二
一
一
�

二
）
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お
わ
り
に

ス
ミ
ス
は
、「
自
己
尊
重
」
を
主
題
化
し
、
そ
れ
を
適
切
な
程
度
に
ま
で
抑
制
す
る
資
質
と
し
て
「
慎
み
」
を
論
じ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
、
前
記
の
よ
う
に
「
つ
つ
し
み
は
徳
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
が
、
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
個
人
が
相
互
に
自

己
を
尊
重
し
、
そ
こ
か
ら
幸
福
と
満
足
を
得
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
慎
み
」
の
根
底
に
は
、「
人
間
の
尊
厳
」
へ
の
配

慮
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
社
会
に
お
け
る
自
分
の
地
位
と
威
厳
を
維
持
す
る
こ
と
へ
の
配
慮
」（
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
「
高
邁
」
の
表
れ
と
み

る
）
と
は
区
別
さ
れ
る
（I.ii.3.8.
（
上
）
九
八
）。

し
か
し
、
人
間
の
尊
厳
は
、
自
己
尊
重
を
可
能
に
す
る
「
慎
み
」
だ
け
で
な
く
、
自
己
保
存
を
可
能
に
す
る
「
正
義
」
と
も
か
か
わ
る

問
題
で
あ
る
。
正
義
は
、「
じ
っ
と
座
っ
て
何
も
し
な
い
こ
と
に
よ
り
」
実
行
で
き
る
「
消
極
的
徳
」
で
あ
る
（II.ii.1.9.

（
上
）
二
一
三
�

四
）。
そ
れ
は
、
権
利
を
保
障
す
る
社
会
の
「
主
柱
」
で
あ
る
（II.ii.3.4.

（
上
）
二
二
四
）。
慎
み
は
、
人
間
の
尊
厳
に
資
す
る
こ
の
も
う

一
つ
の
資
質
と
も
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
1
）D

aniel
Statm

an

（1992

）“M
odesty,

Pride
and
Realistic

Self-A
ssessm

ent”,
The

Philosophical
Q
uarterly,

vol.42,
no.169,

pp.420

�38,
at

428

�9.

（
2
）D
.

ヒ
ュ
ー
ム
『
道
徳
に
つ
い
て
』（
神
野
慧
一
郎
、
林
誓
雄
訳
、
二
〇
一
九
年
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
四
一
頁
。

（
3
）Statm

an,
supra

note
1,
p.437.

（
4
）Ibid.

上
掲
論
文
は
、
ス
ミ
ス
解
釈
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
慎
み
の
徳
に
つ
い
て
最
近
の
議
論
を
検
討
し
て
対
案

を
出
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
自
尊
感
情
が
、
他
者
か
ら
の
評
価
を
顧
慮
し
な
い
た
め
、
む
し
ろ
嫉
妬
を
軽
減
す
る
と
い
う
考
え
方
も
示
し
、
嫉
妬
を
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重
視
し
て
い
な
い
。Ibid.,

p.424.

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
に
お
け
る
「
慎
み
」
の
理
論
は
、
嫉
妬
を
公
平
な
観
察
者
か
ら
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
た
（
本
稿
四
）。

（
5
）Ibid.,

pp.434

�5.

（
6
）Ibid.,

p.437.

（
7
）
『
道
徳
感
情
論
』の
テ
キ
ス
ト
は
、A

dam
Sm
ith

（2002

）The
Theory

ofM
oralSentim

ents,
K
nud
H
aakonssen

（ed.

）,C
am
bridge

U
niversity

Press

で
あ
る
。『
感
情
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
パ
ー
ト
（
ロ
ー
マ
数
字
大
文
字
）・
セ
ク
シ
ョ
ン
（
ロ
ー
マ
数
字
小
文
字
）・
章
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）・
パ
ラ
グ
ラ

フ
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
）
の
順
で
該
当
箇
所
を
示
し
、
そ
の
あ
と
に
岩
波
文
庫
版
の
該
当
す
る
巻
と
頁
を
表
記
し
た
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』

（
上
）（
下
）（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
三
年
）
岩
波
文
庫
。
な
お
、
訳
文
は
『
香
川
法
学
』（
二
〇
一
三
〜
一
八
年
）
に
連
載
し
た
拙
訳
を
修
正
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
8
）J.B

rennan

（2007

）“M
odesty

w
ithoutIllusion”,

Philosophy
and
Phenom

enologicalResearch,
vol.LX

X
V
,
no.1,

July,
pp.111

�28,
at118

�27.

（
9
）Ibid.,

p.122.

こ
う
し
た
や
り
か
た
で
「
慎
み
」
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
も
、
新
た
な
「
自
己
欺
瞞
」
を
生
ず
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

Statm
an,
supra

note
1,
pp.427

�9.

（
10
）
「
高
慢
ち
き
と
見
栄
っ
ぱ
り
は
、
絶
え
ず
不
満
を
感
じ
」、「
真
に
高
邁
な
人
」
も
、「
知
恵
あ
る
人
び
と
」
と
敵
対
し
て
「
無
上
の
幸
福
」
を
逸
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
（V

I.iii.51.

（
下
）
二
一
〇
）。

（
11
）
ヒ
ュ
ー
ム
前
掲
注
（
2
）
二
四
一
頁
。

（
12
）
ヒ
ュ
ー
ム
前
掲
注
（
2
）
二
三
五
頁
。

（
13
）
ヒ
ュ
ー
ム
前
掲
注
（
2
）
二
三
六
頁
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
過
度
の
自
負
心
（
自
信
過
剰
）
の
よ
う
に
本
人
に
と
っ
て
は
直
接
に
快
い
感
情
で
あ
り
な
が
ら
、

観
察
者
が
不
快
な
道
徳
感
情
を
感
じ
る
事
実
を
い
か
に
説
明
す
る
か
」
と
い
う
問
題
に
直
面
し
、「
比
較
の
原
理
」
を
導
入
し
た
。
新
村
聡
『
経
済
学
の

成
立
』（
一
九
九
四
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
一
二
一
�

二
頁
。

（
14
）
「
思
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
お
よ
そ
心
に
喜
び
・
快
楽
を
抱
く
の
は
、
自
分
に
有
利
に
な
る
よ
う
に
他
人
と
比
較
し
、
自
分
の
ほ
う
が
相
手
よ
り
も
優
れ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。…
…
」Th.H

obbes

（1998
）O

n
the
C
itizen,

edited
by
R
.Tuck

&
M
.Silverthorne,

pp.26

�7.

（
15
）J.Taylor

（2012

）“H
um
e
on
the
D
ignity

of
Pride”,

The
JournalofScottish

Philosophy,
vol.10

（1

）,pp.29

�49,
at41

�3.

こ
の
論
文
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
自
己
尊
重
を
め
ぐ
る
議
論
と
「
人
間
の
尊
厳
」
の
か
か
わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。Ibid.,

p.47.

（
16
）Ibid.,

p.43.

ヒ
ュ
ー
ム
の
「
慎
み
」
の
徳
は
「
近
代
的
」
な
も
の
で
、
古
代
の
英
雄
的
な
徳
（
本
稿
で
扱
う
「
高
邁
」
も
そ
の
ひ
と
つ
）
の
よ
う
に
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荒
々
し
く
危
険
で
は
な
い
。Ibid.

（
17
）
星
野
彰
男
『
市
場
社
会
の
体
系

ヒ
ュ
ー
ム
と
ス
ミ
ス
』（
一
九
九
四
年
）
新
評
論
、
六
二
頁
。
八
一
�

二
、
五
九
�

六
六
頁
。

（
18
）R.P.H

anley

（2011

）Adam
Sm
ith
and

C
haracter

of
Virtue,

Cam
bridge

U
.P.,

pp.159,
163.

こ
の
解
釈
は
、『
感
情
論
』
第
3
部
6
章
に

出
て
く
る‘prudence,

just
m
agnanim

ity,
proper

beneficence’

（III.6.11.

（
上
）
三
七
二
）
が
、
新
6
部
で
扱
わ
れ
る‘prudence’,

‘self-com
m
and’,

‘benevolence’

の
「
改
訂
さ
れ
た
リ
ス
ト
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
も
と
づ
く
。「
慎
慮
」
と
「
慈
恵
」
の
部
分
は
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
が
、‘self-com

m
and’

は
、‘just

m
agnanim

ity’

に
「
改
訂
」
さ
れ
、
そ
れ
が
新
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
実
質
を
な
す
と
い
わ
れ
る
。Ibid.,

pp.92

�3.

し
か
し
、
第
3
部
6
章

の
当
該
箇
所
は
、
初
版
で
書
か
れ
て
お
り
、
ス
ミ
ス
の
到
達
し
た
思
想
を
表
現
す
る
の
は
、
む
し
ろ
第
6
版
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
新
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3

で
「
高
邁
」
が
お
も
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
バ
ラ
グ
ラ
フ
第
5
か
ら
第
12
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、H

anley

教
授
に
よ
れ
ば
、
新
6
部
の
セ
ク
シ
ョ
ン
2
全

体
も
「
高
邁
」
を
論
じ
て
お
り
、「
高
邁
」
は
新
6
部
で
最
も
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
か
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。Ibid.,

p.165,
note

43.

（
19
）‘M

agnanim
ity’

の
訳
語
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
朴
一
功
訳
、
二
〇
〇
二
年
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会
に
従
っ
た
。
原
語
の

意
味
は
、「
大
き
な
魂
」「
気
宇
壮
大
」
で
あ
り
、「
自
負
心
」「
誇
り
」
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
。
上
掲
書
、
注
（
1
）
一
六
五
頁
。

（
20
）Statm

an,
supra

note
1,
p.432.

（
21
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
前
掲
注
（
19
）
八
一
、
一
九
一
�

三
頁
。

（
22
）
こ
れ
が
『
感
情
論
』
第
5
部
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
拙
稿
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』
（
6
版
）
第
5
部
�
慣
習
が
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
�

の
一
分
析
―
―
ク
ロ
ー
ド
・
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
の
関
連
を
中
心
に
―
―
」
香
川
法
学
第
三
八
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
一
九
年
）
六
九
�

一
四
八
頁
。

（
23
）‘Self-estim

ation’

を
利
己
的
情
念
と
は
別
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
篠
原
久
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
に
お
け
る
『
適
宜
性
』
概
念
を
め
ぐ
っ
て
」、
経
済

学
論
究
四
八
巻
三
号
（
一
九
九
四
年
）、
四
七
一
、
四
七
三
�

九
頁
。

（
24
）
篠
原
前
掲
注
（
23
）
四
七
四
�

九
頁
。

（
25
）
山
﨑
怜
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
二
〇
〇
五
年
）
研
究
社
、
二
六
二
頁
。

（
26
）
従
来
の
理
性
主
義
的
な
理
解
を
批
判
し
、感
情
主
義
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
ス
ミ
ス
の
自
制
心
を
と
ら
え
る
も
の
と
し
て
、L.K

opajtic

（2021

）“A
dam

Sm
ith’s

sentim
entalist

conception
of
self-com

m
and”,

in
The
Adam

Sm
ith
Review

,
vol.12,

edited
by
Fonna

Form
an,
Routledge,

pp.7

�27.

一
方
、つ
ね
に
役
立
つ
第
4
部
の
自
制
心
と
、害
を
与
え
る
場
合
も
あ
る
第
6
部
の
自
制
心
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、前
者
は
、「
道
徳
的
な
自
制
心
」（
正
し

い
理
性
）、
後
者
は
、「
前
道
徳
的
な（
習
慣
的
な
）自
制
心
」（
実
践
的
理
性
）で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。M

aria
A
.Carrasco

（2012

）“A
dam

Sm
ith
:

Self-com
m
and,

PracticalReason
and
D
eontologicalInsights”,

20
British

Journalfor
the
H
istory

ofPhilosophy,
no.2,

pp.391

�414,
at407.

（
27
）J.M

cH
ugh

（2022

）Adam
Sm
ith’s

“The
Theory

ofM
oralSentim

ents”.
A
C
riticalC

om
m
entary,

Bloom
sbury

A
cadem

ic,
p.268.

三
八
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（
28
）Ibid.,

p.268.
（
29
）Ibid.,

pp.268

�9
（
30
）Ibid.,

p.275.

（
31
）Ibid.,

p.275.

（
32
）
し
か
し
、H

anley

教
授
に
よ
れ
ば
、
高
邁
は
、
慎
慮
に
よ
っ
て
深
刻
化
す
る
商
業
社
会
の
弊
害
（
個
人
主
義
と
凡
庸
化
）
を
克
服
す
る
高
貴
な
徳
で
あ

り
、『
感
情
論
』
の
新
6
部
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ス
ト
ア
学
派
に
お
け
る
「
高
邁
」
の
説
明
を
統
合
し
、
そ
の
近
代
的
な
意
義
を
取
り

戻
す
試
み
で
あ
る
。H

anley,
supra

note
18,
pp.154

�5.

初
版
ベ
ー
ス
の
記
述
に
は
、
高
邁
へ
の
共
感
が
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。II.iii.3.6.

（
上
）
二
七
九
�

八
〇
。
ま
た
、
第
6
版
で
削
除
さ
れ
たIII.3.11

の
箇
所
、（
上
）
三
二
一
�

二
、Sm

ith,
supra

note
7,
pp.162

�3

も
参
照
。

（
33
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
法
学
講
義
』（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
五
年
）
岩
波
文
庫
、
五
一
�

七
二
頁
。

（
34
）M

cH
ugh,

supra
note

27,
p.267.

（
35
）
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
節
制
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、「
正
義
」
と
関
連
づ
け
る
か
、
単
な
る
欲
望
の
制
御
と
み
る
か
で
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
中

澤
務
「
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
に
お
け
る
〈
節
制
〉
と
〈
正
義
〉」
関
西
大
学
文
学
論
集
、
第
五
三
巻
第
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
七
�

八
六
頁
。

（
36
）
ト
マ
ス
は
、
高
邁
を
勇
気
（
剛
毅
）
の
一
部
と
理
解
し
、
狭
義
の
勇
気
は
死
の
恐
怖
を
耐
え
抜
く
心
の
強
さ
で
あ
る
と
い
う
。
松
根
伸
治
「
ト
マ
ス
に

お
け
る
《
高
邁
》m

agnanim
itas

の
位
置
づ
け
」
南
山
神
学
第
三
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
は
、
戦
争
を
高
邁
の
偉

大
な
学
校
と
い
う
よ
う
に
（V

I.iii.7.

（
下
）
一
五
六
）、「
剛
毅
」
よ
り
「
高
邁
」
を
一
般
的
用
語
と
し
て
使
用
す
る
。

（
37
）
「
節
制
、
勤
勉
、
貞
節
、
謙
譲
」
が
「『
慎
慮
』
に
一
括
さ
れ
る
」
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
山
﨑
怜
『
経
済
学
と
人
間
学
』（
一
九
九
四
年
）
昭
和
堂
、

一
七
頁
。
慎
み
は
、
新
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
1
で
二
度
言
及
さ
れ
て
い
る
（V

I.i.7
;
V
I.i.9

）。

（
38
）
篠
原
前
掲
注
（
23
）
四
七
一
頁
。
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
2
第
1
章
と
2
章
は
、
情
念
そ
れ
自
体
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
共
感
が
生
じ
な
い
場
合
の
考
察
で

あ
る
。

（
39
）
第
6
版
第
6
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
の
主
題
を
「
利
己
的
情
念
」（
歓
喜
）
に
対
す
る
制
御
と
解
釈
す
る
も
の
に
、
田
島
慶
吾
（
二
〇
〇
三
年
）『
ア
ダ
ム
・

ス
ミ
ス
の
制
度
主
義
経
済
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
三
二
八
�

九
頁
。

（
40
）G
.Brennan

（2020

）“Self-esteem
and
SocialEsteem

:
Is
A
dam

Sm
ith
Right?”,

H
um
an
Affairs,

vol.30,
p.312.

こ
の
批
判
は
、『
感
情
論
』

第
3
部
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、‘to

be
esteem

-w
orthy’

と‘the
esteem

ofthe
self’

を
同
じ
こ
と
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。Ibid.,

p.314.

（
41
）M

cH
ugh,

supra
note

27,
p.274.

（
42
）
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
学
』
増
補
改
訂
版
（
二
〇
一
七
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
四
〇
五
、
三
五
三
頁
。

アダム・スミスにおける「自己尊重」と「慎み」の理論（山本）
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（
43
）O

ED

の‘self-estim
ation’

の
項
目
で
は
、G

raham
,
C
atherine

M
acaulay

（1790

）Letters
on
education

か
ら
以
下
の
文
章
が
登
載
さ
れ
て
い
る
が
、

西
欧
に
お
け
る
「
慎
み
」
の
背
景
を
示
し
て
お
り
、
興
味
深
い
。“Such

an
arrogantself-estim

ation
tends

to
w
eaken

thatstrong
sense

of
allegiance

and
dependence

w
hich

is
due
from

the
creature

to
the
C
reator.”

The
O
xford

English
D
ictionary

（1989

）2
nded.,

vol.X
IV
,
p.920.

（
44
）
篠
原
教
授
に
よ
れ
ば
、
第
1
部
セ
ク
シ
ョ
ン
1
第
5
章
の
末
尾
で
示
さ
れ
た
「
ふ
た
つ
の
規
準
」
は
「
観
察
者
」
側
の
観
点
か
ら
提
示
さ
れ
、
一
方
、

第
6
部
で
は
、
当
事
者
が
そ
れ
ら
の
規
準
に
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
篠
原
前
掲
注
（
23
）
四
七
三
頁
。

（
45
）
マ
ク
ヒ
ュ
ー
教
授
は‘positive

self-esteem
’

と
言
い
換
え
て
い
る
。M
cH
ugh,

supra
note

27,
p.274.

（
46
）Taylor,

supra
note

15,
p.44.

し
か
し
、
過
剰
な
自
己
尊
重inordinate

self-esteem

を
示
す‘pride’

の
用
例
と
し
て
、
一
七
八
三
年
の
ヒ
ュ
ー
・

ブ
レ
ア
『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』
第
一
巻
一
〇
講
か
ら
つ
ぎ
の
文
章
が
登
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
プ
ラ
イ
ド
と
見
栄
の
ち
が
い
に
関
す
る
ス
ミ
ス

の
思
想
と
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。“Pride

m
akes

us
esteem

ourselves;
V
anity

m
akes

us
desire

the
esteem

ofothers.”
O
ED

（1989

）2
nded.,

vol.
X
II,
p.463.

ブ
レ
ア
と
ス
ミ
ス
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』（
水
田
洋
・
松
原
慶
子
訳
、
二
〇
〇
四
年
）の
解
説
、

三
七
五
�

七
頁
。

（
47
）
以
下
も
「
良
い
意
味
」
の
例
で
あ
る
。「
自
然
な
感
受
性
（naturalsensibility

）
を
克
服
す
る
の
に
必
要
な
自
制
心
の
程
度
が
強
け
れ
ば
、
そ
れ
に
比
例

し
て
克
服
の
喜
び
と
誇
り
（pride

）
は
強
く
な
り
ま
す
。」（III.3.27.

（
上
）
四
二
八
）。

（
48
）
加
藤
教
授
に
よ
る
と
、
キ
ケ
ロ
は
ラ
テ
ン
語
の‘dignitas’

を
ふ
た
つ
の
意
味
で
使
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
動
物
に
対
す
る
人
間
の
本
性
の
卓
越
性
で
あ
り
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
尊
敬
さ
れ
る
品
位
や
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
地
位
を
保
つ
根
拠
に
な
る
人
格
的
卓
越
性
で
あ
り
、
後
者
は
元
来
貴
族
に
対
し
て
の

み
使
わ
れ
た
。
加
藤
泰
史
「
尊
厳
概
念
史
の
再
構
築
に
向
け
て
―
―
現
代
の
論
争
か
ら
カ
ン
ト
の
尊
厳
概
念
を
読
み
直
す
―
―
」『
思
想
』no.1114

（
二

〇
一
七
年
二
月
）
岩
波
書
店
、
一
〇
頁
。
ス
ミ
ス
の‘dignity’

の
用
法
は
後
者
で
あ
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
王
侯
貴
族
の
威
厳
は
、
社

会
秩
序
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
は
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
権
威
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
威
厳
の
衰
退
は
歴
史
の
趨
勢
で
あ
っ
た
。

「
ど
ん
な
統
治
形
態
の
国
で
も
、
た
と
え
王
制
で
も
、
一
般
に
最
高
の
職
位
を
占
め
て
行
政
の
事
務
全
体
を
取
り
仕
切
る
の
は
、
中
流
身
分
と
そ
れ
以
下

の
暮
ら
し
向
き
で
教
育
さ
れ
た
人
た
ち
で
す
。
…
…
」（I.iii.2.5.
（
上
）
一
四
三
�

四
）。

（
49
）
『
国
富
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
』（
一
〜
四
）（
水
田
洋
監
訳
、
杉
山
忠
平
訳
）
岩
波
文
庫
に
よ
る
。（

）
の
漢
数
字
は
邦

訳
の
巻
、
そ
れ
に
頁
が
漢
数
字
で
続
く
。
併
せ
て
、A

dam
Sm
ith

（2004
）An

Inquiry
into
the
N
ature

and
C
auses

of
the
W
ealth

of
N
ations,

ed.
W
.B
.Todd,

C
larendon

Press,
vols.1

&
2

の
対
応
箇
所
を
示
し
た
。W

N
の
ロ
ー
マ
数
字
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
こ
の
版
の
表
記
で
、
コ
ロ
ン
の
あ

と
に
頁
が
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
続
く
。

（
50
）B

.Tierney

（1997

）The
Idea

ofN
aturalRights:

Studies
on
N
aturalRights,

N
aturalLaw

,
and
C
hurch

Law
1150

�1625,
pp.255

�87.

四
〇
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（
51
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』（
牛
田
徳
子
訳
、
二
〇
〇
一
年
）
京
都
大
学
大
学
出
版
会
、
一
五
�

九
頁
。

（
52
）
セ
プ
ー
ル
ベ
ダ
『
第
二
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ス
』（
染
田
秀
藤
訳
、
二
〇
一
五
年
）
岩
波
文
庫
、
一
〇
八
頁
。

（
53
）Th.H

obbes

（2000

）Leviathan,
edited

by
R
.Tuck,

C
am
bridge

U
.P.,

p.107.

ホ
ッ
ブ
ズ
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
Ⅰ
』（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
四
年
）

岩
波
文
庫
、
二
四
八
�

九
頁
。

（
54
）G

.Slom
p

（2007

）“H
obbes

on
G
lory

and
C
ivil
Strife”,

in
C
am
bridge

C
om
panion

to
H
obbes’s

Leviathan,
edited

by
P.Springborg,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.190

�1.

（
55
）
ア
ー
サ
ー
・
Ｏ
・
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
『
人
間
本
性
考
』（
鈴
木
信
雄
、
市
岡
義
章
、
佐
々
木
光
俊
訳
、
一
九
九
八
年
）、
一
四
三
頁
。

（
56
）
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
前
掲
注
（
55
）
一
一
二
頁
。

（
57
）
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
前
掲
注
（
55
）
二
九
八
頁
。
ち
な
み
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
②
が
①
に
先
行
す
る
と
い
わ
れ
る
。
上
掲
書
三
〇
〇
、
二
〇
六
�

七

頁
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
場
合
、
自
尊
心
（
自
然
的
徳
）
が
慎
み
（
人
為
的
徳
）
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
（
本
稿
一
）。

（
58
）
ラ
ヴ
ジ
ョ
イ
前
掲
注
（
55
）
三
〇
〇
、
二
一
五
頁
。

（
59
）
同
様
な
道
徳
感
情
化
を
第
6
版
に
も
み
る
見
解
と
し
て
、A

.L.M
acfie

（1983

）“A
dam

Sm
ith’s

M
oral

Sentim
ents

as
Foundation

for
his
W
ealth

ofN
ations”,

in
Adam

Sm
ith,
C
riticalAssessm

ents,
ed.J.C

.W
ood,

vol.2,
p.96,

（originally
in
O
xford

Econom
ic
Papers,

vol.11,
1959

）.

（
60
）
初
版
ベ
ー
ス
の
議
論
で
は
、
ス
ミ
ス
は
「
人
間
の
虚
栄
心
や
プ
ラ
イ
ド
に
基
づ
く
他
人
の
尊
敬
獲
得
願
望
を
逆
手
に
と
り
、
そ
れ
を
道
徳
感
情
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
栄
心
や
支
配
欲
の
自
制
を
考
え
て
い
た
」の
で
あ
り
、「
虚
栄
心
や
プ
ラ
イ
ド
の
負
の
面
よ
り
も
プ
ラ
ス
の
側
面
を
評
価
し
て
い
た
」。

田
中
前
掲
注
（
42
）
三
五
二
�

三
頁
。

（
61
）
未
成
年
の
見
栄
に
対
す
る
態
度
は
別
で
あ
る
。V

I.iii.46.
（
下
）
二
〇
四
�

五
。

（
62
）
慎
慮
は
「
見
栄
」
を
抑
制
す
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。
生
越
利
昭
『
啓
蒙
と
勤
労
』
（
二
〇
二
〇
年
）
昭
和
堂
、
一
三
一
�

三
八
頁
。E.H

eath

（2013

）

“A
dam

Sm
ith
and
Self-interest”,

in
The
O
xford

H
andbook

ofAdam
Sm
ith,
eds.,

C
h.B
erry
etals.p.260.

慎
慮
は
、
社
会
的
名
声
と
い
う
「
外

面
的
な
財
」
の
獲
得
に
配
慮
す
る
。
た
だ
し
、
第
6
版
で
慎
慮
の
関
心
事
項
と
し
て
「
健
康
と
財
貨
」
の
ほ
か
に
「
地
位
・
評
判
」
が
追
加
さ
れ
た
結
果
、

「
効
用
に
対
し
て
本
能
的
に
惹
か
れ
る
と
い
う
こ
と
と
、
地
位
を
欲
し
が
る
と
い
う
こ
と
の
両
方
は
、
い
か
に
し
て
、
慎
慮
の
性
格
を
持
っ
た
人
に
富
を

追
求
さ
せ
る
要
素
に
な
る
か
」
が
問
題
に
な
る
。M

cH
ugh,

supra
note

27,
pp.253,

262.

Ｉ
・
ホ
ン
ト
『
商
業
社
会
の
政
治
学

ル
ソ
ー
と
ス
ミ
ス
』

（
田
中
秀
夫
、
村
井
明
彦
訳
、
二
〇
一
九
年
）
昭
和
堂
、
七
九
、
一
一
四
�

九
頁
。

（
63
）
見
栄
は
、
社
会
的
本
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
完
全
に
無
く
す
こ
と
は
想
定
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ミ
ス
は
「
徳
を
そ
れ
自
体
の
価
値
に
よ
っ
て

愛
す
る
人
」
に
つ
い
て
論
じ
え
た
（V

II.ii.4.10.

（
下
）
三
二
二
�

五
）。
ま
た
、III.2.7.

（
上
）
三
八
二
）（
第
6
版
へ
の
増
補
）
参
照
。

アダム・スミスにおける「自己尊重」と「慎み」の理論（山本）
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四
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（
64
）
「
貞
節
」
は
強
い
禁
欲
を
女
性
に
強
い
る
。「
貞
節
に
背
け
ば
名
誉
を
失
い
、
そ
れ
は
回
復
で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
四
囲
の
事
情
、
ど
ん
な
誘
惑
が
あ
ろ

う
と
、
貞
節
に
背
い
た
弁
明
に
な
り
え
ず
、
…
…
」（V

II.iv.13.

（
下
）
三
七
八
�

九
）

（
65
）H

enry
C
.C
lark

（1993

）“W
om
en
and

H
um
anity

in
Scottish

Enlightenm
ent
Social

Thought:
The

C
ase
of
A
dam

Sm
ith”,

H
istorical

Reflections

/Reflexions
H
istoriques,

vol.19,
no.3,

p.342.

ス
ミ
ス
に
も
、「
貞
節
」と「
慎
み
」を
互
換
的
に
用
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。（V

II.iv.32
&
34

）。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
前
掲
注
（
2
）
一
九
三
�

八
頁
。

（
66
）P.Force
（2003

）Self-InterestBefore
Adam

Sm
ith
:
A
G
enealogy

ofEconom
ic
Science,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.16

�7.

（
67
）C

.Pignol
&
B
.W
alraevens

（2017

）“Sm
ith
and
R
ousseau

on
envy

in
com
m
ercial

societies”,
24
The
European

Journal
of
the
H
istory

of
Econom

ic
Thought,

pp.1214

�46.

（
68
）W

.Palaver

（2005
）“Envy

or
Em
ulation

:
A
C
hristian

U
nderstanding

of
Econom

ic
Passions”,

in
Passions

in
Econom

y,
Politics,

and
the

M
edia
:
In
D
iscussion

w
ith
C
hristian

Theology,
edited

by
W
.Palaver&

P.Steinm
air-Posel,

LitV
erlag,

p.142.

（
69
）Force,

supra
note

66,
pp.166

�7.

（
70
）
ス
ミ
ス
前
掲
注
（
33
）
二
七
頁
。

（
71
）
『
感
情
論
』
の
設
例
か
ら
判
断
す
る
と
、
伝
統
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
身
分
関
係
に
お
い
て
嫉
妬
は
起
こ
ら
な
い
が
、
平
等
な
市
民
の
競
争
的
関
係
に

お
い
て
は
嫉
妬
が
起
こ
る
。M

cH
ugh,

supra
note

27,
pp.250

�1.

（
72
）
ス
ミ
ス
の
経
済
理
論
に
は
、「
前
期
ス
ミ
ス
の
不
平
等
容
認
論
か
ら
後
期
ス
ミ
ス
の
平
等
主
義
へ
の
転
換
」
が
あ
っ
た
と
し
て
ス
ミ
ス
の
分
配
的
正
義

論
を
検
討
し
た
の
が
、
新
村
聡
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
平
等
論
と
分
配
的
正
義
論
」『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
六
九
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
九
�

六

七
頁
。

（
73
）S.Fleischacker

（2013

）“A
dam

Sm
ith
on
Equality”,

in
The
O
xford

H
andbook

of
Adam

Sm
ith,
edited

by
C
h.B
erry

et
als.,

O
xford

U
.P.,

p.489.

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
学
部
教
授
）

四
二
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