
訳
者
は
し
が
き

以
下
は
出
版
社
と
編
者
の
承
諾
を
得
てA

dam
Sm
ith

（2002
）The

Theory
ofM
oralSentim

ents,
K
nud
H
aakonssen

（ed.

）,Cam
bridge

U
niversity

Press,
pp.313

－404

を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
全
体
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
米
林
富
男
訳
『
道
徳
情
操
論
』（
一
九
六
九
年
、
未
来
社
）、
水
田
洋
訳
『
道
徳
感
情
論
』（
二
〇
〇
三
年
、
岩
波
書

店
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
本
稿
も
上
の
先
行
業
績
に
多
く
を
負
う
。
村
井
章
子
・
北
川
知
子
訳
『
道
徳
感
情
論
』（
二
〇
一
四
年
、
日
経
Ｂ
Ｐ
）
も
参

照
し
た
。

翻
訳
に
あ
た
り
、
原
文
に
な
い
が
、
訳
者
が
本
文
に
付
加
し
た
諸
点
に
つ
い
て
。
①
各
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
改
行
は
な
い
が
、
適
宜
こ
れ
を
ほ
ど
こ
し
た
。

②
引
用
符
号
「

」
に
相
当
す
る
も
の
は
原
文
に
な
い
が
、
文
意
を
明
確
に
す
る
た
め
使
用
し
た
。
\や
―
―
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
③﹇

﹈
内
の

語
句
は
訳
者
の
挿
入
で
あ
る
。

翻

訳

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』
第
Ⅶ
部

「
道
徳
哲
学
の
諸
体
系
に
つ
い
て
」

山

本

陽

一
（
訳
）

344（448）
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脚
注
に
つ
い
て
。
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
編
者
の
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
ス
ミ
ス
自
身
の
注
を
示
す
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
と
第
Ⅶ
部
の
目
次
は
以
下
の
と
お
り
。

『
道
徳
諸
感
情
に
つ
い
て
の
理
論
。
あ
る
い
は
、
人
間
が
、
ま
ず
は
隣
人
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
と
わ
が
身
の
ふ
る
ま
い
と
人
柄
に
つ
い
て
、
自
然

に
下
す
判
断
の
基
底
に
あ
る
諸
原
理
を
分
析
す
る
一
論
考
』

第
Ⅶ
部

道
徳
哲
学
の
諸
体
系
に
つ
い
て
。
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ

道
徳
感
情
の
理
論
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
諸
問
題
に
つ
い
て

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ

美
徳
の
本
質
を
論
じ
た
従
来
の
諸
説
に
つ
い
て

序
論

第
一
章

美
徳
の
本
質
は
適
切
さ
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

第
二
章

美
徳
の
本
質
は
予
見
注
意
力
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

第
三
章

美
徳
の
本
質
は
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

第
四
章

け
じ
め
の
な
い
学
問
体
系
に
つ
い
て

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ

是
認
の
原
理
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
立
て
ら
れ
た
様
々
な
学
問
体
系
に
つ
い
て

序
論

第
一
章

是
認
の
原
理
を
自
己
愛
か
ら
演
繹
す
る
学
問
体
系
に
つ
い
て

第
二
章

理
性
が
是
認
の
原
理
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

第
三
章

感
情
が
是
認
の
原
理
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅳ

さ
ま
ざ
ま
な
論
者
が
こ
れ
ま
で
道
徳
学
上
の
実
践
的
準
則
を
扱
っ
て
き
た
手
法
に
つ
い
て

二
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第
Ⅶ
部

道
徳
哲
学
の
諸
体
系
に
つ
い
て
。
四
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成
（
1
）

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ

道
徳
感
情
の
理
論
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
諸
問
題
に
つ
い
て

1

道
徳
感
情
の
自
然
本
性
は
な
ん
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
が
提
起
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ

の
な
か
で
も
き
わ
め
て
名
高
く
出
色
の
も
の
を
検
討
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
事
柄
と
ど
こ

か
一
致
す
る
箇
所
が
あ
る
と
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
す
べ
て
を
し
っ
か
り
と
考
え
れ
ば
、
論
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
学

問
体
系
を
立
て
る
際
に
、
自
然
に
つ
い
て
の
ど
ん
な
見
解
や
着
眼
点
に
導
か
れ
た
か
を
難
な
く
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
。

か
つ
て
世
評
が
高
か
っ
た
ど
ん
な
道
徳
学
の
体
系
も
、
突
き
詰
め
れ
ば
お
そ
ら
く
、
わ
た
し
が
解
明
し
よ
う
と
し
て
き
た
い
ず
れ
か
の
原
理
か
ら
導
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
そ
の
す
べ
て
の
学
問
体
系
の
根
底
に
は
自
然
の
諸
原
理
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
多
少
は
正

し
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
偏
っ
た
・
不
完
全
な
見
解
に
由
来
し
て
お
り
、
ど
こ
か
ま
ち
が
っ
て
い
る
体
系

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

2

良
俗
の
諸
原
理
を
扱
う
と
き
、
二
つ
の
問
題
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
一
の
問
題
。
美
徳
の
本
質
は
何
か
。
つ
ま
り
、
卓
越
し
て
い
て
讃
辞
に
値
す
る
人
柄
、
敬
意
・
名
誉
・
是
認
の
自
然
な
対
象
で
あ
る
人
柄
を
構
成
す

る
の
は
、
ど
ん
な
調
子
の
気
性
、
ど
ん
な
基
調
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
か
。

第
二
の
問
題
。
こ
の
人
柄
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
ん
な
人
柄
で
あ
り
な
さ
い
と
わ
た
し
た
ち
に
勧
告
す
る
の
は
、
ど
ん
な
心
の
力
・
能
力
な
の
か
。

言
い
換
え
る
と
、
心
が
、
あ
る
基
調
の
ふ
る
ま
い
を
別
の
基
調
の
そ
れ
よ
り
も
優
先
し
て
、
一
方
を
「
正
し
い
」、
他
方
を
「
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
名

（
1
）
出
版
社
に
宛
て
た
ス
ミ
ス
の
手
紙
に
よ
る
と
、『
道
徳
感
情
論
』
の
第
六
版
の
た
め
の
修
正
箇
所
は
、
第
三
部
お
よ
び
「
道
徳
哲
学
の
歴
史
に
関
す
る
最
終
部
」
で
き
わ
め
て
広
範

に
わ
た
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。Corr.310

－11
.
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づ
け
、
一
方
を
是
認
・
名
誉
・
ね
ぎ
ら
い
の
対
象
と
み
な
し
、
他
方
を
非
難
・
譴
責
・
処
罰
の
対
象
と
み
な
す
の
は
、
い
か
に
し
て
で
あ
り
、
ど
ん
な
方

法
を
使
っ
て
な
の
か
。

3

第
一
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
美
徳
の
本
質
を
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
ハ
チ
ス
ン
博
士
が
想
像
す
る
よ
う
に
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ク
ラ
ー
ク
博
士
が
呈
示
す
る
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
が
結
ぶ
関
係
の
多
様
性
に
応
じ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
行
動
す
る

こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
ほ
か
の
人
た
ち
が
説
い
て
き
た
よ
う
に
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
現
実
的
で
堅
実
な
幸
福
を
、
賢
く
目
先
を
利
か
せ
て
注

意
深
く
追
求
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
（
2
）。

4

第
二
の
問
題
を
検
討
す
る
場
合
、
有
徳
な
人
柄
の
本
質
が
な
ん
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
ん
な
人
柄
で
あ
り
な
さ
い
と
わ
た
し
た
ち
に
勧
告
す
る
の
は
何

か
を
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
自
己
愛
が
は
た
ら
い
て
、「
こ
の
人
柄
は
、
自
分
と
他
人
の
双
方
に
あ
れ
ば
、
自
己
の
個
人
的
な
利
益
を
き
わ
め

て
よ
く
増
進
す
る
傾
向
が
あ
る
」
と
わ
た
し
た
ち
に
認
識
さ
せ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
理
性
が
は
た
ら
い
て
、
あ
る
人
柄
と
別
の
人
柄
の
ち

が
い
を
、
真
偽
の
判
別
と
同
じ
方
法
で
指
し
示
す
か
ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
、
道
徳
感
覚
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
認
識
能
力
に
よ
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
有
徳
な
人
柄
は
、
道
徳
感
覚
の
希
望
を
か
な
え
・
楽
し
ま
せ
る
一
方
、
逆
の
人
柄
は
、
道
徳
感
覚
に
嫌
気
を
も
よ
お
さ
せ
・
不
愉
快
に
す
る
か

ら
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
以
上
で
は
尽
く
さ
れ
な
い
何
か
別
の
原
理
が
、
人
間
の
自
然
本
性
に
あ
り
、
た
と
え
ば
、
修
整
さ
れ
た
共
感
ま
た
は
そ
れ

に
類
す
る
原
理
が
は
た
ら
く
か
ら
で
し
ょ
う
か
。

5

わ
た
し
は
、
以
上
の
問
題
の
う
ち
、
第
一
の
問
題
へ
の
関
心
か
ら
立
て
ら
れ
た
学
問
体
系
の
考
察
か
ら
始
め
、
そ
の
あ
と
、
第
二
の
問
題
へ
の
関
心

か
ら
立
て
ら
れ
た
学
問
体
系
の
検
討
に
進
も
う
と
思
い
ま
す
。

四
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セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅱ

美
徳
の
本
質
を
論
じ
た
従
来
の
諸
説
に
つ
い
て

序

論

1

こ
れ
ま
で
、
美
徳
の
本
質
は
何
か
、
卓
越
し
て
い
て
讃
辞
に
値
す
る
人
柄
を
形
づ
く
る
心
構
え
は
何
か
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
明
が
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
は
、
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

あ
る
論
者
た
ち
に
よ
る
と
、
有
徳
な
心
構
え
の
本
質
は
、
な
に
か
特
定
の
種
類
の
心
の
動
き
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
心
の
動
き
を
適
切
に
監
督
・
指
導

す
る
こ
と
で
す
。
心
の
動
き
は
、
追
求
す
る
対
象
に
応
じ
て
、
ま
た
、
そ
れ
を
追
求
す
る
熱
心
さ
の
程
度
に
応
じ
て
、
有
徳
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
背

徳
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
論
者
に
従
え
ば
、
美
徳
の
本
質
は
、
適
切
さ
で
す
。

2

別
の
論
者
た
ち
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
自
分
自
身
の
個
人
的
な
利
益
・
幸
福
を
怜
悧
に
追
求
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
目
的
を

め
ざ
す
私
事
に
か
ま
け
る
心
の
動
き
を
適
切
に
監
督
・
指
導
す
る
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
論
者
の
意
見
で
は
、
美
徳
の
本
質
は
、
目
先
が
利
い
て

注
意
深
い
こ
と
で
す
。

3

さ
ら
に
別
の
部
類
の
論
者
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
他
人
の
幸
福
を
め
ざ
す
心
情
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
の
幸
福
を
め
ざ
す
心
の
動
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
に
従
え
ば
、
私
心
な
く
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
気
持
ち
こ
そ
、
美
徳
あ
る
人
柄
を
行
為
に
刻
印
し
う
る
唯
一
の
動
機

で
す
。

4

い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
美
徳
あ
る
人
柄
は
、
心
の
動
き
が
適
切
な
監
督
・
指
導
に
服
す
る
か
ぎ
り
無
差
別
に
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
に
帰
属
す

（
2
）Francis

H
utcheson

（1694
－1746

）,Inquiry
into

the
O
riginal

of
O
ur
Ideas

of
Beauty

and
Virtue,

II;
Sam
uel
Clarke

（1675
－1729

）,A
D
iscourse

Concerning
the

U
nchanging

O
bligation

ofNaturalReligion

（1705

）,I.

ハ
チ
ス
ン
は
、
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
大
学
で
道
徳
哲
学
の
教
授
と
し
て
（1730

－46

）
ス
ミ
ス
を
教
え
た
。
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る
と
み
な
さ
れ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
部
類
・
区
分
の
心
の
動
き
だ
け
に
帰
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
に
ち
が

い
あ
り
ま
せ
ん
。

心
の
動
き
を
大
別
す
る
と
、
私
事
に
か
ま
け
る
も
の
と
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
も
の
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
美
徳
あ
る
人
柄
は
、
心
の
動

き
が
適
切
な
監
督
・
指
導
に
服
す
る
か
ぎ
り
無
差
別
に
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
に
帰
属
す
る
と
い
う
見
解
を
採
ら
な
い
場
合
、
美
徳
あ
る
人
柄
は
、
わ
た
し

た
ち
自
身
の
個
人
的
な
幸
福
を
め
ざ
し
て
直
行
す
る
心
の
動
き
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
他
人
の
幸
福
を
め
ざ
し
て
直
行
す
る
心
の
動
き
か
、
そ
の
ど
ち
ら

か
に
帰
属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
美
徳
の
本
質
が
「
適
切
さ
」
で
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
本
質
は
、「
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
こ
と
」
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ

ば
、「
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
こ
と
」
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
三
つ
の
説
明
の
ほ
か
に
、
美
徳
の
本
質
に
つ
い
て
別
の
説
明
を
追
加
で

き
る
と
は
ほ
と
ん
ど
想
像
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
以
下
で
、
こ
れ
ら
三
説
以
外
の
ど
ん
な
も
の
で
も
、
外
見
は
三
説
と
違
う
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
根

本
は
そ
の
ど
れ
か
と
一
致
す
る
次
第
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。

第
一
章

美
徳
の
本
質
は
適
切
さ
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ゼ
ノ
ン
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
で
す
。
つ
ま
り
、
あ
る
対
象
が
心
の
動
き
を
搔
き
た

て
、
こ
れ
を
動
機
と
し
て
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
対
象
に
向
か
っ
て
行
動
を
起
こ
す
わ
け
で
す
が
、
そ
の
心
の
動
き
の
似
つ
か
わ
し
さ
こ
そ
、
美
徳
の
本
質

だ
と
い
う
の
で
す
。

2

Ⅰ

プ
ラ
ト
ン
の
学
問
体
系
に
お
い
て
（
ａ
）、
魂
は
、
小
さ
な
国
家
・
共
和
国
に
似
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
三
つ
の
異
な
る
能
力
・
職
階
か
ら
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。

3

第
一
の
能
力
は
、
判
断
力
で
す
。
こ
れ
は
、
目
的
を
達
成
す
る
の
に
適
切
な
手
段
が
何
か
を
決
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
追
求
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
目
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的
と
は
何
か
、
ま
た
、
目
的
ご
と
に
相
対
的
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
価
値
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
能
力
で
す
。

プ
ラ
ト
ン
は
こ
の
能
力
を
理
性
と
呼
び
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
今
も
た
い
へ
ん
適
切
な
名
称
と
し
て
通
用
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
彼
は
、
理
性
が
全
体
の

統
治
者
た
る
原
理
で
あ
る
権
利
を
も
つ
と
考
え
ま
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
が
こ
の
名
称
を
使
う
と
き
理
解
し
て
い
た
の
は
、
真
偽
を
判
定

す
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
能
力
だ
け
で
な
く
、
数
々
の
欲
望
と
心
の
動
き
の
適
否
を
判
定
す
る
と
き
に
も
用
い
ら
れ
る
能
力
で
し
た
。

4

そ
の
多
様
な
情
念
・
欲
求
は
、
支
配
者
た
る
原
理
﹇
理
性
﹈
の
自
然
的
臣
下
で
あ
り
な
が
ら
、
や
や
も
す
る
と
そ
の
主
人
に
反
逆
す
る
き
ら
い
が
ま

こ
と
に
強
く
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
れ
ら
を
二
つ
の
異
な
る
分
類
・
範
疇
に
ま
と
め
ま
し
た
。

第
一
の
分
類
を
構
成
す
る
情
念
は
、
自
尊
心
と
憤
り
―
―
ス
コ
ラ
学
者
の
呼
称
で
は
、
発
憤
す
る
魂
の
部
位
―
―
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
野
心
、

敵
愾
心
、
名
誉
欲
、
屈
辱
へ
の
戦
慄
、
勝
利
・
優
越
・
復
讐
へ
の
欲
望
が
こ
こ
に
属
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ら
は
み
な
、
通
常
わ
た
し
た
ち
が
英
語

で
隠
喩
を
使
っ
て
「
気
骨
」（spirit

）
ま
た
は
「
気
炎
」（naturalfire

）
と
呼
ぶ
も
の
か
ら
湧
き
あ
が
る
情
念
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
標
示

す
る
と
思
わ
れ
て
い
る
情
念
で
す
。

第
二
の
分
類
を
構
成
す
る
情
念
は
、
快
楽
の
愛
好
―
―
ス
コ
ラ
学
者
の
呼
称
で
は
、
欲
動
す
る
魂
の
部
位
―
―
に
根
ざ
す
も
の
で
す
。
肉
体
の
欲
求
は

す
べ
て
こ
れ
で
あ
り
、
く
つ
ろ
ぎ
、
安
心
、
あ
ら
ゆ
る
官
能
の
充
足
を
愛
好
す
る
感
情
は
こ
こ
に
含
ま
れ
ま
す
。

5

あ
の
統
治
者
た
る
原
理
が
規
定
す
る
行
動
方
針
は
、
わ
た
し
た
ち
が
冷
静
な
時
に
は
そ
の
追
求
を
き
わ
め
て
適
切
な
こ
と
と
し
、
つ
ね
に
わ
が
心
に

銘
記
し
て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
を
踏
み
に
じ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
上
の
異
な
る
二
つ
の
分
類
の
い
ず
れ
か
の
情
念
、
た
と
え
ば
、

度
し
が
た
い
野
心
と
憤
り
、
あ
る
い
は
、
し
つ
こ
く
ま
と
わ
り
つ
く
眼
前
の
く
つ
ろ
ぎ
と
快
楽
の
誘
惑
に
触
発
さ
れ
る
と
き
に
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
で
す
。
上
記
二
群
の
情
念
は
、
わ
た
し
た
ち
に
誤
っ
た
道
を
歩
ま
せ
る
き
ら
い
が
ま
こ
と
に
強
く
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
く
て
は
な
ら

な
い
人
間
の
自
然
本
性
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
一
群
の
情
念
は
、
権
利
侵
害
か
ら
わ
た
し
た
ち
を
守
り
、
世
間
に
お
け
る
身

（
ａ
）
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』
第
四
巻
を
見
よ
。
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分
地
位
・
威
厳
を
断
固
主
張
し
、
気
高
く
誇
ら
し
い
目
的
に
向
か
っ
て
わ
た
し
た
ち
を
進
ま
せ
、
同
様
に
行
動
す
る
人
た
ち
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
識
別
さ

せ
る
た
め
に
授
け
ら
れ
ま
し
た
。
第
二
群
の
情
念
は
、
衣
食
住
の
維
持
に
欠
か
せ
な
い
品
々
を
調
達
す
る
た
め
に
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

6

あ
の
統
治
者
た
る
原
理
が
、
力
強
く
・
明
敏
で
・
完
全
で
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
な
く
て
は
な
ら
ぬ
美
徳
、
慎
慮
の
本
質
が
あ
る
。
か
く
い
う
プ
ラ

ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
美
徳
の
本
質
は
、
正
当
で
明
晰
な
識
別
力
で
あ
り
、
そ
の
力
の
根
底
に
は
、
追
求
す
べ
き
適
切
な
目
的
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
に
つ
い
て
、
一
般
的
・
科
学
的
な
観
念
が
あ
り
ま
す
（
3
）。

7

第
一
群
の
情
念
、
発
憤
す
る
魂
の
部
位
に
属
す
る
情
念
は
、
誇
ら
し
く
気
高
い
目
的
を
追
求
す
る
と
き
理
性
の
指
導
に
服
し
、
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
見

下
せ
る
ほ
ど
の
力
強
さ
と
不
撓
不
屈
を
そ
な
え
る
と
き
、
勇
猛
と
豪
胆
の
美
徳
に
な
る
。
か
く
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
第
一
群
の
情
念

は
、
第
二
群
の
情
念
よ
り
も
、
高
潔
無
私
で
気
高
い
性
質
を
も
ち
ま
す
。

第
一
群
の
情
念
は
、
多
く
の
場
面
で
理
性
の
援
軍
と
考
え
ら
れ
、
劣
位
の
野
蛮
な
欲
求
を
制
止
し
・
押
し
こ
ろ
し
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
も
観
察
し
て
い
ま

す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
快
楽
の
愛
好
に
触
発
さ
れ
て
自
分
が
否
認
す
る
行
為
に
出
る
と
き
、
し
ば
し
ば
自
分
自
身
に
怒
り
を
ぶ
つ
け
、
わ
が
胸
の
憤
怒

の
対
象
に
な
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
う
ち
、
発
憤
す
る
部
位
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
理
性
的
な
部
位
を
援

助
す
る
べ
く
発
動
を
要
請
さ
れ
、
欲
動
す
る
部
位
に
立
ち
向
か
い
ま
す
。

8

わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
を
構
成
す
る
上
の
三
つ
の
部
位
す
べ
て
が
互
い
に
完
全
に
和
合
し
、
そ
の
発
憤
す
る
情
念
も
欲
動
す
る
情
念
も
、
理
性
が

是
認
し
な
い
欲
求
の
充
足
を
決
し
て
め
ざ
さ
ず
、
理
性
は
、
こ
れ
ら
の
情
念
が
ひ
と
り
で
に
進
ん
で
遂
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
け
を
命
ず
る
―
―
そ
ん

な
場
合
に
、
魂
は
幸
福
な
落
ち
着
き
と
完
全
無
欠
の
調
和
を
や
ど
し
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
言
語
の
あ
る
一
語
で
表
現
さ
れ
る
美
徳
に
な
り
ま
す
（
4
）。
そ
の
語

は
、
通
常
わ
た
し
た
ち
が
「
節
制
」
と
訳
す
も
の
で
す
が
、
よ
り
適
切
に
は
、「
穏
和
な
気
性
」
ま
た
は
「
心
の
冷
静
・
謙
抑
」
と
訳
し
た
ほ
う
が
よ
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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9

正
義
は
、
あ
の
四
基
徳
の
う
ち
、
極
め
付
き
の
も
っ
と
も
偉
大
な
美
徳
で
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
時
点
は
、
上

の
三
つ
の
心
の
能
力
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
職
分
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
他
の
能
力
の
職
分
を
侵
蝕
し
よ
う
と
試
み
な
い
と
き
で
あ
り
、
理
性
が
指
導
し
、
情

念
が
服
従
す
る
と
き
で
あ
り
、
各
種
情
念
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
義
務
を
遂
行
し
、
適
切
な
対
象
に
向
か
っ
て
、
楽
々
と
た
め
ら
わ
ず
に
・
求
め
る
対
象
の

価
値
に
ふ
さ
わ
し
い
程
度
の
勢
力
で
発
現
す
る
と
き
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
プ
ラ
ト
ン
が
古
代
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
あ
る
人
た
ち
の
意
見
に
ち
な
み
「
正

義
」
と
名
づ
け
た
無
欠
の
美
徳
、
ふ
る
ま
い
の
完
全
な
適
切
さ
の
本
質
で
す
（
5
）。

10

ギ
リ
シ
ャ
語
で
正
義
を
表
す
語
は
（
6
）、

い
く
つ
か
の
違
う
意
味
を
含
み
、
ま
た
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
言
語
で
こ
れ
に
相
当
す
る
語
も
、
わ
た
し
の
知
る

か
ぎ
り
同
様
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
多
様
な
語
義
の
あ
い
だ
に
は
、
な
に
が
し
か
の
自
然
な
類
縁
関
係
が
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
は
留
意
さ
れ
て
よ
ろ
し
い
。

ま
ず
、
隣
人
に
積
極
的
な
傷
害
を
加
え
る
こ
と
を
差
し
控
え
、
隣
人
の
身
柄
・
資
産
・
評
判
を
直
接
に
傷
つ
け
な
け
れ
ば
、
隣
人
に
公
正
な
処
遇
を
与

え
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
正
義
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
正
義
に
つ
い
て
わ
た
し
は
先
行
箇
所
で
扱
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
の
遵
守
は

力
ず
く
で
強
要
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
れ
を
踏
み
に
じ
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
羽
目
に
陥
り
ま
す
（
7
）。

つ
ぎ
に
、
隣
人
に
対
し
、
そ
の
人
柄
・
境
遇
・
わ
た
し
た
ち
自
身
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
感
じ
る
こ
と
が
似
つ
か
わ
し
く
適
切
な
愛
情
・
尊
敬
・
敬
意

を
、
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
か
ず
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
し
な
い
場
合
、
隣
人
に
公
正
な
処
遇
を
与
え
て
い
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
別
の
意
味

で
の
正
義
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
と
ゆ
か
り
の
あ
る
功
労
者
に
あ
ら
ゆ
る
点
で
加
害
を
差
し
控
え
る
と
し
て
も
、
彼
に
力
を
貸
し

（
3
）
ス
ミ
ス
が
言
及
し
て
い
る
の
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
知
恵
、
知
」phronêsis

﹇φρόνησις
﹈
と
い
う
概
念
で
あ
る
。﹇
本
稿
で‘prudence’

は
、「
予
見
注
意
力
」
と
訳
す
が
、
四
基
徳

（
正
義
・
知
恵
・
節
制
・
剛
毅
）
の
知
恵
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
は
「
慎
慮
」
と
訳
す
。﹈

（
4
）Sophrosune

﹇σωφροσύνη

﹈Cf.G
orgias,504

d
ff;
Republic,431

a
ff.

お
よ
び442

c-d
参
照
。

（
5
）
た
と
え
ば
、Republic,

IV
,443

b
ff.

（
6
）D

ikaiosune

﹇δικαιοσύνη

﹈

（
7
）
前
出II.ii.1

.5
.
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て
、
あ
の
公
平
な
観
察
者
な
ら
見
て
う
れ
し
く
思
う
境
遇
に
彼
を
置
こ
う
と
骨
身
を
削
ら
な
け
れ
ば
、
隣
人
に
公
正
な
処
遇
を
与
え
て
い
な
い
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
意
味
で
の
正
義
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

第
一
の
意
味
で
の
正
義
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ス
コ
ラ
学
者
が
「
交
換
的
正
義
」
と
呼
び
、
ま
た
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
「
補
充
的
正
義
」
と
呼
ぶ
も

の
と
一
致
し
ま
す
。
そ
の
本
質
は
、
他
人
の
も
の
に
手
を
か
け
な
い
こ
と
、
ま
た
、
履
行
を
強
要
さ
れ
て
も
適
切
で
許
さ
れ
る
こ
と
は
な
ん
で
も
み
ず
か

ら
進
ん
で
お
こ
な
う
こ
と
で
す
。

第
二
の
意
味
で
の
正
義
は
、
あ
る
人
た
ち
が
「
配
分
的
正
義
」
と
呼
ん
だ
も
の
（
ｂ
）、
ま
た
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（
8
）の
い
う
「
帰
属
的
正
義
」
と
一
致
し
ま
す
。

そ
の
本
質
は
、
適
切
な
恵
み
深
さ
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
も
の
を
似
つ
か
わ
し
い
し
か
た
で
使
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
わ
た

し
た
ち
の
境
遇
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め
て
ふ
さ
わ
し
い
慈
善
や
高
潔
無
私
な
目
的
に
私
財
を
投
じ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
意
味
で
の
正
義
は
、
人
と
む
つ
み
あ

う
美
徳
の
す
べ
て
を
包
含
し
ま
す
。

こ
の
正
義
と
い
う
語
は
、
さ
ら
に
別
な
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
上
記
二
つ
の
い
ず
れ
よ
り
も
広
義
で
す
が
、
第
二
の
語
義
に
た
い

へ
ん
近
く
、
こ
れ
も
ま
た
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
の
言
語
に
脈
打
っ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
具
体
的
対
象
の
価
値
を
評
価
し
て
い
だ
く
敬
意
や
そ
れ
を
追
求
す
る
情
熱
の
度
合
い
が
、
公
平
な
観
察
者
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
対
象
に

値
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
搔
き
た
て
ら
れ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
映
る
と
思
わ
れ
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
正
し
く
な
い
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
正
義
の
第
三
の
意
味
で
す
。
た
と
え
ば
、
詩
や
絵
画
に
対
す
る
賞
賛
が
過
小
で
あ
れ
ば
、
公
正
な
処
遇
を
与
え
て

い
な
い
と
い
わ
れ
ま
す
し
、
そ
の
賞
賛
が
過
大
で
あ
れ
ば
、
過
分
な
処
遇
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
同
様
に
、
自
分
に
利
益
を
も
た
ら
す
具

体
的
対
象
に
十
分
な
関
心
を
注
が
な
い
と
映
れ
ば
、
自
分
自
身
に
不
公
正
な
処
遇
を
与
え
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。

こ
の
最
後
の
意
味
で
正
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
ふ
る
ま
い
・
態
度
に
そ
な
わ
る
正
確
で
完
全
な
適
切
さ
と
同
義
で
あ
り
、
ま
た
、
交
換
的
正
義
と
配

分
的
正
義
の
両
者
の
職
分
だ
け
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
美
徳
、
つ
ま
り
、
慎
慮
、
勇
猛
、
節
制
の
職
分
を
包
含
し
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
が
ま
ぎ
れ

も
な
く
「
正
義
」
の
呼
称
で
理
解
す
る
の
は
、
こ
の
第
三
の
意
味
で
の
正
義
で
あ
り
、
で
す
か
ら
、
彼
が
い
う
と
こ
ろ
の
正
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
美

徳
の
完
成
を
含
意
し
ま
す
。
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11

以
上
が
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
美
徳
の
本
質
の
説
明
で
す
が
、
要
す
る
に
、
美
徳
は
、
讃
辞
と
是
認
の
適
切
な
対
象
と
さ
れ
る
心
構
え
で
す
。
彼
に
よ
る

と
、
美
徳
の
本
質
と
は
、
各
種
能
力
が
そ
の
適
切
な
領
分
の
範
囲
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
ほ
か
の
領
分
を
侵
蝕
せ
ず
、
各
々
に
帰
属
す
る
勢
力
だ
け
を
き
っ

か
り
使
っ
て
各
職
分
を
遂
行
す
る
、
そ
ん
な
心
の
状
態
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
プ
ラ
ト
ン
の
説
明
は
、
わ
た
し
た
ち
が
先
行
箇
所
で
ふ
る
ま
い
の
適

切
さ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
あ
ら
ゆ
る
点
で
一
致
し
ま
す
。

12

Ⅱ

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
（
ｃ
）、

美
徳
の
本
質
は
、
正
し
い
理
性
に
従
い
平
均
値
を
と
る
習
慣
で
す
（
9
）。

彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
徳
は
ど
れ

も
、
二
つ
の
相
反
す
る
悪
徳
の
あ
い
だ
に
あ
る
一
種
の
中
間
点
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
そ
の
悪
徳
の
一
方
は
、
各
種
の
対
象
に
心
を
動
か
さ
れ
る
度
合
い

が
過
剰
な
た
め
に
神
経
を
逆
な
で
し
、
も
う
一
方
の
悪
徳
は
、
そ
の
度
合
い
が
過
少
な
た
め
に
神
経
を
逆
な
で
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
勇
猛
・
勇
気
の
美
徳
は
、
臆
病
と
、
身
の
ほ
ど
知
ら
ず
な
勇
み
足
と
い
う
相
反
す
る
悪
徳
の
中
間
点
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
前
者
の
悪
徳

は
、
恐
怖
の
対
象
に
心
を
動
か
さ
れ
る
度
合
い
が
過
剰
な
た
め
に
神
経
を
逆
な
で
し
、
後
者
の
悪
徳
は
、
そ
の
度
合
い
が
過
少
な
た
め
に
神
経
を
逆
な
で

し
ま
す
。
さ
ら
に
例
を
あ
げ
れ
ば
、
質
素
の
美
徳
は
、
が
め
つ
さ
と
散
財
の
中
間
点
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
前
者
の
悪
徳
の
本
質
は
、
自
分
に
利
益
を
も

た
ら
す
対
象
へ
の
関
心
が
適
切
な
度
合
い
を
上
回
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
の
悪
徳
の
本
質
は
、
そ
ん
な
関
心
が
適
切
な
度
合
い
を
下
回
る
こ
と
で
す
。
ま

た
同
様
に
、
豪
胆
の
美
徳
は
、
傲
岸
不
遜
と
い
う
過
剰
な
反
応
と
、
小
心
翼
々
と
い
う
過
少
な
反
応
の
中
間
点
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
前
者
の
悪
徳
の
本

質
は
、
自
分
自
身
の
価
値
・
威
厳
を
思
う
感
情
が
あ
ま
り
に
も
野
放
図
な
こ
と
、
後
者
の
悪
徳
の
本
質
は
、
そ
ん
な
感
情
が
あ
ま
り
に
も
微
弱
な
こ
と
で

す
。
美
徳
に
つ
い
て
の
上
の
説
明
も
ま
た
、
留
意
す
る
ま
で
も
な
く
、
先
行
箇
所
で
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
と
不
適
切
さ
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
ぴ
っ
た

（
ｂ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
配
分
的
正
義
は
少
し
違
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
本
質
は
、
共
同
体
の
公
的
資
産
か
ら
報
償
を
適
正
に
配
分
す
る
こ
と
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』V
.2

を
見
よ
。

（
8
）H
ugo
G
rotius

（1583
－1645

）,D
e
Jure

Belliac
Pacis

（1625

）I.i.8
.

（
ｃ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』II.5

ff.

お
よ
びIII.5

ff.

を
見
よ
。

（
9
）
と
く
に
、Nicom

achean
Ethics,

II.vi.15

（1106
b36

－1107
a1

）
を
見
よ
。
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り
一
致
し
ま
す
（
10
）。

13

た
し
か
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
（
ｄ
）、

美
徳
の
本
質
は
、
上
の
よ
う
に
抑
制
が
効
い
た
正
し
い
心
の
動
き
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ

う
に
抑
制
を
効
か
せ
る
習
慣
で
す
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
に
は
、
美
徳
は
、
行
為
の
資
質
と
考
え
ら
れ
る
場
合
と
、
人
の
資
質
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
あ

る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

美
徳
が
行
為
の
資
質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
美
徳
の
本
質
は
、
行
為
の
動
機
で
あ
る
心
の
動
き
を
理
性
に
従
い
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
ん

な
心
理
的
習
性
が
そ
の
人
の
習
慣
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
見
解
で
し
た
。
美
徳
が

人
の
資
質
と
し
て
考
え
ら
れ
る
場
合
、
美
徳
の
本
質
は
、
こ
う
し
て
理
性
に
従
い
抑
制
を
効
か
せ
る
習
慣
、
つ
ま
り
、
そ
う
す
る
こ
と
が
い
つ
も
の
慣
わ

し
と
し
て
ふ
だ
ん
の
心
理
的
習
性
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
高
潔
無
私
な
衝
動
が
珍
し
く
起
こ
っ
て
行
動
に
出
る
場
合
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
高
潔
無
私
な
行
為
で
す
が
、
そ
の
実
行
者
が
高
潔
無

私
な
人
物
で
あ
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
と
き
ま
で
彼
は
こ
の
種
の
行
為
を
一
度
も
し
た
こ
と
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
こ

の
行
為
を
遂
行
し
た
動
機
と
し
て
胸
に
あ
る
心
理
的
習
性
は
、
な
か
な
か
正
し
く
適
切
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
頼
も
し
い
心
意
気
は
、
そ
の
人
柄
に

定
着
し
た
も
の
・
常
在
す
る
も
の
の
結
果
で
あ
る
よ
り
、む
し
ろ
、た
ま
た
ま
虫
の
居
所
が
よ
か
っ
た
結
果
と
思
わ
れ
、そ
の
人
が
遂
行
し
た
行
為
に
よ
っ

て
立
派
な
名
誉
に
浴
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
は
、
あ
る
人
柄
を
高
潔
無
私
で
あ
る
と
か
、
慈
愛
が
あ
る
と
か
、
な
ん
ら
か
の
点
で
有
徳
で
あ
る
と
名
づ
け
る
場
合
、「
そ
ん
な
名
称
で

そ
れ
ぞ
れ
表
現
さ
れ
る
心
理
的
習
性
は
、
そ
の
人
の
ふ
だ
ん
の
慣
わ
し
と
し
て
の
心
理
的
習
性
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
そ
う
と
し
ま
す
。
ど
ん
な
種

類
の
行
為
で
も
、
た
だ
一
回
だ
け
の
行
為
は
、
い
か
に
適
切
で
ふ
さ
わ
し
く
て
も
、
ふ
だ
ん
の
慣
わ
し
と
し
て
行
う
心
理
的
習
性
が
あ
る
証
拠
と
し
て
は

重
要
で
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
、
一
回
の
行
為
が
そ
の
実
行
者
に
有
徳
な
人
柄
を
刻
印
す
る
の
に
十
分
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
ど
ん
な
に
取
り
柄
の
な
い
人

で
も
、
あ
ら
ゆ
る
美
徳
が
あ
る
と
主
張
す
る
権
利
を
も
つ
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
だ
れ
だ
っ
て
、
今
ま
で
に
慎
慮
・
正
義
・
節
制
・
勇
猛﹇
の
四
基
徳
﹈

を
示
す
行
動
を
少
し
く
ら
い
は
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
で
す
。
一
回
の
行
為
が
ど
ん
な
に
見
上
げ
た
も
の
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
行
者
が
授
か
る
讃
辞
は
微
々
た
る
も
の
な
の
に
、
ふ
だ
ん
は
と
て

一
二

香川法学36巻3・4号（2017）

333（437）



も
紀
律
正
し
い
人
が
一
度
で
も
悪
事
を
は
た
ら
く
と
、
そ
の
一
回
の
行
為
は
、
彼
の
美
徳
に
対
す
る
評
価
を
大
い
に
下
げ
、
と
き
に
は
跡
形
も
な
く
壊
し

ま
す
。
こ
の
種
の
行
為
は
一
回
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
習
慣
が
完
全
で
な
い
こ
と
を
十
分
に
示
し
、
ま
た
、
彼
の
ふ
だ
ん
の
一
連
の
態
度
か
ら
わ
た
し
た
ち

が
想
像
し
が
ち
で
あ
っ
た
ほ
ど
頼
り
甲
斐
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
余
り
あ
り
ま
す
。

14

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
美
徳
の
本
質
を
実
践
的
習
慣
で
あ
る
と
説
い
た
と
き
（
ｅ
）、

彼
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
学
説
に
お
そ
ら
く
反
対
す
る
つ
も
り
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

プ
ラ
ト
ン
は
、「
ど
ん
な
お
こ
な
い
を
し
た
り
避
け
た
り
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
に
つ
い
て
、
正
し
い
感
情
、
理
非
を
わ
き
ま
え
た
判
断
は
、
そ
れ

だ
け
で
十
分
に
き
わ
め
て
完
全
な
美
徳
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
美
徳
は
、
一
種
の
学
識
と
見
な
さ

れ
て
も
よ
い
も
の
で
、
だ
れ
ひ
と
り
正
邪
の
実
相
を
明
晰
に
・
筋
立
て
て
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
正
邪
を
わ
き
ま
え
て
行
動
で
き
な
い
、
と
彼

は
思
い
ま
し
た
。情
念
は
、疑
わ
し
く
不
確
か
な
意
見
に
逆
ら
っ
て
わ
た
し
た
ち
を
行
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、明
白
で
一
目
瞭
然
の
判
断
に
逆
ら
っ

て
そ
う
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
理
知
の
確
信
は
、
長
年
染
み
つ
い
た
習
慣
を
打
ち
負
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
」、「
善
良
な
習
俗
は
、
知

識
で
は
な
く
行
為
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
意
見
で
し
た
。

15

Ⅲ

ス
ト
ア
学
派
の
創
始
者
ゼ
ノ
ン
に
よ
る
と
（
ｆ
）、「
あ
ら
ゆ
る
動
物
は
、
自
分
自
身
の
世
話
を
し
な
さ
い
と
い
う
勧
告
を
自
然
か
ら
受
け
、
自
己
愛

の
原
理
を
授
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
生
存
だ
け
で
な
く
、
そ
の
自
然
本
性
を
形
づ
く
る
す
べ
て
の
様
々
な
部
分
を
、
到
達
し
う
る
最
善
か

つ
万
全
の
状
態
に
保
つ
よ
う
努
力
し
て
も
許
さ
れ
る
」
と
説
か
れ
ま
す
（
11
）。

（
10
）
前
出I.ii.intro.

参
照
。

（
ｄ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』II.1

,2
,3
,4

を
見
よ
。

（
ｅ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
大
倫
理
学
』I.1

を
見
よ
。

（
ｆ
）
キ
ケ
ロ
『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
第
三
巻
、
ま
た
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
『
ゼ
ノ
ン
』
第
七
巻segm

ent84

を
見
よ
。
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16
﹇
ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
﹈
人
間
の
自
己
愛
は
、
身
体
と
そ
の
す
べ
て
の
様
々
な
部
分
、
ま
た
、
心
と
そ
の
す
べ
て
の
様
々
な
能
力
・
力
を
、
妙
な

言
い
か
た
で
す
が
、
抱
擁
し
て
、
残
ら
ず
最
善
か
つ
万
全
の
状
態
に
保
持
し
た
い
と
願
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
状
態
で
生
存
す
る
こ
と
を
支
え

る
傾
向
が
あ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
選
択
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
く
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
傾
向
が
あ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
拒
絶
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し

い
と
、
自
然
は
人
間
に
指
し
示
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
身
体
が
健
康
で
・
た
く
ま
し
く
・
敏
捷
で
・
し
な
や
か
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
ん
な
状
態
を
促
進
で
き
る
現
世
の
便
利
な
も
の

―
―
富
、
権
力
、
名
誉
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
か
ら
の
尊
敬
・
敬
意
―
―
は
、
選
択
す
る
こ
と
が
適
切
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
持
つ
ほ
う
が
持
た
な

い
よ
り
も
好
ま
し
い
と
、
自
然
は
わ
た
し
た
ち
に
指
し
示
し
ま
す
。
他
方
、
身
体
が
病
弱
で
・
よ
ぼ
よ
ぼ
し
・
肥
え
太
り
・
痛
む
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、

そ
ん
な
状
態
を
少
し
で
も
引
き
起
こ
し
招
来
す
る
傾
向
が
あ
る
現
世
の
不
便
な
も
の
―
―
貧
困
、
権
威
の
欠
如
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
か
ら
の
軽
蔑
や

憎
し
み
―
―
は
、
す
べ
て
遠
ざ
け
回
避
す
べ
き
で
あ
る
と
、
や
は
り
自
然
は
指
し
示
し
ま
す
。

上
の
二
つ
の
相
反
す
る
対
象
群
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
は
、
同
族
の
ほ
か
の
も
の
よ
り
取
捨
選
択
の
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
映
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
第
一
の
対
象
群
で
、
健
康
は
た
く
ま
し
さ
よ
り
も
、
た
く
ま
し
さ
は
敏
捷
さ
よ
り
も
、
一
目
み
た
だ
け
で
好
ま
し
く
映
り
ま
す
し
、
評

判
は
権
力
よ
り
も
、
権
力
は
富
よ
り
も
好
ま
し
く
映
り
ま
す
。
ま
た
、
第
二
の
対
象
群
で
も
、
た
と
え
ば
、
病
弱
は
肥
満
よ
り
も
、
醜
聞
は
貧
困
よ
り
も
、

貧
困
は
権
力
の
喪
失
よ
り
も
避
け
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
。

美
徳
と
は
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
や
事
情
の
す
べ
て
を
、
自
然
が
定
め
た
対
象
の
優
劣
に
応
じ
て
取
捨
選
択

す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
し
選
ぶ
べ
き
対
象
の
す
べ
て
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
呈
示
さ
れ
た
選
択
肢
の
な
か
か
ら
選
ぶ
べ
き
理
由
が
も
っ
と

も
強
い
も
の
を
つ
ね
に
選
択
し
、
ま
た
、
拒
否
す
べ
き
対
象
の
す
べ
て
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
呈
示
さ
れ
た
選
択
肢
の
な
か
か
ら
避
け
る
べ

き
理
由
が
も
っ
と
も
弱
い
も
の
を
つ
ね
に
選
択
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
正
し
く
き
め
細
や
か
な
鑑
定
眼
を
用
い
て
取
捨
選
択
す
る
こ
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
各
対
象
が
受
け
る
に
値
す
る
強
さ
の
注
意
を
、
こ
う
し

た
事
物
の
自
然
な
序
列
に
そ
れ
が
占
め
る
位
置
に
応
じ
て
正
確
に
払
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、
美
徳
の
神
髄
―
―
完
全
な
品
行
方
正
―
―
を
涵
養
す
る
方
法

で
あ
る
と
ス
ト
ア
学
派
は
い
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
ス
ト
ア
学
派
の
い
う
、
節
を
守
っ
て
生
き
る
こ
と
、
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と
、
自
然
あ
る
い
は
自

然
の
創
造
主
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
案
じ
て
規
定
し
て
お
い
た
法
と
指
導
に
服
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
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17

以
上
が
適
切
さ
と
美
徳
に
関
す
る
ス
ト
ア
学
派
の
考
え
で
す
が
、
こ
こ
ま
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
お
よ
び
古
代
の
逍
遥
学
派
の
考
え
と
あ
ま
り
違

い
ま
せ
ん
（
12
）。

（
11
）
具
体
的
な
参
照
箇
所
は
、Cicero,

D
e
finibus,

III.vi.20

お
よ
びD

iogenes
Laërtius,

Lives
ofthe

Philosophers,
V
II,
§85
.

（
12
）
第
一
版
か
ら
第
五
版
で
は
（
わ
ず
か
な
違
い
は
あ
る
が
）
以
下
の
文
章
が
続
く
。

以
上
の
二
つ
の
学
問
体
系
が
相
互
に
異
な
る
主
な
理
由
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
が
要
求
す
る
自
制
心
の
程
度
が
異
な
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
逍
遥
学
派
は
、
多
少
の
心
の
動

揺
は
人
間
の
自
然
本
性
の
弱
さ
に
似
つ
か
わ
し
く
、
ま
た
、
人
間
の
よ
う
に
ま
こ
と
不
完
全
な
被
造
者
に
は
有
益
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
許
容
し
ま
し
た
。
も
し
も
わ
が
身
に
ふ

り
か
か
る
非
運
が
、
胸
を
突
く
悲
痛
を
搔
き
た
て
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
も
し
も
わ
が
身
に
加
え
ら
れ
る
権
利
侵
害
が
、
劇
し
い
憤
り
を
呼
び
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。

理
性
、
つ
ま
り
、
何
が
正
し
く
・
ふ
さ
わ
し
い
お
こ
な
い
で
あ
る
か
を
断
定
す
る
一
般
的
準
則
へ
の
配
慮
は
、
通
常
、
あ
ま
り
に
も
弱
い
の
で
、
人
間
を
触
発
し
て
非
運
を
回
避
さ

せ
た
り
、
権
利
侵
害
を
撃
退
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
逍
遥
学
派
は
そ
う
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ト
ア
学
派
は
、
き
わ
め
て
完
全
な
不
動
心apathy

を
要
求
し
、
ほ
ん
の
少
し
で
も
心
の
穏
や
か
さ
を
か
き
乱
す
力
が
あ
る
情
動
は
、
す
べ
て
軽
率
と
愚
劣
の
所
産
で
あ
る
と
み
な
し
ま
し
た
。
逍
遥
学
派
は
、
い
か
な
る
情
念
も
、
そ

れ
を
見
る
観
察
者
が
情
け
深
さ
の
限
り
を
尽
く
し
て
共
感
で
き
る
か
ぎ
り
、
適
切
さ
の
範
囲
を
超
え
出
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
ス
ト
ア
学
派

は
、
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
不
適
切
と
み
な
し
て
い
た
と
映
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
お
よ
そ
情
念
は
、
そ
れ
を
見
る
観
察
者
に
共
感
を
要
求
す
る
―
―
つ
ま
り
、
情
動
の
激
し
さ
に
拍
子

を
合
わ
せ
る
た
め
、
観
察
者
の
心
の
自
然
で
ふ
だ
ん
通
り
の
状
態
を
ど
こ
か
変
え
な
さ
い
と
命
じ
る
―
―
か
ら
で
す
。「
美
徳
の
持
ち
ぬ
し
は
、
と
も
に
暮
ら
す
人
び
と
の
高
潔
無
私

に
頼
っ
て
赦
し
や
是
認
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
」
と
ス
ト
ア
学
派
は
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

18

ス
ト
ア
学
派
に
よ
れ
ば
、
知
恵
あ
る
人
に
と
っ
て
は
ど
ん
な
出
来
事
も
、
価
値
に
差
が
な
い
と
映
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
価
値
ゆ
え
に
、
欲
望
や
嫌
悪
の
対
象
、
あ

る
い
は
、
歓
び
や
悲
し
み
の
対
象
に
な
り
う
る
と
映
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
知
恵
あ
る
人
が
、
あ
る
出
来
事
を
別
の
そ
れ
よ
り
も
優
先
し
、
彼
に
よ
っ
て
あ
る
境
遇
が
選
ば
れ
、
別

の
境
遇
が
拒
絶
さ
れ
る
対
象
に
な
る
場
合
、
彼
は
、
一
方
を
他
方
よ
り
も
ど
こ
か
本
質
的
に
よ
い
と
み
な
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
自
身
の
幸
福
が
完
成
す
る
と
こ
ろ

は
、
世
間
一
般
で
辛
酸
の
極
地
と
み
な
さ
れ
る
境
遇
よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
好
運
な
境
遇
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
選
択
す
る
わ
け
は
、
行
為
の
適
切
さ
、
つ

ま
り
、
彼
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
に
神
々
が
彼
に
授
け
た
準
則
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
選
択
し
た
り
拒
絶
し
た
り
し
な
さ
い
と
彼
に
要
求
す
る
か
ら
で
す
。〈
こ
こ
か
ら
以
下
の

テ
ク
ス
ト
は
、
小
さ
な
違
い
は
あ
る
が
、
第
六
版
で
現
在
§
18
の
冒
頭
部
分
に
続
く
。〉

〈
ス
ミ
ス
の
註
〉

＊
こ
れ
ら
の
表
現
の
い
く
つ
か
は
、
英
語
の
言
い
回
し
と
し
て
は
少
し
ぎ
こ
ち
な
く
響
き
ま
す
が
、
そ
れ
ら
は
ス
ト
ア
学
派
の
専
門
用
語
を
逐
語
的
に
訳
し
た
も
の
で
す
。

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅶ部（山本）
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18
﹇
ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
﹈
自
然
が
わ
た
し
た
ち
に
適
切
な
選
択
肢
と
し
て
勧
告
し
た
主
な
対
象
に
は
、
家
族
の
順
境
、
親
族
、
友
人
、
祖
国
、
人

類
、
そ
し
て
、
宇
宙
一
般
の
順
境
が
含
ま
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
自
然
は
、「
二
人
の
順
境
は
、
一
人
の
順
境
よ
り
も
好
ま
し
い
の
だ
か
ら
、
大
勢
あ
る
い

は
す
べ
て
の
人
た
ち
の
順
境
は
、
限
り
な
く
好
ま
し
い
に
ち
が
い
な
い
」
と
教
示
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、「
自
分
自
身
は
一
人
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
結
局
、
自
分
の
順
境
は
、
そ
れ
が
全
体
の
順
境
、
ま
た
、
全
体
の
相
当
大
き
な
部
分
の
順
境
と
相
容
れ
な
い
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
、
た
と
え
わ
が

事
と
し
て
選
択
す
る
と
き
で
も
、
千
万
倍
好
ま
し
い
ほ
う
に
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
す
。
世
俗
世
界
に
起
こ
る
出
来
事
は
す
べ
て
、
ひ
と
り

の
賢
く
・
力
強
い
・
善
良
な
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
ま
す
か
ら
、「
な
に
が
起
こ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
全
体
の
順
境
と
完
成
を
指
向
す
る
」
と
深

く
信
じ
ら
れ
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
が
貧
困
、
病
弱
、
そ
の
他
の
災
厄
に
見
舞
わ
れ
て
い
れ
ば
、
な
に
よ
り
ま
ず
、
正
義
と
他
人
へ
の
義
務
が
許
す
範

囲
で
懸
命
に
努
力
し
、
そ
ん
な
心
地
悪
い
状
況
か
ら
わ
が
身
を
救
い
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
最
善
を
尽
く
し
た
あ
と
、
わ
が
身
を
救
出
で

き
な
い
と
悟
れ
ば
、「
宇
宙
が
秩
序
を
保
ち
・
完
成
す
る
に
は
、
し
ば
ら
く
こ
う
し
た
境
遇
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
得
心
し
、
じ
た

ば
た
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
全
体
の
順
境
は
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
さ
え
も
、
わ
が
一
身
の
よ
う
に
ま
こ
と
つ
ま
ら
ぬ
部
分
よ
り
好
ま
し
い
と
映

る
の
で
、
そ
の
瞬
間
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
境
遇
は
何
も
か
も
自
分
の
好
き
な
対
象
に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
感
情
と
品
行
の
完

全
な
適
切
さ
と
方
正
―
―
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
が
完
成
す
る
要
件
―
―
を
涵
養
す
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
逆
境
か
ら
脱
出
す
る
機
会
が
訪
れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
の
義
務
に
な
り
ま
す
。
宇
宙
の
秩
序
が
わ
た
し
た

ち
に
そ
ん
な
境
遇
に
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
こ
と
を
も
は
や
要
求
し
て
い
な
い
の
は
一
目
瞭
然
で
す
し
、
世
界
の
偉
大
な
司
令
官
は
、
わ
た
し
た
ち
が
た
ど

る
定
め
の
道
筋
を
ま
こ
と
明
瞭
に
指
し
示
し
て
、
そ
こ
か
ら
退
去
し
な
さ
い
と
は
っ
き
り
要
請
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
親
族
、
友
人
、
祖
国
の
逆

境
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
ほ
か
の
も
っ
と
神
聖
な
責
務
を
踏
み
に
じ
ら
ず
に
、
彼
ら
の
災
厄
を
食
い
止
め
た
り
終
わ
ら
せ
た
り
す
る
こ
と

が
わ
た
し
た
ち
の
力
で
で
き
る
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
が
わ
た
し
た
ち
の
義
務
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
為
の
適
切
さ
に
よ
っ
て
、
つ
ま

り
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
に
授
け
た
準
則
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
な
さ
い
と
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
す
。

し
か
し
、
も
し
災
厄
を
食
い
止
め
る
こ
と
も
終
わ
ら
せ
る
こ
と
も
自
分
の
力
で
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
こ
の
出
来
事
を

お
よ
そ
起
こ
り
え
た
も
っ
と
も
好
運
な
こ
と
と
み
な
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
全
体
の
順
境
と
秩
序
は
、
わ
た
し
た
ち
が
賢
く
衡
平
を
お
も

一
六

香川法学36巻3・4号（2017）

329（433）



ん
ぱ
か
る
な
ら
ば
自
分
で
も
真
っ
先
に
欲
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
く
、こ
の
出
来
事
は
、そ
ん
な
全
体
の
順
境
と
秩
序
を
き
わ
め
て
強
く
指
向
し
て
い
る
。」

「
全
体
の
順
境
は
、
わ
た
し
た
ち
が
欲
す
る
主
な
対
象
で
あ
る
ば
か
り
か
、
唯
一
無
二
の
対
象
で
あ
る
に
ち
が
い
な
く
、
こ
の
出
来
事
は
、
そ
ん
な
全
体

の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
の
で
わ
た
し
た
ち
自
身
の
究
極
の
利
益
で
あ
る
。」
と
深
く
信
じ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

19

エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
あ
る
も
の
ご
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
に
適
い
、
ほ
か
の
も
の
ご
と
は
こ
れ
に
反
す
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ど
ん
な
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
わ
が
身
を
自
分
以
外
の
す
べ
て
か
ら
分
け
隔
て
ら
れ
・
引
き
離
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
、
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

思
う
に
、
た
と
え
ば
、
特
定
の
足
が
つ
ね
に
清
潔
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
足
自
体
の
自
然
本
性
に
は
適
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
し
あ
な
た
が
そ
れ
を
四
肢
の
一
つ
と
み
な
し
、
身
体
の
ほ
か
の
部
分
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
ぬ
か
る
み
を
踏
み

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、い
ば
ら
の
上
を
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、ま
た
、身
体
全
体
の
た
め
に
切
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
き
っ

と
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
足
が
こ
れ
を
拒
否
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
四
肢
の
ひ
と
つ
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
こ
ん
な
ふ
う
に
心
に
い
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
な
た
は
何
者
で
あ
る
か
。
人
類
の
一
人
で
あ
る
。
も
し

あ
な
た
が
わ
が
身
を
自
分
以
外
の
す
べ
て
か
ら
分
け
隔
て
ら
れ
・
引
き
離
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
な
ら
、
長
生
き
し
、
裕
福
で
あ
り
、
健
康
で
あ
る
こ
と

は
、
あ
な
た
自
身
の
自
然
本
性
に
は
適
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
わ
が
身
を
人
類
の
一
人
、
全
体
の
一
部
と
み
な
す
な
ら
、
あ
な
た
は
、
そ
の
全

体
の
た
め
に
、
病
弱
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
航
海
の
不
便
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
、
物
資
の
欠
乏
に
瀕
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と

も
、
つ
い
に
は
、
天
寿
を
全
う
す
る
こ
と
な
く
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
た
ぶ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
と
き
あ
な
た
は
な
ぜ
苦
情
を
述
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
苦
情
を
述
べ
る
こ
と
で
、
特
定
の
足
は
四
肢
の
ひ
と
つ
で
な
く
な
り
、
し
か
ら
ば
、
あ
な

た
は
人
類
の
ひ
と
り
で
な
く
な
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
の
か
（
13
）。」

20

知
恵
あ
る
人
は
、
摂
理
が
決
定
す
る
行
く
末
に
け
っ
し
て
苦
情
を
述
べ
ま
せ
ん
し
、
自
分
の
調
子
が
お
か
し
い
と
き
に
狂
っ
て
い
る
の
は
宇
宙
の
ほ
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う
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
彼
は
、「
わ
が
身
は
、
自
然
の
ほ
か
の
各
部
か
ら
分
け
隔
て
ら
れ
・
引
き
離
さ
れ
た
一
個
の
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ

て
・
そ
れ
自
身
を
目
的
と
し
て
気
づ
か
わ
れ
る
べ
き
だ
」
と
は
考
え
ま
せ
ん
。
彼
は
、
人
間
の
自
然
本
性
と
世
界
を
知
る
偉
大
な
天
才
の
視
点
を
想
像
し

て
、
そ
こ
か
ら
わ
が
身
の
こ
と
を
考
え
ま
す
。
妙
な
言
い
か
た
で
す
が
、
彼
は
そ
ん
な
神
々
し
い
存
在
の
感
情
に
入
り
込
ん
で
い
き
、
わ
が
身
の
こ
と
を
、

広
大
で
果
て
し
も
な
い
シ
ス
テ
ム
の
一
原
子
・
一
粒
子
と
み
な
し
ま
す
が
、
そ
ん
な
ひ
と
粒
は
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
便
宜
に
基
づ
い
て
処
理
さ
れ
る
に
ち

が
い
な
く
、
ま
た
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

彼
は
、
人
生
に
起
こ
る
出
来
事
す
べ
て
を
指
導
す
る
知
恵
の
は
た
ら
き
を
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
に
降
り
か
か
る
ど
ん
な
定
め
も
、「
も
し

自
分
が
、
宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
が
お
り
な
す
提
携
・
依
存
の
連
関
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
し
く
自
分
で
も
望
ん
で
い
た
定
め
で

あ
ろ
う
」
と
納
得
し
、
歓
ん
で
そ
れ
を
受
諾
し
ま
す
。
も
し
そ
れ
が
生
き
る
定
め
な
ら
、
彼
は
生
き
る
こ
と
に
甘
ん
じ
、
も
し
死
ぬ
定
め
な
ら
、
自
然
は

彼
が
こ
れ
以
上
こ
の
世
に
い
な
く
て
も
や
っ
て
ゆ
け
る
に
ち
が
い
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
は
欣
然
と
し
て
死
地
に
赴
き
ま
す
。

こ
の
受
諾
に
つ
い
て
は
、
あ
る
犬
儒
学
派
の
哲
学
者
も
述
べ
て
お
り
、
こ
の
点
で
そ
の
学
説
は
ス
ト
ア
学
派
と
同
じ
で
す
（
14
）。「

ど
ん
な
運
命
が
わ
た
し

に
降
り
か
か
ろ
う
と
、
等
し
く
歓
び
・
満
足
し
て
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
受
諾
す
る
。
そ
れ
が
富
裕
で
あ
ろ
う
と
貧
困
で
あ
ろ
う
と
、
快
楽
で
あ
ろ
う
と
苦

痛
で
あ
ろ
う
と
、
健
康
で
あ
ろ
う
と
病
弱
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
は
似
た
よ
う
な
も
の
。
だ
か
ら
、
神
々
が
わ
た
し
の
行
く
末
を
す
こ
し
で
も
変
え
て
く

れ
た
ら
、
と
願
う
つ
も
り
は
な
い
。
も
し
神
々
の
篤
志
か
ら
す
で
に
授
け
ら
れ
て
い
る
以
上
に
神
々
に
頼
ん
で
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

わ
た
し
に
降
り
か
か
る
べ
く
神
々
が
望
む
こ
と
を
予
告
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
進
ん
で
こ
の
境
遇
に
わ

が
身
を
お
き
、
神
々
が
わ
た
し
に
割
り
当
て
た
定
め
を
心
弾
ま
せ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
か
ら
。」

エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
述
べ
て
い
ま
す
（
15
）。「

わ
た
し
が
航
海
に
出
る
つ
も
り
な
ら
ば
、
自
分
を
と
り
ま
く
事
情
と
義
務
が
許
す
か
ぎ
り
、
最
良
の
船
と
い

ち
ば
ん
腕
の
よ
い
水
先
案
内
を
選
び
、
最
高
の
天
候
を
待
つ
。
予
見
注
意
力
と
適
切
さ
は
、
わ
た
し
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
に
神
々
が
わ
た
し
に

授
け
た
原
理
で
あ
り
、
上
の
よ
う
な
航
海
の
準
備
を
し
な
さ
い
と
わ
た
し
に
要
求
す
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
要
求
し
な
い
。
だ
か
ら
、
そ

ん
な
準
備
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
し
が
発
生
し
、
頑
丈
な
船
も
腕
の
い
い
水
先
案
内
も
ど
う
や
ら
持
ち
こ
た
え
ら
れ
そ
う
に
な
け
れ
ば
、
そ
の
結
果
が

ど
う
で
あ
れ
、
わ
た
し
は
く
よ
く
よ
し
な
い
。
な
す
べ
き
こ
と
は
残
ら
ず
も
う
や
り
尽
く
し
て
い
る
。
わ
た
し
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
あ
の
二
つ
の
原

理
は
、
見
苦
し
く
一
喜
一
憂
せ
よ
と
も
、
落
胆
し
た
り
怯
え
た
り
せ
よ
と
も
決
し
て
命
じ
な
い
。
わ
た
し
が
溺
れ
死
ぬ
こ
と
に
な
る
か
、
港
に
た
ど
り
着

一
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く
こ
と
に
な
る
か
、
そ
れ
は
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
専
権
事
項
で
、
わ
た
し
の
関
知
し
な
い
こ
と
。
わ
た
し
は
こ
の
件
を
す
っ
か
り
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
決
定
に
ゆ
だ

ね
、
そ
の
判
断
が
ど
ち
ら
に
傾
き
そ
う
か
を
思
案
し
て
み
ず
か
ら
の
休
息
を
台
無
し
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
せ
ず
、
ど
ん
な
判
定
で
も
等
し
く
こ
だ
わ
ら

ず
心
安
ら
か
に
受
け
入
れ
る
。」

21

以
上
の
よ
う
に
、
他
者
の
幸
せ
を
ね
が
う
知
恵
が
宇
宙
を
統
治
す
る
と
信
じ
き
る
確
信
、
ま
た
、
そ
の
知
恵
が
適
切
な
秩
序
と
判
断
し
て
打
ち
た
て

（
13
）
ス
ミ
ス
は
、
ア
リ
ア
ヌ
ス
のD

iscourses
of
Epictetus,

II.v,24
－6

を
訳
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
（c.55

－c.135

）
は
著
作
を
残
し
て
い
な
い
が
、
彼
の
弟
子
の
ア
リ
ア

ヌ
ス
（Flavius

A
rrianus,

b.
c.85

－90

）
が
彼
の
講
義
を
筆
記
し
た
。

第
一
版
か
ら
第
五
版
で
は
（
違
い
は
あ
る
が
）
以
下
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
続
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
宇
宙
の
秩
序
に
服
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
わ
が
身
に
か
か
わ
る
何
を
全
体
の
利
益
と
較
量
す
る
と
き
も
ま
っ
た
く
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
、
ど
う
し
て
適
切
な

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
根
拠
を
探
る
な
ら
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
正
義
の
適
切
さ
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
わ
た
し
が
示
そ
う
と
努
め
て
き
た
原
理
以
外
に
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

わ
が
目
で
わ
が
一
身
の
利
益
を
な
が
め
る
か
ぎ
り
、
そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
の
利
益
が
全
体
の
利
益
の
犠
牲
に
な
る
の
を
喜
ん
で
黙
認
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な

相
反
す
る
利
益
を
な
が
め
る
と
き
に
は
他
人
の
目
を
使
わ
な
い
か
ぎ
り
、
わ
が
身
に
か
か
わ
る
こ
と
が
、
利
益
の
衡
量
に
お
い
て
き
っ
ぱ
り
諦
め
ら
れ
る
ほ
ど
無
価
値
に
映
る
こ
と

は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
主
た
る
当
事
者
を
除
く
ほ
か
の
す
べ
て
の
人
た
ち
の
目
に
は
、「
部
分
は
全
体
に
席
を
譲
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
ほ
ど
、
理
性
と
適
切
さ
に
適
う
と
映
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
主
た
る
当
事
者
以
外
の
す
べ
て
の
人
の
理
性
に
適
う
こ
と
が
、
主
た
る
当
事
者
の
理
性
に
反
す
る
と
映
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
主
た
る
当

事
者
は
、
自
分
で
も
こ
の
犠
牲
を
是
認
し
、
そ
れ
が
理
性
に
合
致
す
る
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
知
恵
あ
る
人
の
心
の
動
き
は

す
べ
て
、
理
性
と
適
切
さ
に
完
全
に
適
合
し
て
お
り
、
支
配
者
た
る
こ
れ
ら
の
諸
原
理
が
規
定
す
る
ど
ん
な
こ
と
と
も
、
お
の
ず
か
ら
一
致
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
知
恵
あ
る
人
は
、

な
ん
ら
た
め
ら
い
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
事
物
が
成
り
行
く
こ
の
定
め
に
服
し
ま
す
。

第
一
版
か
ら
第
五
版
に
あ
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
続
き
は
、V

II.ii.1
.48

で
あ
る
。
間
に
挿
入
さ
れ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
う
ち
、
20－

23
は
第
Ⅰ
部
の
記
述
を
用
い
て
大
幅
に
修
正

さ
れ
、
そ
の
ほ
か
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
新
し
く
第
六
版
に
追
加
さ
れ
た
。

（
14
）
お
そ
ら
く
、
犬
儒
学
派
の
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
（first

century
A
D

）
へ
の
言
及
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ス
ト
ア
学
派
のSeneca,

D
e
Providentia

（D
ialogues,

Book
1

）,v.5
－6

に

も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
15
）D

iscourses,
II.v.10

－14

参
照
。
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る
ど
ん
な
こ
と
に
も
身
を
ゆ
だ
ね
き
る
諦
念
、
こ
こ
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
の
は
、「
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
に
は
、
人
生
に
起
こ
る
ど
ん
な
出
来
事
の

価
値
も
、
大
概
、
同
じ
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
の
幸
福
の
本
質
は
、
ひ
と
え
に
つ
ぎ
の
二
点
に
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
宇
宙
の

偉
大
な
シ
ス
テ
ム
の
幸
福
と
完
成
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
神
々
と
人
間
―
―
理
性
と
感
受
能
力
を
も
つ
す
べ
て
の
存
在
―
―
か
ら
な
る
偉

大
な
共
和
国
の
良
き
統
治
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
自
分
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
、
つ
ま
り
、
あ
の
知
恵
が
彼
に
割
り
当
て
た
役
目
が
ど
ん

な
に
小
さ
か
ろ
う
と
、
こ
の
偉
大
な
共
和
国
の
事
業
に
お
い
て
適
切
に
行
動
す
る
こ
と
。

ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
に
と
っ
て
、
自
分
の
努
力
が
適
切
か
不
適
切
か
と
い
う
こ
と
は
、
重
大
な
問
題
で
あ
り
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
が
成
功
す

る
か
失
敗
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
な
ん
ら
重
要
で
な
く
、
胸
を
突
く
歓
び
や
悲
し
み
、
狂
お
し
い
欲
望
や
嫌
悪
を
搔
き
た
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

彼
が
、
あ
る
出
来
事
を
別
の
そ
れ
よ
り
も
優
先
し
、
彼
に
よ
っ
て
あ
る
境
遇
が
選
ば
れ
、
別
の
境
遇
が
拒
絶
さ
れ
る
対
象
に
な
る
場
合
、
彼
は
、
一
方
を

他
方
よ
り
も
ど
こ
か
本
質
的
に
よ
い
と
み
な
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
自
身
の
幸
福
が
完
成
す
る
と
こ
ろ
は
、
辛
酸
の
極
地
と
み
な
さ
れ
る

境
遇
よ
り
も
、
い
わ
ゆ
る
好
運
な
境
遇
で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
選
択
す
る
わ
け
は
、
行
為
の
適
切
さ
、
つ
ま
り
、
彼
の
ふ
る
ま

い
を
指
導
す
る
た
め
に
神
々
が
彼
に
授
け
た
準
則
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
選
択
し
た
り
拒
絶
し
た
り
し
な
さ
い
と
彼
に
要
求
す
る
か
ら
で
す
。

ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
の
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
は
、
二
つ
の
強
力
な
心
の
動
き
に
吸
収
・
併
合
さ
れ
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
自
分
自
身
の
義
務
の
履
行

を
案
じ
る
心
の
動
き
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
理
性
と
感
受
能
力
を
も
つ
す
べ
て
の
存
在
の
最
大
幸
福
を
案
じ
る
心
の
動
き
で
す
。
こ
の
後
者
の
心
の

動
き
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
彼
は
、
宇
宙
の
偉
大
な
監
督
者
の
知
恵
と
権
力
に
、
す
っ
か
り
安
心
し
き
っ
て
頼
り
ま
す
。
彼
が
心
配
す
る
の
は
、

唯
一
、
前
者
の
心
の
動
き
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
分
の
努
力
の
結
末
で
な
く
、
そ
の
適
切
さ
に
つ
い
て
一
喜
一
憂
し
ま
す
。
卓
越
し
た
権
力

と
知
恵
は
、
彼
の
努
力
が
ど
ん
な
結
末
に
な
ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
彼
自
身
が
推
進
し
た
く
て
た
ま
ら
な
い
偉
大
な
目
的
の
推
進
に
転
用
し
て
く
れ
る
だ
ろ

う
と
、
彼
は
希
望
を
託
し
ま
す
。

22
﹇
ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
﹈
選
択
す
る
に
し
ろ
拒
絶
す
る
に
し
ろ
、
ふ
る
ま
い
の
こ
の
適
切
さ
は
、
元
を
正
せ
ば
、
取
捨
選
択
さ
れ
る
事
物
に
よ
っ

て
、
そ
の
事
物
そ
の
も
の
の
価
値
ゆ
え
に
、
わ
た
し
た
ち
に
指
し
示
さ
れ
、
い
う
な
れ
ば
、
勧
告
・
提
案
さ
れ
て
わ
た
し
た
ち
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま

す
。
ひ
と
た
び
わ
た
し
た
ち
が
こ
の
適
切
さ
を
知
り
尽
く
し
た
な
ら
、
こ
の
ふ
る
ま
い
の
な
か
に
読
み
と
る
秩
序
・
気
品
・
美
し
さ
の
価
値
、
ま
た
、
こ

二
〇
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の
ふ
る
ま
い
か
ら
生
ず
る
と
感
じ
ら
れ
る
幸
福
の
価
値
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
の
対
象
を
実
際
に
す
べ
て
手
に
入
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
拒
絶
の
対
象
を

実
際
に
す
べ
て
退
け
た
り
す
る
よ
り
も
ず
っ
と
重
大
で
あ
る
と
、
き
っ
と
わ
た
し
た
ち
に
映
り
ま
す
。
こ
の
適
切
さ
を
遵
守
す
る
こ
と
か
ら
人
間
の
自
然

本
性
の
幸
福
と
栄
光
が
生
ま
れ
、
こ
れ
を
見
過
ご
し
て
怠
る
こ
と
か
ら
人
間
の
自
然
本
性
の
不
幸
と
不
名
誉
が
生
ま
れ
ま
す
。

23

し
か
し
、
知
恵
あ
る
人
―
―
諸
情
念
を
自
分
の
自
然
本
性
の
支
配
者
た
る
諸
原
理
に
完
全
に
従
わ
せ
る
人
―
―
に
と
っ
て
、
こ
の
適
切
さ
を
正
確
に

遵
守
す
る
の
は
、
ど
ん
な
場
面
で
も
等
し
く
簡
単
な
こ
と
で
す
。
彼
は
順
境
に
あ
れ
ば
、
ら
く
に
克
服
で
き
、
悪
事
へ
の
誘
惑
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
況
に

め
ぐ
り
合
わ
せ
て
く
れ
た
ジ
ュ
ピ
タ
ー
に
返
礼
し
ま
す
。
逆
境
で
も
同
じ
く
、
彼
は
人
生
の
こ
の
見
せ
場
を
指
導
す
る
神
に
返
礼
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

ジ
ュ
ピ
タ
ー
は
凄
腕
の
競
技
選
手
を
彼
と
対
決
さ
せ
た
わ
け
で
、
闘
い
は
ど
う
や
ら
熾
烈
な
雲
行
き
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
相
手
に
勝
つ
こ
と
は
い
っ
そ

う
栄
光
で
あ
り
、
順
境
に
あ
る
と
き
と
同
様
、
確
実
だ
か
ら
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
辛
酸
に
見
舞
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
自
分
の
落
ち
度
に
よ
ら
ず
、
し
か

も
、
そ
の
な
か
で
完
全
に
適
切
な
態
度
を
と
る
な
ら
ば
、
な
に
を
恥
ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
悪
し
き
こ
と
で
は

な
く
、
逆
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
善
と
福
利
で
す
。
勇
敢
な
人
は
、
運
悪
く
危
険
に
巻
き
込
ま
れ
て
も
そ
れ
が
自
分
の
勇
み
足
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

う
れ
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
危
険
は
、
英
雄
的
な
向
こ
う
見
ず
を
実
行
す
る
機
会
を
与
え
て
く
れ
、
そ
れ
を
発
揮
す
れ
ば
、
卓
越
し
た
適
切
さ
と

そ
れ
に
値
す
る
賞
賛
が
意
識
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
湧
き
だ
し
て
く
る
高
貴
な
歓
び
を
味
わ
い
ま
す
。

自
分
の
身
体
運
動
を
す
べ
て
制
御
す
る
人
は
、
そ
の
体
力
と
活
動
を
ど
ん
な
凄
腕
の
相
手
と
比
べ
る
こ
と
も
厭
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
同
様
に
、
自
分
の

情
念
を
す
べ
て
制
御
す
る
人
は
、
ど
ん
な
境
遇
に
お
か
れ
て
も
、
そ
れ
が
宇
宙
の
監
督
者
の
意
向
で
あ
る
か
ら
に
は
怯
え
ま
せ
ん
。
そ
の
神
々
し
い
存
在

の
篤
志
か
ら
授
か
っ
た
美
徳
の
お
か
げ
で
、
彼
は
ど
ん
な
境
遇
に
も
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が
快
楽
な
ら
ば
、
彼
は
持
ち
ま
え
の
節
制
で
差

し
控
え
、
そ
れ
が
苦
痛
な
ら
ば
、
持
ち
ま
え
の
平
常
心
に
よ
っ
て
耐
え
忍
び
、
そ
れ
が
危
険
や
死
な
ら
ば
、
持
ち
ま
え
の
豪
胆
・
勇
猛
に
よ
っ
て
見
下
し

ま
す
。
人
生
に
そ
ん
な
出
来
事
が
起
き
て
も
、
彼
は
決
し
て
う
か
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
、
感
情
と
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
が
わ
が
栄
光
と
幸
福
を
と

も
に
形
づ
く
る
と
心
得
て
、
こ
の
適
切
さ
を
涵
養
す
る
道
を
見
失
い
迷
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
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ス
ト
ア
学
派
は
、
人
生
を
高
度
な
技
術
の
要
る
ゲ
ー
ム
と
み
な
し
た
と
映
り
ま
す
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
、「
偶
然
」、
い
や
、
通
俗
的
な
意
味
で
偶
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然
と
理
解
さ
れ
る
も
の
が
交
じ
る
と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
ゲ
ー
ム
で
賭
け
ら
れ
る
の
は
、
通
常
、
は
し
た
金
で
あ
り
、
ゲ
ー
ム
の
楽
し
さ
は
ひ
と
え
に
、

全
力
で
競
技
す
る
こ
と
、
公
正
に
競
技
す
る
こ
と
、
巧
み
に
競
技
す
る
こ
と
か
ら
湧
き
あ
が
り
ま
す
。

上
手
な
競
技
者
が
、
そ
の
技
術
を
出
し
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
偶
然
の
影
響
に
よ
っ
て
負
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
ん
な
敗
北
は
、

深
刻
に
悲
し
む
こ
と
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
座
興
で
あ
る
べ
き
で
す
。
彼
は
、
一
打
も
外
し
て
お
ら
ず
、
恥
ず
か
し
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
何
も
し

て
お
ら
ず
、
そ
の
ゲ
ー
ム
の
楽
し
さ
を
ま
る
ご
と
存
分
に
味
わ
い
ま
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
へ
た
な
競
技
者
が
、
あ
ら
ゆ
る
へ
ま
を
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
や
は
り
偶
然
の
影
響
で
勝
つ
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
勝
利
は
、
彼
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
満
足
し
か
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
彼
は

自
分
の
犯
し
た
反
則
を
残
ら
ず
思
い
出
し
て
気
が
滅
入
り
ま
す
。
競
技
中
で
さ
え
も
、
そ
の
ゲ
ー
ム
が
与
え
う
る
楽
し
み
を
少
し
も
味
わ
え
ま
せ
ん
。
彼

は
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
を
知
ら
な
い
せ
い
で
、
打
撃
を
繰
り
出
す
前
に
ほ
と
ん
ど
毎
回
、
恐
れ
・
疑
い
・
た
め
ら
い
と
い
っ
た
心
地
悪
い
感
情
を
い
だ
き

ま
す
。
打
撃
を
繰
り
出
し
た
と
き
に
は
、
そ
れ
が
散
々
な
へ
ま
だ
と
思
い
知
っ
て
気
が
滅
入
り
、
そ
ん
な
一
連
の
不
愉
快
な
感
懐
に
と
ど
め
を
刺
さ
れ
る

の
が
ふ
つ
う
で
す
。

ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
人
生
は
、
お
よ
そ
そ
れ
に
付
随
す
る
福
利
を
全
部
合
わ
せ
て
も
、
た
っ
た
二
ペ
ニ
ー
を
競
う
賭
け
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ

る
べ
き
で
、
そ
の
意
義
は
、
途
方
も
な
く
小
さ
す
ぎ
て
、
こ
だ
わ
り
心
配
す
る
価
値
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
だ
わ
り
心
配
す
べ
き
唯
一
の
こ
と
は
、
賭
け
金

で
な
く
、
競
技
す
る
適
切
な
方
法
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
自
分
の
幸
福
は
賭
け
に
勝
つ
こ
と
に
あ
り
」
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
幸
福
の

あ
り
か
を
、
自
分
の
力
が
及
ば
な
い
・
指
導
の
圏
外
に
あ
る
諸
原
因
に
よ
っ
て
決
ま
る
領
分
に
定
め
ま
す
。
す
る
と
ど
う
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
、
果

て
し
な
く
続
く
恐
怖
と
不
安
に
さ
ら
さ
れ
、
し
ば
し
ば
悲
痛
で
気
が
滅
入
る
挫
折
に
直
面
し
ま
す
。

「
自
分
の
幸
福
は
、
全
力
で
競
技
す
る
こ
と
、
公
正
に
競
技
す
る
こ
と
、
知
恵
と
技
術
を
駆
使
し
て
競
技
す
る
こ
と
、
要
す
る
に
、
わ
が
身
の
ふ
る
ま

い
の
適
切
さ
に
あ
り
」
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
幸
福
の
あ
り
か
を
、
適
切
な
鍛
錬
・
教
育
・
注
意
に
よ
っ
て
完
全
に
自
分
が
掌
握
・
指
導
で
き

る
領
分
に
定
め
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
の
幸
福
は
完
全
に
安
泰
で
、
そ
こ
に
運
命
の
手
は
届
き
ま
せ
ん
。
行
動
の
結
末
に
み
ず
か
ら
の
力
が
及
ば
な
け
れ
ば
、

み
ず
か
ら
の
関
心
も
や
は
り
そ
こ
に
及
ば
ず
、
行
動
の
結
末
に
つ
い
て
恐
れ
た
り
心
配
し
た
り
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
悲
痛
な
挫
折
、
い
や
、
深
刻

な
挫
折
に
さ
え
も
苦
し
む
こ
と
は
決
し
て
な
い
は
ず
で
す
。
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ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
人
生
に
つ
き
ま
と
う
各
種
の
あ
ら
ゆ
る
禍
福
と
同
じ
く
、
人
生
そ
の
も
の
も
、
そ
れ
を
と
り
ま
く
事
情
次
第
で
、
選
択
す

る
の
が
適
切
な
対
象
に
も
な
れ
ば
、
拒
絶
す
る
の
が
適
切
な
対
象
に
も
な
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
現
に
お
か
れ
て
い
る
境
遇
で
、
自
然
に
適
う
事
情
の
ほ
う
が
、
自
然
に
反
す
る
事
情
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
つ
ま
り
、
選
択
の
対
象
で
あ

る
事
情
の
ほ
う
が
、
拒
絶
の
対
象
で
あ
る
そ
れ
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
そ
ん
な
場
合
に
生
き
る
こ
と
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
選
択
す
る
の
が
適
切
な
対

象
で
あ
り
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
は
、「
人
生
の
な
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
さ
い
」と
命
じ
ま
す
。
一
方
、
わ
た
し
た
ち
が
現
に
お
か
れ
て
い
る
境
遇
で
、

自
然
に
反
す
る
事
情
の
ほ
う
が
、
自
然
に
適
う
そ
れ
よ
り
も
多
く
、
つ
ま
り
、
拒
絶
の
対
象
で
あ
る
事
情
の
ほ
う
が
、
選
択
の
対
象
で
あ
る
そ
れ
よ
り
も

多
く
、
し
か
も
、
改
善
の
見
込
み
が
立
ち
そ
う
に
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
場
合
に
生
き
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
知
恵
あ
る
人
に
と
っ
て
拒
絶
の
対
象
に
な

り
、
彼
は
人
生
か
ら
退
場
す
る
自
由
を
も
つ
ば
か
り
か
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
の
命
令
、
彼
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
に
神
々

が
彼
に
授
け
た
準
則
の
命
令
で
も
あ
り
ま
す
。

エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
（
16
）。「

わ
た
し
は
ニ
コ
ポ
リ
ス
に
住
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
命
じ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
は
住
ん
で
い
な
い
。
わ
た
し
は
ア
テ

ネ
に
住
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
命
じ
ら
れ
て
、
ア
テ
ネ
に
は
住
ん
で
い
な
い
。
わ
た
し
は
ロ
ー
マ
に
住
ん
で
は
な
ら
ぬ
と
命
じ
ら
れ
て
、
ロ
ー
マ
に
は
住
ん
で

い
な
い
。
わ
た
し
は
ギ
ュ
ア
レ
ー
の
岩
だ
ら
け
の
小
島
に
住
め
と
命
じ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
行
っ
て
住
む
。
し
か
し
、
ギ
ュ
ア
レ
ー
の
住
ま
い
に
は
煤
煙
が

立
ち
込
め
る
。
少
し
く
ら
い
の
煤
煙
な
ら
、
が
ま
ん
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
け
れ
ば
、
ど
ん
な
専
制
君
主
も
わ
た
し
を
退
去

さ
せ
ら
れ
な
い
住
ま
い
に
行
こ
う
。
そ
の
と
び
ら
は
開
か
れ
て
お
り
、
わ
た
し
は
、
好
き
な
と
き
に
旅
立
ち
、
全
世
界
に
い
つ
も
開
か
れ
て
い
る
も
て
な

し
の
家
に
引
き
こ
も
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
つ
も
心
に
銘
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
た
し
の
肌
着
を
乗
り
越
え
て
、
わ
た
し
の
身
体
を
踏
み
越
え
て
、

わ
た
し
に
権
力
を
ふ
る
え
る
生
者
は
一
人
も
い
な
い
の
だ
か
ら
。」

も
し
あ
な
た
の
境
遇
が
全
体
と
し
て
心
地
悪
け
れ
ば
、
も
し
あ
な
た
の
住
ま
い
に
が
ま
ん
で
き
な
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
煤
煙
が
立
ち
込
め
る
な
ら
ば
、

も
ち
ろ
ん
立
ち
去
っ
て
よ
い
と
そ
の
ス
ト
ア
哲
学
者
は
言
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
立
ち
去
る
と
き
、
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
も
、
不
平
や
苦
情
を
述
べ
て
も
な

り
ま
せ
ん
。
立
ち
去
る
と
き
に
は
、
穏
や
か
に
・
満
足
し
て
・
喜
び
を
か
み
し
め
、
そ
し
て
、
神
々
に
返
礼
し
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
神
々
は
、
無

（
16
）D

iscourses,
I.xxv.18

－21
.

後
出
§
36
を
参
照
。
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量
の
篤
志
に
よ
っ
て
、
死
と
い
う
安
全
で
静
か
な
港
を
開
き
、
人
生
の
荒
れ
狂
う
大
海
原
か
ら
わ
た
し
た
ち
を
い
つ
で
も
迎
え
る
用
意
を
し
て
お
き
、
こ

の
神
聖
に
し
て
不
可
侵
の
偉
大
な
避
難
所
を
つ
ね
に
開
い
て
、
い
つ
で
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
準
備
し
て
お
い
て
く
れ
る
の
で
す
か
ら
。
そ
こ
に
は
、
人

間
の
逆
上
も
不
正
義
も
ま
っ
た
く
届
か
ず
、
そ
こ
に
引
き
こ
も
り
た
い
と
願
う
人
も
、
そ
う
で
な
い
人
も
す
べ
て
収
容
で
き
る
余
裕
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

避
難
所
に
入
る
と
だ
れ
ひ
と
り
、
ま
こ
と
し
や
か
に
「
人
生
に
は
と
に
か
く
悪
い
こ
と
が
つ
い
て
ま
わ
る
」
と
苦
情
を
一
言
も
い
わ
ず
、
ま
た
、
そ
の
よ

う
に
物
思
う
そ
ぶ
り
さ
え
ま
っ
た
く
見
せ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
み
ず
か
ら
の
愚
か
し
さ
や
浅
は
か
さ
に
苦
し
む
場
合
は
別
で
す
が
。

26

わ
た
し
た
ち
に
伝
わ
る
ス
ト
ア
学
派
の
わ
ず
か
な
断
片
は
、
と
き
お
り
人
生
か
ら
の
退
場
に
つ
い
て
陽
気
に
語
り
、
軽
薄
な
感
じ
さ
え
し
ま
す
。
そ

の
章
句
を
文
脈
と
は
無
関
係
に
考
察
す
る
ほ
か
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
に
言
い
く
る
め
ら
れ
て
、「
心
に
不
意
に
気
ま
ぐ
れ
に
、
ど
ん
な

に
わ
ず
か
な
嫌
気
や
不
安
が
差
す
だ
け
で
も
、
い
つ
だ
っ
て
人
生
か
ら
退
場
し
て
よ
ろ
し
い
と
ス
ト
ア
学
派
は
想
像
し
た
」
と
思
い
こ
む
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。エ

ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
（
17
）。「

あ
な
た
が
某
氏
と
会
食
す
る
と
き
、
彼
が
参
戦
し
た
ミ
ュ
シ
ア
戦
争
に
つ
い
て
ふ
る
う
長
広
舌
に
苦
情
を
述

べ
る
と
し
よ
う
。
彼
は
、『
さ
て
、
友
よ
、
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
ん
な
戦
場
で
名
声
を
わ
が
も
の
に
し
た
の
か
を
あ
な
た
に
話
し
た
か
ら
、
つ

ぎ
は
、
別
の
戦
場
で
包
囲
さ
れ
た
い
き
さ
つ
を
話
す
こ
と
に
し
よ
う
。』
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
だ
。
し
か
し
、
彼
の
長
話
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
た
く
な
い
と
思

う
な
ら
、
会
食
の
誘
い
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
招
待
を
受
け
る
以
上
、
あ
な
た
は
そ
の
長
話
に
苦
情
を
述
べ
る
様
子
を
み
じ
ん
も
見
せ
て
は
い
け

な
い
。
あ
な
た
が
人
生
の
諸
悪
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
自
分
の
力
で
か
か
わ
り
を
断
つ
こ
と
が
い
つ
で
も
で
き
る
事
柄
に
つ
い

て
苦
情
を
述
べ
て
は
い
け
な
い
。」

し
か
し
、
こ
ん
な
陽
気
で
軽
薄
な
感
じ
さ
え
す
る
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
生
か
ら
退
場
す
る
か
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
か
、
こ
の
二
者
択
一
は
、
ス

ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
き
わ
め
て
深
刻
か
つ
重
要
な
秤
量
の
問
題
で
す
。
当
初
に
わ
た
し
た
ち
を
人
生
の
な
か
に
置
い
た
監
督
権
力
が
、
人
生
か
ら
の
退

場
を
は
っ
き
り
要
請
す
る
ま
で
、
断
じ
て
そ
う
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自
分
が
そ
う
す
べ
く
要
請
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
時
期
を
、
指
定
さ
れ

た
避
け
が
た
い
人
生
の
最
期
に
限
定
し
な
い
の
が
よ
ろ
し
い
。
あ
の
監
督
権
力
の
摂
理
が
、
わ
た
し
た
ち
の
生
活
条
件
を
全
体
と
し
て
選
択
よ
り
も
拒
絶

の
適
切
な
対
象
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
こ
の
監
督
者
が
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
わ
た
し
た
ち
に
授
け
て
お
い
た
偉
大

二
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な
準
則
は
、「
人
生
か
ら
退
場
せ
よ
」
と
要
求
し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
あ
の
神
々
し
い
存
在
の
畏
れ
多
く
・
他
者
の
幸
せ
を
ね
が
う
声

が
、
わ
た
し
た
ち
に
そ
う
し
な
さ
い
と
は
っ
き
り
要
請
す
る
の
が
聞
こ
え
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

27

以
上
の
理
由
か
ら
、
ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
知
恵
あ
る
人
は
、
ま
っ
た
く
幸
福
な
の
に
人
生
か
ら
退
場
す
る
義
務
を
負
う
一
方
、
逆
に
、
浅
は
か

な
人
は
、
き
っ
と
不
幸
な
の
に
人
生
に
と
ど
ま
る
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
。

も
し
知
恵
あ
る
人
の
境
遇
に
、
拒
絶
す
る
対
象
と
し
て
自
然
な
事
情
が
、
選
択
す
る
対
象
と
し
て
自
然
な
事
情
よ
り
も
多
け
れ
ば
、
全
体
と
し
て
そ
の

境
遇
は
拒
絶
の
対
象
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
ふ
る
ま
い
を
指
導
す
る
た
め
に
神
々
が
授
け
て
お
い
た
準
則
は
、「
個
々
の
諸
事
情
が
人
生
を
快
適
な

も
の
に
変
え
る
速
さ
に
負
け
じ
と
、
早
々
に
人
生
か
ら
退
場
し
な
さ
い
」
と
命
じ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
命
令
が
、
人
生
に
と
ど
ま
る
の
が
適
切
だ
と
彼

に
は
思
え
る
時
期
に
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
間
、
彼
は
完
全
に
幸
せ
で
す
。
彼
は
自
分
の
幸
福
の
あ
り
か
を
、
選
択
の
対
象
を
手
に
入
れ
た
り
、
拒

絶
の
対
象
を
避
け
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
厳
密
な
適
切
さ
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
す
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
、
み
ず
か
ら
の
努
力
奮

闘
の
成
果
に
で
は
な
く
、
そ
の
ふ
さ
わ
し
さ
に
定
め
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
も
し
浅
は
か
な
人
の
境
遇
に
、
選
択
す
る
対
象
と
し
て
自
然
な
事
情
が
、
拒
絶
す
る
対
象
と
し
て
自
然
な
事
情
よ
り
も
多
け
れ
ば
、

全
体
と
し
て
彼
の
境
遇
は
選
択
す
る
の
が
適
切
な
対
象
に
な
り
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
彼
の
義
務
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
自
分
を
取
り
巻
く
事
情
の

利
用
法
を
知
ら
な
い
の
で
不
幸
で
す
。
彼
は
、
た
と
え
手
持
ち
の
カ
ー
ド
が
ど
ん
な
に
よ
く
て
も
、
そ
の
遣
い
方
を
知
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ー
ム
が

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
こ
う
と
も
、
そ
の
最
中
あ
る
い
は
決
着
が
つ
い
た
と
き
、
い
か
な
る
真
の
満
足
感
も
味
わ
え
ま
せ
ん

（
ｇ
）（
18
）。

28

古
代
の
哲
学
者
の
な
か
で
、自
殺
に
は
適
切
な
場
合
が
あ
る
こ
と
を
ほ
か
の
ど
ん
な
学
派
よ
り
強
く
主
張
し
た
の
は
お
そ
ら
く
ス
ト
ア
学
派
で
し
た
。

（
17
）D
iscourses,

I.xxv.15
－17

の
意
訳
。

（
ｇ
）
キ
ケ
ロ
『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
第
三
巻13

.O
livet’s

edition

を
見
よ
。

（
18
）
言
及
箇
所
は
、
正
し
く
はIII.18

で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
そ
れ
は
、
古
代
の
哲
学
す
べ
て
に
共
通
す
る
学
説
で
あ
っ
て
、
安
閑
と
し
て
無
精
な
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
学
派
に
さ
え
も
見
ら
れ
ま
す
。

古
代
哲
学
の
主
要
な
あ
ら
ゆ
る
学
派
の
創
設
者
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
中
で
あ
り
、
そ
れ
が
終
結
し
た
あ
と
も
長
ら
く
続
き
ま
し

た
。
そ
の
間
、
ギ
リ
シ
ャ
の
さ
ま
ざ
ま
な
共
和
国
は
、
国
内
で
は
熾
烈
き
わ
ま
る
党
争
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
常
に
人
心
定
ま
ら
ず
、
国
外
で
は
と
て
つ
も

な
く
血
な
ま
ぐ
さ
い
数
々
の
戦
争
に
関
与
し
、
各
国
は
、
優
位
・
覇
権
を
争
う
ば
か
り
か
、
敵
を
ひ
と
り
残
ら
ず
根
絶
し
よ
う
と
し
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
残

酷
で
す
が
、
敵
国
を
も
っ
と
も
劣
悪
な
状
態
、
家
内
奴
隷
の
供
給
国
に
落
ち
ぶ
れ
さ
せ
、
男
女
子
ど
も
を
問
わ
ず
、
お
び
た
だ
し
い
家
畜
の
群
れ
同
然
に

市
場
で
競
り
に
か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ
の
国
々
は
ま
こ
と
頻
々
と
ど
こ
か
隣
国
に
災
厄
を
、
お
そ
ら
く
実
際
に
加
え
、
少
な
く
と
も

加
え
て
や
ろ
う
と
試
み
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
大
半
は
小
国
で
し
た
か
ら
、
加
害
国
自
身
が
一
転
し
て
被
害
国
に
な
る
事
態
は
、
ど
の
国
に
と
っ
て
も
大

し
て
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
混
乱
し
た
情
勢
で
は
、
敵
対
す
る
激
し
い
党
争
が
ど
こ
か
に
は
び
こ
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
非
の
打
ち
所
が
ま
っ
た
く
な
く
、
そ
れ
と
あ
い
ま
っ

て
地
位
が
き
わ
め
て
高
い
ば
か
り
か
、
公
共
に
き
わ
め
て
大
き
な
献
身
裨
益
が
あ
る
人
で
も
、
国
内
に
あ
っ
て
同
族
と
同
僚
市
民
に
囲
ま
れ
て
い
る
の
に
、

有
罪
を
宣
告
さ
れ
て
途
方
も
な
く
残
酷
で
屈
辱
的
な
刑
に
一
度
も
処
さ
れ
な
い
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
人
は
、
戦
争
捕
虜
に
な
っ
た
り
、

自
分
が
属
す
る
都
市
が
征
服
さ
れ
た
り
す
る
と
、
い
っ
そ
う
ひ
ど
い
権
利
侵
害
と
侮
辱
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
人
は
だ
れ
し
も
、
そ
の
境
遇
で
何
度
も
直
面
す
る
と
予
想
さ
れ
る
辛
酸
に
想
像
力
を
な
じ
ま
せ
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
い
や
む
し
ろ
必
然
的

に
そ
う
し
ま
す
。
船
乗
り
な
ら
、
洋
上
で
あ
ら
し
に
遭
い
難
破
し
て
沈
没
す
る
事
態
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ
ん
な
場
面
で
自
分
が
い
か
に
も
感
じ
そ
う
な

こ
と
・
お
こ
な
い
そ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
幾
度
と
な
く
考
え
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
同
様
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
愛
国
者
や
英
雄
は
、
そ
の
境
遇
に
お
い
て
頻

繁
に
、
い
や
む
し
ろ
絶
え
間
な
く
直
面
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
災
厄
に
、
想
像
力
を
な
じ
ま
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

ア
メ
リ
カ
の
野
人
は
、
辞
世
の
歌
を
準
備
し
て
お
き
、
敵
の
手
に
落
ち
て
執
拗
を
き
わ
め
る
拷
問
を
受
け
、
見
物
人
か
ら
こ
ぞ
っ
て
罵
ら
れ
・
嘲
ら
れ

る
た
だ
な
か
で
殺
さ
れ
る
と
き
、
い
か
に
行
動
す
べ
き
か
を
考
え
て
お
き
ま
す
（
19
）。

し
か
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の
愛
国
者
や
英
雄
は
、
追
放
さ
れ
た
り
、
捕
虜

に
な
っ
た
り
、
奴
隷
身
分
に
突
き
落
と
さ
れ
た
り
、
拷
問
に
か
け
ら
れ
た
り
、
絞
首
台
に
送
ら
れ
た
り
し
た
と
き
、
ど
ん
な
苦
し
み
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
、
ど
の
よ
う
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
思
い
を
め
ぐ
ら
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

二
六

香川法学36巻3・4号（2017）

319（423）



し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
い
み
じ
く
も
、
あ
ら
ゆ
る
様
々
な
学
派
の
哲
学
者
た
ち
は
、「
美
徳
を
も
ち
な
さ
い
。
賢
く
・
正
し
く
・
不
撓
不
屈
で
・

節
制
の
効
い
た
ふ
る
ま
い
を
し
な
さ
い
。
そ
れ
が
、
現
世
で
さ
え
も
幸
福
に
至
る
こ
と
が
き
わ
め
て
確
か
ら
し
い
ば
か
り
か
、
確
実
で
絶
対
に
誤
ら
な
い

道
で
あ
る
」
と
説
示
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
道
に
従
う
人
が
こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
ん
な
不
安
定
な
社
会
情
勢
に
付
き
も
の

の
災
厄
を
免
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
そ
ん
な
災
厄
の
す
べ
て
に
さ
ら
さ
れ
る
恐
れ
だ
っ
て
と
き
に
は
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
哲
学
者
た
ち
は
、
幸
福
が
運
命
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
か
な
り
の
程
度
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
努
め
ま
し

た
。
ス
ト
ア
学
派
は
、
幸
福
が
運
命
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
説
き
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
学
派
（
20
）と

逍
遥
学
派
は
、
か
な
り
の
程
度
そ
う
で
あ
る
と
説
き

ま
し
た
。
そ
の
第
一
の
要
点
は
、
賢
く
・
目
先
が
利
い
て
注
意
深
く
・
善
良
な
ふ
る
ま
い
は
、
ど
ん
な
種
類
の
事
業
に
も
成
功
を
確
約
す
る
傾
向
が
き
わ

め
て
強
い
と
い
う
こ
と
、
第
二
の
要
点
は
、
た
と
え
成
功
し
な
く
と
も
、
そ
の
心
は
、
な
ぐ
さ
め
も
な
く
放
置
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

有
徳
な
人
は
、
相
変
わ
ら
ず
わ
が
胸
か
ら
満
点
の
是
認
を
享
受
で
き
ま
す
し
、
外
界
は
ど
ん
な
に
情
勢
が
不
穏
で
あ
っ
て
も
、
胸
の
う
ち
は
相
変
わ
ら
ず

万
事
穏
や
か
で
、
平
和
と
調
和
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
事
情
に
詳
し
い
公
平
な
観
察
者
な
ら
、
だ
れ
し
も
き
っ
と
彼
の
ふ
る
ま
い
を
賞
賛
す
る
ば
か
り

か
、
そ
の
非
運
を
気
の
毒
が
ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
総
じ
て
彼
は
、
こ
の
観
察
者
か
ら
愛
情
と
敬
意
を
得
て
い
る
と
確
信
し
て
慰
め
ら
れ
ま
す
。

29

同
時
に
、
上
の
古
代
の
哲
学
者
た
ち
は
、
人
間
の
生
活
が
陥
り
や
す
い
ど
ん
な
ひ
ど
い
非
運
も
、
ふ
つ
う
想
像
さ
れ
る
よ
り
楽
に
耐
え
ら
れ
る
こ
と

を
示
そ
う
と
努
め
ま
し
た
。
貧
困
に
突
き
落
と
さ
れ
た
り
、
追
放
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
大
衆
の
不
当
な
怒
号
に
さ
ら
さ
れ
た
り
、
視
力
や
聴
力
を
失

い
・
老
い
さ
ら
ば
え
・
死
が
間
近
に
迫
り
な
が
ら
も
労
働
し
た
り
、
そ
ん
な
時
で
さ
え
人
が
相
変
わ
ら
ず
味
わ
え
る
慰
め
の
数
々
を
、
彼
ら
は
指
し
示
そ

う
と
努
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
苦
痛
に
も
だ
え
、
拷
問
に
苦
し
む
と
き
で
さ
え
、
ま
た
、
病
弱
で
あ
っ
た
り
、
子
を
亡
く
し
、
友
人
や
親
戚
に
死
な
れ
て

悲
し
ん
で
い
た
り
す
る
と
き
な
ど
に
、
人
が
平
常
心
を
保
つ
一
助
に
な
り
う
る
思
惟
の
数
々
を
彼
ら
は
指
し
示
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
題
目
に
つ
い
て
古
代
の
哲
学
者
た
ち
が
書
い
た
わ
ず
か
な
断
片
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
古
代
の
遺
物
と
し
て
き
わ
め

（
19
）
前
出V

.2
.9

を
参
照
。

（
20
）
プ
ラ
ト
ン
の
学
派
。
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て
教
示
に
富
み
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
の
ひ
と
つ
で
す
。
彼
ら
の
学
説
の
気
骨
と
男
ら
し
さ
は
、
当
世
の
い
く
つ
か
の
学
問
体
系
が
意
気
消
沈
し
・

物
憂
げ
な
・
哀
訴
す
る
論
調
で
あ
る
の
に
比
べ
、
驚
く
べ
き
対
照
を
な
し
て
い
ま
す
（
21
）。

30

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
古
代
の
哲
学
者
た
ち
が
提
示
し
よ
う
と
努
め
た
思
惟
は
い
ず
れ
も
、
ミ
ル
ト
ン
の
い
う
と
お
り
（
22
）、

か
た
く
な
に
閉
ざ
さ
れ
た
胸

を
頑
固
な
忍
耐
で
守
る
鎧
で
あ
っ
て
、
三
重
の
鋼
鉄
さ
な
が
ら
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
彼
ら
が
と
り
わ
け
苦
心
し
た
の
は
、「
死
に
な
ん
ら

悪
い
こ
と
は
含
ま
れ
ず
、
含
ま
れ
る
は
ず
も
な
い
」、「
あ
な
た
が
た
の
境
遇
が
過
酷
に
な
っ
て
、
い
つ
な
ん
ど
き
平
常
心
が
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
っ

て
も
、
そ
の
救
済
は
手
近
に
あ
り
、
そ
の
と
び
ら
は
開
か
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
、
こ
わ
が
ら
ず
好
き
な
と
き
に
旅
立
っ
て
よ
い
」
と
、
信
奉
者
を
納
得
さ

せ
る
こ
と
で
し
た
。
も
し
現
世
の
彼
岸
に
な
ん
の
世
界
も
な
け
れ
ば
、
死
は
悪
で
あ
り
え
ず
、
も
し
現
世
の
彼
岸
に
別
な
世
界
が
あ
る
な
ら
ば
、
神
々
は

現
世
と
同
様
、
そ
の
世
界
に
も
い
る
に
ち
が
い
な
く
、
心
正
し
い
人
な
ら
神
々
に
守
ら
れ
て
い
る
間
い
か
な
る
悪
も
恐
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
、
彼
ら

は
言
い
ま
し
た
。

要
す
る
に
、
妙
な
言
い
か
た
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
た
ち
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
愛
国
者
や
英
雄
た
ち
が
適
切
な
機
会
に
利
用
で
き
る
辞
世
の
歌
を
用

意
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
す
べ
て
の
な
か
で
も
、
ス
ト
ア
学
派
が
用
意
し
た
辞
世
の
歌
に
は
、
他
の
追
随
を
ゆ
る
さ
ぬ
英
気
と
気
骨

が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
（
23
）。

31

し
か
し
、
自
殺
が
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
あ
い
だ
で
ご
く
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
と
は
と
て
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
を
例
外
と
す
れ
ば
、
わ
た

し
は
今
の
と
こ
ろ
、
栄
光
に
輝
く
ギ
リ
シ
ャ
の
愛
国
者
や
英
雄
で
自
殺
し
た
人
を
ひ
と
り
も
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。

ア
リ
ス
ト
メ
ネ
ス
の
死
は
、
真
の
歴
史
の
は
る
か
か
な
た
に
あ
り
、
ア
イ
ア
ス
の
死
に
し
て
も
そ
う
で
す
。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
の
死
に
つ
い
て
の
俗
説

は
、
真
の
歴
史
時
代
に
属
す
る
と
は
い
え
、
き
わ
め
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
お
と
ぎ
話
の
痕
跡
が
全
面
に
現
れ
て
い
ま
す
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
書
い
た
ギ

リ
シ
ャ
の
英
雄
た
ち
の
生
涯
を
全
部
読
ん
で
も
、
ク
レ
オ
メ
ネ
ス
は
、
自
殺
し
た
唯
一
の
人
で
あ
る
と
映
り
ま
す
（
24
）。

テ
ラ
メ
ネ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
フ
ォ

キ
オ
ン
は
、
た
し
か
に
勇
気
を
欠
い
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
お
と
な
し
く
牢
獄
に
送
ら
れ
、
同
僚
市
民
の
誤
判
に
よ
っ
て
宣
告
さ
れ
た
死
刑
に
従
容
と

し
て
甘
ん
じ
ま
し
た
。
勇
敢
な
エ
ウ
メ
ネ
ス
は
、
部
下
の
反
乱
兵
士
に
よ
っ
て
敵
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
に
黙
っ
て
引
き
渡
さ
れ
、
な
ん
ら
暴
力
を
ふ
る
お
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う
と
も
せ
ず
餓
死
し
ま
し
た
。
豪
放
な
フ
ィ
ロ
ポ
イ
メ
ン
は
、
お
と
な
し
く
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
の
捕
虜
に
さ
れ
、
地
下
牢
に
放
り
込
ま
れ
、
人
知
れ
ず
毒
殺

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
25
）。
た
し
か
に
、
幾
人
か
の
哲
学
者
は
、
自
殺
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
生
涯
は
ず
い
ぶ
ん
面
白
お
か
し
く
書
か
れ
て

お
り
、
彼
ら
を
扱
う
話
の
大
半
は
ほ
と
ん
ど
信
用
で
き
ま
せ
ん
。

ス
ト
ア
学
派
の
創
始
者
ゼ
ノ
ン
の
死
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
異
な
る
説
明
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
第
一
の
説
明
に
よ
る
と
、
彼
は
九
八
年
間
、
無
病
息

災
に
暮
ら
し
、
そ
の
後
、
彼
の
学
校
か
ら
外
出
す
る
と
き
転
倒
し
て
し
ま
い
、
指
を
一
本
折
る
か
挫
く
か
し
た
以
外
に
ケ
ガ
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

彼
は
手
で
地
面
を
た
た
き
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
ニ
オ
ベ
の
こ
と
ば
を
借
り
て
、「
わ
た
し
は
来
た
ぞ
、
汝
が
わ
た
し
を
呼
ん
だ
わ
け
は
な
ん
だ
？
」
と
言

（
21
）
前
出III.3

.9

を
参
照
。

（
22
）John

M
ilton,

Paradise
Lost

（1667
）,II.568

－9
.

（
23
）
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
辞
世
の
歌
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
前
出V

.2
.9

を
参
照
。

（
24
）C

leom
enes

III

（c.260
－219

B
C

）
ス
パ
ル
タ
王
（235

－19

）;Plutarch,
Parallel

Lives
:
‘A
ratus’,

‘C
leom
enes’

を
見
よ
。
趣
旨
を
説
明
す
る
例
示
だ
と
は
思
う
が
、
ス
ミ
ス

は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
の
南
西
部
に
あ
る
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
ふ
た
り
の
伝
説
的
な
長
官
を
取
り
違
え
て
い
る
。
自
殺
し
た
の
は
、
紀
元
前
八
世
紀
に
ス
パ
ル
タ
に
対
し
て
戦
わ
れ
た

第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
のA

ristodem
us

で
あ
り
、
紀
元
前
七
世
紀
に
戦
わ
れ
た
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
のA

ristom
enes

で
は
な
い
。
ふ
た
り
と
も
、
紀
元
後
二
世
紀
に
パ
ウ

サ
ニ
ウ
ス
が
書
い
たD

escription
of
G
reece,

IV
.9
－13

（A
ristodem

us

）,IV
.14

－24

（A
ristom

enes

）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
サ
ラ
ミ
ス
の
王
で
、
ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
に

登
場
す
る
ギ
リ
シ
ャ
側
の
英
雄
の
ひ
と
り
、
ア
イ
ア
ス
の
死
に
ざ
ま
は
、
幾
通
り
か
の
異
な
る
記
録
が
あ
る
が
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
よ
る
と
、
発
狂
し
て
自
殺
し
た
と
さ
れ
、

ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
が
『
ア
イ
ア
ス
』
と
い
う
劇
に
仕
立
て
た
。
テ
ミ
ス
ト
ク
レ
ス
（c.524

－c.459
B
C

）
は
、
民
主
的
な
政
治
家
で
あ
り
、
ア
テ
ネ
軍
を
率
い
て
サ
ラ
ミ
ス
で
ペ
ル
シ
ャ

軍
に
戦
勝
し
た
が
、
そ
の
あ
と
小
ア
ジ
ア
へ
の
政
治
的
追
放
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
自
殺
に
関
す
る
同
時
代
の
伝
説
（
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
（c.445

－c.385

）,Equites
83

を
見
よ
）
は
、
ト
ゥ
キ
デ
ィ
デ
ス
（b.around460

－55
,
d.c.399

）,H
istory

I.138

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
。Plutarch,

ParallelLives,
‘Them

istocles’

参
照
。

（
25
）Plutarch,

Parallel
Lives

:
‘Phocion’,

‘Eum
enes’,

‘Philopoem
en’,

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
は
、‘A

lcibiades’

を
見
よ
。
テ
ラ
メ
ネ
ス
（c.455

－404
/3
B
C

）
は
、
寡
占
制

ア
テ
ネ
の
政
治
家
で
三
〇
人
僭
主
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
が
、
穏
健
す
ぎ
る
と
い
う
理
由
で
処
刑
さ
れ
た
。A

ristotle,
Constitution

ofAthens,34
－7

参
照
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
（469

－399
B
C

）
は
、
敬
心
が
な
く
青
年
を
腐
敗
さ
せ
た
と
い
う
理
由
で
処
刑
さ
れ
た
。
フ
ォ
キ
オ
ン
は
、
ア
テ
ネ
の
将
軍
だ
っ
た
が
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
と
の
和
平
に
賛
成
し
た
た
め
に
紀
元
前
三

一
八
年
に
反
逆
罪
で
処
刑
さ
れ
た
。
以
上
の
三
つ
の
事
例
す
べ
て
に
お
い
て
、
死
刑
の
方
法
は
、
ド
ク
ニ
ン
ジ
ン
の
毒
液
を
飲
む
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
妙
な
こ
と
だ
が
、
ス
ミ
ス

は
、
フ
ォ
キ
オ
ン
の
強
敵
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
服
毒
自
殺
し
た
こ
と
を
読
者
に
想
起
さ
せ
て
い
な
い
。
エ
ウ
メ
ネ
ス
（c.362

－316
B
C

）
と
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ノ
ス
（
お
そ
ら
く
、382

－
301

B
C

）
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
帝
国
を
掌
握
し
よ
う
と
競
り
合
っ
た
将
軍
た
ち
に
含
ま
れ
る
。
フ
ィ
ロ
ポ
イ
メ
ン
（c.250

－182
B
C

）
は
、
連
邦
制
の
初
期
の
実
験
、

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
に
お
け
る
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
筆
頭
の
将
軍
で
あ
っ
た
。
ス
ミ
ス
が
言
及
す
る
の
は
、
反
旗
を
翻
し
た
都
市
メ
ッ
セ
ー
ネ
の
攻
略
に
彼
が
失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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い
、
す
ぐ
さ
ま
帰
宅
し
て
首
を
つ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
（
26
）。
そ
ん
な
高
齢
で
あ
れ
ば
、
彼
は
も
う
少
し
が
ま
ん
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
ふ
つ

う
で
し
ょ
う
。
第
二
の
説
明
に
よ
る
と
、
同
じ
年
齢
で
似
た
よ
う
な
事
故
の
結
果
、
断
食
し
て
餓
死
し
た
と
さ
れ
ま
す
。
第
三
の
説
明
に
よ
る
と
、
彼
は

七
二
歳
で
自
然
な
死
を
迎
え
た
と
さ
れ
、
そ
の
確
か
ら
し
さ
は
三
説
の
う
ち
で
他
の
追
随
を
許
さ
ず
、
詳
し
く
事
情
を
知
る
機
会
が
色
々
あ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
同
時
代
人
の
こ
と
ば
に
典
拠
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
物
の
名
は
、
ペ
ル
サ
イ
オ
ス
と
い
っ
て
元
々
ゼ
ノ
ン
の
奴
隷
で
し
た
が
、
の
ち
に
彼
の
友
人
、

弟
子
に
な
り
ま
し
た
。
第
一
の
説
明
は
、
テ
ュ
ロ
ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
が
し
て
い
る
も
の
で
、
彼
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
時
代
の
こ
ろ
に
活

躍
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
ゼ
ノ
ン
が
死
ん
で
二
百
年
か
ら
三
百
年
後
に
あ
た
り
ま
す
。
二
番
目
の
説
を
唱
え
た
人
が
だ
れ
で
あ
る
か
、
わ
た
し
は
知
り
ま

せ
ん
。
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
は
、
彼
自
身
ス
ト
ア
学
派
の
一
員
で
し
た
か
ら
、
そ
ん
な
ふ
う
に
み
ず
か
ら
の
手
で
命
を
絶
つ
こ
と
が
、
自
殺
に
つ
い
て
ま
こ
と

多
く
を
語
る
学
派
の
創
始
者
に
名
誉
を
ほ
ど
こ
す
と
、
お
そ
ら
く
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

知
識
人
は
、
亡
く
な
っ
た
あ
と
で
こ
そ
、
同
時
代
の
ど
ん
な
に
偉
大
な
君
主
や
政
治
家
よ
り
も
よ
く
話
題
に
の
ぼ
り
ま
す
が
、
存
命
中
は
、
概
し
て
無

名
の
闇
に
う
ず
も
れ
て
日
の
目
を
見
な
い
こ
と
が
多
く
、
彼
ら
の
冒
険
が
同
時
代
の
歴
史
家
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
後

世
の
歴
史
家
は
、
公
衆
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
、
ま
た
、
真
正
の
史
料
に
よ
っ
て
自
分
の
叙
述
が
肯
定
も
否
定
も
さ
れ
な
い
場
合
に
、
し
ば
し
ば

自
分
勝
手
な
空
想
に
沿
っ
て
創
作
し
、
そ
こ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
奇
譚
が
ず
い
ぶ
ん
紛
れ
こ
む
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ゼ
ノ
ン
の
例
に
み
ら
れ
る
奇

譚
は
、典
拠
が
ひ
と
つ
も
な
い
の
に
、き
わ
め
て
信
憑
性
の
あ
る
典
拠
に
基
づ
く
確
か
ら
し
い
叙
述
を
圧
倒
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・

ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
ス
は
、
明
ら
か
に
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の
説
を
重
ん
じ
て
い
ま
す
。
ル
キ
ア
ノ
ス
と
ラ
ク
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
二
人
と
も
、
高
齢
に
な
っ
て
激
烈

な
死
に
か
た
を
し
た
と
い
う
説
に
軍
配
を
あ
げ
た
と
映
り
ま
す
（
27
）。

32

こ
の
自
殺
の
流
行
は
、
誇
り
高
い
ロ
ー
マ
人
の
あ
い
だ
に
広
ま
り
、
そ
の
勢
い
は
、
活
発
で
独
創
的
で
融
通
の
き
く
ギ
リ
シ
ャ
人
の
あ
い
だ
に
か
つ

て
広
が
っ
た
と
き
よ
り
も
ず
っ
と
強
か
っ
た
と
映
り
ま
す
。
そ
の
流
行
は
、
ロ
ー
マ
人
の
あ
い
だ
に
さ
え
も
、
共
和
国
の
初
期
、
い
わ
ゆ
る
有
徳
の
時
代

に
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
レ
グ
ル
ス
の
死
を
め
ぐ
る
俗
説
は
、
お
そ
ら
く
お
と
ぎ
話
の
類
で
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
英
雄
が
カ

ル
タ
ゴ
人
か
ら
受
け
た
と
い
わ
れ
る
拷
問
に
黙
っ
て
甘
ん
じ
た
こ
と
が
不
名
誉
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
て
い
た
ら
、
そ
ん
な
創
作
は
さ
れ
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
（
28
）。

共
和
政
の
も
っ
と
後
の
時
代
で
あ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
拷
問
の
甘
受
に
は
い
さ
さ
か
不
名
誉
が
つ
き
ま
と
っ
た
だ
ろ
う
と
わ
た
し
は
理
解
し
て
い
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ま
す
。

共
和
政
ロ
ー
マ
の
没
落
に
先
立
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
内
戦
が
あ
り
、
張
り
合
っ
て
い
た
ど
の
陣
営
の
傑
出
し
た
人
た
ち
も
、
そ
の
多
く
は
、
敵
の
手
に
か

か
る
よ
り
は
む
し
ろ
自
身
の
手
で
命
を
絶
つ
こ
と
を
選
び
ま
し
た
。
カ
ト
ー
の
死
は
、
キ
ケ
ロ
に
礼
賛
さ
れ
る
一
方
、
カ
エ
サ
ル
に
は
譴
責
さ
れ
、
不
世

出
の
・
名
声
と
ど
ろ
く
弁
論
家
と
お
そ
ら
く
言
っ
て
よ
い
こ
の
二
人
の
あ
い
だ
で
熾
烈
な
論
争
の
主
題
と
な
り
、
自
殺
に
華
や
か
さ
が
刻
印
さ
れ
て
、
そ

の
後
数
世
代
に
わ
た
り
痕
跡
を
と
ど
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
キ
ケ
ロ
の
こ
と
ば
の
巧
み
さ
は
、
カ
エ
サ
ル
の
そ
れ
に
勝
っ
て
い
ま
し
た
。

カ
ト
ー
の
死
を
称
え
る
一
党
は
、
そ
れ
を
譴
責
す
る
一
党
を
圧
倒
し
、
そ
の
後
長
年
に
わ
た
っ
て
、
自
由
を
愛
す
る
者
た
ち
が
カ
ト
ー
を
見
る
ま
な
ざ

し
は
、
共
和
政
を
支
持
す
る
一
党
の
・
深
遠
き
わ
ま
り
な
い
威
厳
の
殉
教
者
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
で
し
た
（
29
）。

レ
ス
の
枢
機
卿
は
、「
党
派
の
領
袖
は
、
わ
が

意
の
ま
ま
に
事
を
な
し
え
、
味
方
の
信
頼
を
保
つ
か
ぎ
り
、
け
っ
し
て
悪
事
を
な
し
え
ず
」
と
の
知
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。
枢
機
卿
は
、
身
を
も
っ
て
こ

の
格
率
が
真
で
あ
る
こ
と
を
経
験
す
る
機
会
が
何
度
か
あ
り
ま
し
た
（
30
）。

カ
ト
ー
は
、
酒
豪
と
い
う
美
徳
を
ほ
か
の
美
徳
と
合
わ
せ
も
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

（
26
）
こ
の
箇
所
と
そ
れ
に
続
く
部
分
で
ス
ミ
ス
は
、D
iogenes

Laertius,
Lives

ofthe
Philosohers,

V
II.28

－31

を
幾
分
不
正
確
に
伝
え
て
い
る
。
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
は
、
前
出III.3

.

14

（
注
38
）を
見
よ
。
今
は
失
わ
れ
たN

iobe

は
、
お
そ
ら
く
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス（c.485

－406
BC

）で
な
く
、
彼
の
同
業
仲
間
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
テ
ィ
モ
テ
ウ
ス（c.450

－c.360

）

の
作
品
で
あ
る
。
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
は
、
匿
名
で
書
か
れ
たH

istory
of
Apollonius,

K
ing
of
Tyre

の
英
雄
で
あ
る
が
、
現
在
こ
の
物
語
は
、
三
世
紀
に
起
源
を
も
つ
ギ
リ
シ
ャ
語
の

原
本
か
ら
六
世
紀
に
ラ
テ
ン
語
に
訳
さ
れ
た
翻
訳
本
と
し
て
の
み
知
ら
れ
る
。

（
27
）
ス
ミ
ス
は
こ
こ
で
も
、Lucian

（c.115
－after180

A
D

）,O
ctogenarians,19

,
Lactantius

（c.245
－c.325

A
D

）,D
ivine

Institutes,
III.18

,
Epitom

e,34

を
不
正
確
に
伝
え

て
い
る
。

（
28
）M

arcus
A
tilius

Regulus

は
、
紀
元
前
二
六
五
年
と
二
五
六
年
に
ロ
ー
マ
の
執
政
官
で
あ
り
、
紀
元
前
二
五
五
年
、
第
一
次
ポ
エ
ニ
戦
争
（264

－241

）
の
際
に
カ
ル
タ
ゴ
の
捕
虜

に
な
る
。
講
和
の
使
命
を
帯
び
て
ロ
ー
マ
に
派
遣
さ
れ
た
が
、
彼
は
講
和
で
な
く
戦
争
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
名
誉
を
賭
け
た
約
束
を
守
っ
て
カ
ル
タ
ゴ
に
帰
還
し
、
真
偽
の
ほ
ど

は
ず
い
ぶ
ん
疑
わ
し
い
伝
説
に
よ
れ
ば
、そ
こ
で
彼
は
こ
の
件
の
責
め
を
負
っ
て
拷
問
に
か
け
ら
れ
て
死
ん
だ
。Horace,

O
des,

III.5
,13

－40
;
Cicero,

D
e
officiis,

III.xxvi.99
－

100
;
Seneca,

D
e
Providentia,

III.9
－11

を
見
よ
。

（
29
）M
arcus

Porcius
Cato

U
ticensis

（95
－46
BC

）
は
、
共
和
制
の
理
論
と
実
践
の
筋
金
入
り
の
信
奉
者
で
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
に
対
抗
し
た
が
、
カ
エ
サ
ル
が
共
和
派
の
軍
隊

を
破
っ
た
の
ち
、
自
殺
し
た
。
ス
ミ
ス
が
言
及
す
る
の
は
、
二
つ
の
失
わ
れ
た
著
作
、
キ
ケ
ロ
の
追
悼
文C

ato,

カ
エ
サ
ル
のAnticato

で
あ
る
。Plutarch,

ParallelLives
:
‘Cato

M
inor’

参
照
。

（
30
）
ス
ミ
ス
の
言
及
す
る
出
典
は
不
詳
。
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彼
の
敵
は
、
カ
ト
ー
が
大
酒
を
飲
む
と
い
っ
て
そ
の
非
を
と
が
め
ま
し
た
が
、
セ
ネ
カ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
こ
の
悪
徳
を
あ
げ
つ
ら
っ

て
カ
ト
ー
に
反
対
す
る
も
の
は
皆
、
カ
ト
ー
が
お
よ
そ
悪
徳
の
常
習
者
に
な
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
よ
り
、
大
酒
が
美
徳
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
ほ

う
が
ず
っ
と
簡
単
で
あ
る
と
思
い
知
る
だ
ろ
う
（
31
）。」

33

ロ
ー
マ
帝
政
下
で
、
長
ら
く
こ
の
死
に
か
た
に
流
行
の
陰
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
に
は
、
自
殺
を
選

ん
だ
幾
人
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
ら
の
動
機
は
、
む
し
ろ
見
栄
と
ひ
け
ら
か
し
で
あ
っ
て
、
冷
静
・
怜
悧
な
ス
ト
ア
学
徒
の
目

に
さ
え
も
﹇V

II.ii.1
.18

﹈、
適
切
な
理
由
・
や
む
を
え
な
い
理
由
と
は
映
る
ま
い
と
思
わ
れ
ま
す
（
32
）。
婦
人
た
ち
は
、
流
行
に
後
れ
を
と
る
こ
と
は
め
っ

た
に
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
女
性
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
そ
の
必
要
も
な
い
の
に
、
し
ば
し
ば
こ
ん
な
死
に
か
た
を
選
び
、
と
き
に
は
、
ベ
ン
ガ

ル
の
婦
人
さ
な
が
ら
に
、
夫
に
付
き
添
っ
て
墓
穴
に
入
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
こ
の
死
に
か
た
が
流
行
し
た
せ
い
で
、
そ

れ
が
流
行
し
な
け
れ
ば
起
こ
る
は
ず
の
な
か
っ
た
多
く
の
死
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
間
の
見
栄
と
不
謹
慎
を
お
そ
ら
く
最
大
に
発
揮
す
る

こ
の
死
に
か
た
が
、
ど
れ
ほ
ど
荒
廃
を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
で
、
た
ぶ
ん
け
っ
し
て
甚
大
な
被
害
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

34

自
殺
の
原
理
は
、
こ
の
激
越
な
行
為
を
あ
る
種
の
場
面
で
は
喝
采
と
是
認
の
対
象
と
み
な
し
な
さ
い
と
教
え
て
き
ま
し
た
が
、
ひ
と
え
に
そ
れ
は
、

哲
学
に
よ
る
技
巧
の
産
物
と
思
わ
れ
ま
す
（
33
）。

自
然
は
、
健
全
・
健
康
な
状
態
な
ら
ば
、
け
っ
し
て
わ
た
し
た
ち
を
触
発
し
て
自
殺
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
し
か
に
、
あ
る
種
の
う

つ
状
態
（
ほ
か
の
災
厄
と
な
ら
び
、
不
幸
に
し
て
人
間
の
自
然
本
性
が
患
う
病
気
）
に
は
、
あ
ら
が
い
が
た
い
自
滅
願
望
と
も
呼
べ
る
も
の
が
伴
う
よ
う

に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
病
気
は
、
し
ば
し
ば
物
質
的
に
き
わ
め
て
豊
か
な
順
境
の
身
に
起
こ
り
、
と
き
に
は
宗
教
的
感
情
が
き
わ
め
て
真
剣
で
・
心
の
奥

深
く
刻
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
起
こ
り
、
そ
の
無
残
な
犠
牲
者
を
、
こ
の
致
命
的
な
最
果
て
の
地
へ
と
駆
り
た
て
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

ん
な
み
じ
め
な
死
に
か
た
で
亡
く
な
る
不
運
な
人
た
ち
は
、
譴
責
で
な
く
、
あ
わ
れ
み
を
注
が
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
で
す
。
お
よ
そ
人
間
の
処
罰

が
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
い
る
彼
ら
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
の
は
不
見
識
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
不
正
で
す
。
そ
ん
な
処
罰
が
可
能
だ
と
す
れ
ば
、

三
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あ
と
に
遺
さ
れ
た
友
人
や
親
族
の
身
の
上
だ
け
で
す
が
、
も
と
よ
り
彼
ら
は
つ
ね
に
潔
白
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
が
こ
ん
な
に
不
名
誉
な
死
に
か
た
で

友
人
を
失
う
こ
と
は
、
つ
ね
に
そ
れ
だ
け
で
た
い
へ
ん
重
い
災
厄
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

自
然
は
、
健
全
・
健
康
な
状
態
な
ら
ば
、
ど
ん
な
と
き
で
も
わ
た
し
た
ち
を
触
発
し
て
辛
酸
を
回
避
さ
せ
、
多
く
の
場
合
、
辛
酸
に
立
ち
向
か
わ
せ
て

わ
が
身
を
守
ら
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
そ
の
防
戦
で
落
命
す
る
危
険
が
あ
り
、
い
や
、
そ
れ
が
確
実
な
場
合
に
さ
え
も
そ
う
さ
せ
ま
す
。

し
か
し
、
辛
酸
か
ら
わ
が
身
を
守
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
の
防
戦
で
死
に
も
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
自
然
の
原
理
―
―
居
る
と
推
定
さ
れ
る
公
平
な
観

察
者
の
是
認
感
情
へ
の
配
慮
、
胸
中
に
住
ま
う
あ
の
人
間
の
下
す
判
定
へ
の
配
慮
―
―
が
、「
わ
が
命
を
絶
っ
て
辛
酸
か
ら
逃
れ
よ
」
と
要
請
す
る
と
は

と
て
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
決
意
へ
と
わ
た
し
た
ち
を
駆
り
た
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
自
分
は
気
弱
で
あ
り
、
適
切
な
男
ら
し
さ
と
不
屈
の
意

志
で
そ
の
災
厄
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
自
己
意
識
だ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
野
人
が
敵
対
部
族
に
よ
っ
て
捕
囚
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
あ
と

拷
問
に
か
け
ら
れ
て
敵
に
の
の
し
ら
れ
・
な
ぶ
り
殺
し
に
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
自
殺
し
た
と
い
う
話
を
、
わ
た
し
は
読
ん
だ
お
ぼ
え
も
聞
い
た
お
ぼ

え
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
栄
光
は
、
そ
ん
な
拷
問
に
男
ら
し
く
耐
え
、
そ
ん
な
罵
声
に
十
倍
も
の
軽
蔑
と
嘲
笑
で
切
り
返
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
す
。

35

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
生
死
を
軽
蔑
す
る
こ
と
、
ま
た
同
時
に
、
摂
理
が
命
ず
る
と
こ
ろ
に
ど
こ
ま
で
も
身
を
ゆ
だ
ね
き
り
、
お
よ
そ
渡
世
の
波
間

に
打
ち
寄
せ
ら
れ
る
ど
ん
な
結
末
に
も
す
っ
か
り
満
足
す
る
こ
と
、
こ
の
二
点
は
、
ス
ト
ア
道
徳
学
の
骨
格
全
体
を
支
え
る
根
本
教
理
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

独
立
独
行
で
気
骨
が
あ
る
が
し
ば
し
ば
冷
厳
な
エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
、
前
者
の
教
理
の
偉
大
な
使
徒
で
あ
り
、
一
方
、
柔
和
で
情
け
深
く
他
人
の
幸
せ
を

ね
が
う
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
は
（
34
）、
後
者
の
教
理
の
偉
大
な
使
徒
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
31
）Seneca,
D
e
Tranquillitate

Anim
i,
xvii.9

.

（
32
）Pliny

the
Y
ounger

（61
or62

－113
A
D

）,Letters,
I.12

;
III.16

;
V
I.24
.

（
33
）
こ
の
技
巧
は
、
幾
人
か
の
近
代
の
哲
学
者
の
著
作
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
と
く
に
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
のPersian

Letters

（1721

）,N
o.76

;
Rousseau,

Julie,
or
the

N
ew
H
eloise

（1761

）,III,
Letterxxi;

H
um
e,
‘O
fSuicide’

（1777

）
を
見
よ
。

（
34
）
前
出V

I.ii.3
.5

（
注
29
）
を
参
照
。
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36

エ
パ
プ
リ
デ
ィ
ト
ゥ
ス
の
解
放
奴
隷
﹇
エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
﹈
は
、
若
い
こ
ろ
、
粗
暴
な
主
人
の
傲
慢
に
よ
っ
て
苦
汁
を
な
め
さ
せ
ら
れ
、
成
長
し
て

か
ら
は
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
猜
疑
心
と
気
ま
ぐ
れ
に
よ
り
ロ
ー
マ
と
ア
テ
ネ
か
ら
追
放
さ
れ
て
ニ
コ
ポ
リ
ス
に
住
む
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
同
じ
こ
の
専
制
君
主
に
よ
っ
て
ギ
ュ
ア
レ
ー
に
送
ら
れ
る
か
、
さ
も
な
く
ば
、
た
ぶ
ん
死
刑
に
さ
れ
る
と
い
う
予
想
が
か
た
と
き
も
頭
を
離

れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
彼
が
心
穏
や
か
さ
を
保
つ
方
法
は
、
た
だ
ひ
と
つ
、
人
生
へ
の
軽
蔑
を
万
能
薬
と
し
て
心
の
な
か

に
養
う
こ
と
で
し
た
。
人
生
の
ど
ん
な
快
楽
も
ど
ん
な
苦
痛
も
、
す
べ
て
無
駄
で
あ
り
虚
無
で
あ
る
と
説
示
す
る
と
き
ほ
ど
、
彼
が
う
れ
し
く
て
た
ま
ら

ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
巧
み
な
弁
舌
が
高
ぶ
る
と
き
も
あ
り
ま
せ
ん
（
35
）。

37

善
良
に
生
ま
れ
つ
い
た
皇
帝
、
世
界
の
文
明
化
さ
れ
た
全
域
を
支
配
す
る
絶
対
的
主
権
者
﹇
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
﹈
は
、
わ
が
身
に
割
り
当
て
ら
れ
た
定

め
に
苦
情
を
述
べ
る
格
別
な
理
由
は
た
し
か
に
な
く
、
嬉
々
と
し
て
、
事
物
が
成
り
行
く
通
常
の
道
程
に
満
足
感
を
表
明
し
、
そ
の
道
行
き
で
衆
庶
の
観

察
者
な
ら
美
し
さ
を
な
ん
ら
認
め
そ
う
も
な
い
部
分
に
さ
え
数
々
の
美
し
さ
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
彼
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
老
年
期
に
も
青
年
期
と
同
じ

く
、
適
切
さ
、
い
や
、
心
引
か
れ
る
気
品
さ
え
あ
り
（
36
）、

老
年
期
の
あ
り
さ
ま
が
弱
々
し
く
よ
ぼ
よ
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
、
青
年
期
が
花
の
盛
り
で
精
気
に

あ
ふ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
く
、
自
然
に
か
な
っ
て
い
ま
す
（
37
）。

ま
た
、
青
年
期
が
幼
年
期
の
適
切
な
終
末
、
壮
年
期
が
青
年
期
の
適
切
な
終
末
で
あ
る
の
と

同
じ
く
、
死
は
老
年
期
の
適
切
な
終
末
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
が
別
の
と
こ
ろ
で
論
評
し
て
い
る
の
で
す
が
（
38
）、「

あ
の
医
者
は
患
者
に
向
か
っ
て
、
馬
の
背
中
に
乗
り
な
さ
い
と
か
、
水
風
呂
を
使
い

な
さ
い
と
か
、
は
だ
し
で
歩
き
な
さ
い
と
命
令
し
た
」
と
い
う
言
い
か
た
を
わ
た
し
た
ち
は
よ
く
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
ら
ば
、「
自
然
―
―
宇
宙
の

偉
大
な
司
令
官
に
し
て
医
者
―
―
は
患
者
に
向
か
っ
て
、
病
気
に
な
り
な
さ
い
と
か
、
手
足
を
切
断
し
な
さ
い
と
か
、
子
を
亡
く
し
な
さ
い
と
命
令
し
た
」

と
い
う
言
い
か
た
を
わ
た
し
た
ち
は
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
通
常
の
医
者
の
場
合
、
患
者
は
そ
の
処
方
に
従
い
、
苦
い
薬
を
た
く
さ
ん
丸
飲
み
し
、

痛
い
手
術
を
数
多
く
受
け
ま
す
。
そ
の
結
果
が
健
康
で
あ
る
と
い
う
希
望
は
ず
い
ぶ
ん
不
確
か
で
す
が
、
患
者
は
喜
ん
で
す
べ
て
を
甘
受
し
ま
す
。
自
然

の
偉
大
な
医
者
の
場
合
、
そ
の
き
わ
め
て
冷
厳
な
処
方
が
、
自
身
の
健
康
や
究
極
の
目
標
で
あ
る
順
境
と
幸
福
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
い
う
患
者
の
希

望
は
、
や
は
り
ず
い
ぶ
ん
不
確
か
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
患
者
は
、
そ
の
処
方
が
宇
宙
の
健
康
や
そ
の
順
境
と
幸
福
―
―
ジ
ュ
ピ
タ
ー
の
偉
大
な

計
画
の
推
進
・
発
展
―
―
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
ば
か
り
か
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
と
深
く
信
じ
き
っ
て
い
ら
れ
ま
す
。
も
し
処
方
が
そ
ん
な
も
の
で

三
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な
か
っ
た
ら
、
宇
宙
は
そ
ん
な
処
方
を
け
っ
し
て
出
さ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
宇
宙
を
建
設
し
司
令
す
る
・
す
べ
て
お
見
通
し
の
ジ
ュ
ピ
タ
ー
は
、
そ

の
発
行
を
け
っ
し
て
黙
認
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

宇
宙
は
、
共
に
存
在
す
る
各
部
分
か
ら
な
り
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
部
分
で
さ
え
も
、
そ
の
す
べ
て
が
お
互
い
に
ぴ
た
り
と
か
み
合
っ
て
、
ひ
と
つ
の
広

大
で
緊
密
な
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
の
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
次
か
ら
次
に
続
い
て
継
起
す
る
出
来
事
は
、
一
見
ど
ん
な
に
無
価
値
に
見
え

る
こ
と
で
も
、
そ
の
す
べ
て
が
偉
大
な
因
果
の
連
鎖
―
―
そ
れ
に
始
ま
り
は
な
く
、
ま
た
、
終
わ
り
も
あ
り
ま
す
ま
い
―
―
の
一
部
を
な
し
、
し
か
も
、

そ
れ
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
一
部
で
す
。
そ
の
よ
う
に
連
な
る
因
果
は
、
す
べ
て
が
シ
ス
テ
ム
全
体
の
当
初
の
編
制
・
仕
組
み
か
ら
必
然
的
に
生
じ
、
し

か
ら
ば
、
す
べ
て
が
全
体
の
順
境
だ
け
で
な
く
、
そ
の
継
続
と
保
存
に
と
っ
て
も
本
質
的
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。

自
分
に
何
が
降
り
か
か
ろ
う
と
、そ
れ
を
温
か
く
迎
え
入
れ
な
い
人
、そ
れ
が
自
分
に
降
り
か
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
人
、そ
れ
が
自
分
に
降
り
か
か
っ

て
い
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
願
う
人
、
お
よ
そ
こ
ん
な
人
た
ち
は
、
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
宇
宙
の
運
動
を
止
め
て
や
り
た
い
、
あ
の
偉
大
な
連
綿
と

続
く
鎖
が
進
展
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
あ
の
シ
ス
テ
ム
の
継
続
と
保
存
は
可
能
な
の
に
、
そ
れ
を
断
ち
切
り
た
い
、
わ
が
身
ひ
と
り
の
つ
ま
ら
ぬ
快
適
さ
と

引
き
換
え
に
、
世
界
の
機
構
全
体
に
不
調
・
乱
調
を
起
こ
し
た
い
と
願
う
人
た
ち
で
す
。

ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
は
別
の
と
こ
ろ
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
お
お
、
世
界
よ
、
汝
の
心
に
適
う
も
の
は
す
べ
て
、
わ
が
心
に
適
う
。
汝
に
と
っ

て
時
宜
に
適
う
も
の
は
す
べ
て
、
わ
た
し
に
と
っ
て
早
す
ぎ
る
こ
と
も
、
晩
す
ぎ
る
こ
と
も
な
い
。
汝
の
四
季
が
産
み
出
す
も
の
は
す
べ
て
、
わ
た
し
に

と
っ
て
実
り
で
あ
る
。
汝
か
ら
す
べ
て
は
生
ま
れ
、
汝
に
す
べ
て
は
宿
り
、
汝
の
た
め
に
す
べ
て
は
あ
る
。『
お
お
、
ケ
ク
ロ
プ
ス
が
築
き
し
愛
し
の
国

（
35
）
エ
パ
プ
リ
デ
ィ
ト
ゥ
ス
は
、
ネ
ロ
と
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
秘
書
官
で
あ
り
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
（
前
出
・
注
13
参
照
）
は
そ
の
奴
隷
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
未
来
の
ス
ト
ア
学
の

教
師
を
解
放
し
た
。
皇
帝
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
は
、
紀
元
八
九
年
に
こ
の
哲
学
者
を
ロ
ー
マ
か
ら
追
放
し
、
エ
ピ
ク
テ
ト
ゥ
ス
は
残
り
の
生
涯
を
ニ
コ
ポ
リ
ス
（
エ
ー
ペ
イ
ロ
スEpirus

に
あ
っ
た
）
で
過
ご
し
た
。
エ
ー
ゲ
海
のG

yaros

島
（
今
日
のN

isos

）
は
、
流
刑
地
と
し
て
使
わ
れ
た
。

（
36
）
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
ス
ミ
ス
は
、M

arcus
A
urelius,

M
editations

を
簡
潔
に
再
言
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
ス
ミ
ス
の
師
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ス
ン
に
よ
っ
て
注
釈
つ
き

の
重
要
な
翻
訳
（Jam

es
M
oor

と
の
共
訳;

G
lasgow

1742

）
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
同
書III.2

（
37
）
上
掲
書IX

.3

（
38
）
上
掲
書V

.8
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よ
』
と
言
っ
た
人
が
い
る
が
、
な
ら
ば
、『
お
お
、
神
が
築
き
し
愛
し
の
国
よ
』
と
汝
は
言
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
39
）。」

パ
ラ
ド
ク
ス

38

ス
ト
ア
学
派
の
人
た
ち
、
少
な
く
と
も
そ
の
幾
人
か
は
、
以
上
の
と
て
も
崇
高
な
教
理
か
ら
、
彼
ら
の
逆
説
を
す
べ
て
演
繹
し
よ
う
と
試
み
ま
し

た
。

39

ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
は
、
宇
宙
の
偉
大
な
監
督
者
が
も
つ
数
々
の
見
解
に
入
り
込
み
、
そ
の
神
々
し
い
存
在
が
事
物
を
見
る
の
と
同
じ
視
点
か
ら
見

よ
う
と
努
力
し
ま
す
。

し
か
し
、
宇
宙
の
偉
大
な
監
督
者
の
目
か
ら
見
る
と
、
彼
の
摂
理
の
行
程
が
産
み
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
、
す
べ
て
ま
っ
た
く
同
等
で
あ
り
、
わ

た
し
た
ち
の
目
に
き
わ
め
て
卑
小
に
映
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
重
大
に
映
る
こ
と
も
、
た
と
え
ば
、
ポ
ウ
プ
氏
が
い
う
よ
う
に
（
40
）、

泡
が
は
じ
け
る
こ
と
も
、

世
界
が
は
じ
け
る
こ
と
も
、
彼
が
は
る
か
昔
か
ら
既
定
の
こ
と
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
い
た
偉
大
な
連
鎖
の
一
部
と
し
て
隔
て
な
く
、
ま
た
、
同

一
の
・
無
謬
の
知
恵
か
ら
生
じ
、
同
一
の
・
宇
宙
全
体
の
幸
福
を
ど
こ
ま
で
も
ね
が
う
心
か
ら
生
じ
る
結
果
と
し
て
隔
て
あ
り
ま
せ
ん
。

ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
か
ら
見
る
と
、
そ
ん
な
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
す
べ
て
ま
っ
た
く
同
等
で
す
。
た
し
か
に
、

賢
人
は
、
そ
ん
な
出
来
事
が
継
起
す
る
行
程
に
小
さ
な
持
ち
場
を
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
こ
で
自
分
で
も
少
し
は
運
営
と
指
導
に
当
た
り
ま
す
。
彼
は
こ
の

持
ち
場
で
精
い
っ
ぱ
い
適
切
に
行
動
し
、
か
ね
て
自
分
に
発
令
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
命
令
に
従
い
身
を
処
す
る
努
力
を
し
ま
す
。

し
か
し
、
彼
は
、
み
ず
か
ら
の
ど
こ
ま
で
も
誠
実
な
努
力
が
成
功
す
る
か
挫
折
す
る
か
に
つ
い
て
こ
だ
わ
ら
ず
、
熱
心
な
関
心
を
も
ち
ま
せ
ん
。
多
少

と
も
彼
の
責
任
に
委
ね
ら
れ
た
小
さ
な
持
ち
場
・
小
さ
な
シ
ス
テ
ム
が
、順
風
満
帆
で
あ
ろ
う
と
、あ
と
か
た
も
な
く
壊
さ
れ
よ
う
と
、彼
の
関
心
に
ま
っ

た
く
触
れ
ま
せ
ん
。
も
し
そ
の
結
末
が
彼
の
意
向
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
前
者
を
選
択
し
、
後
者
を
拒
絶
し
て
い
た
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
は
彼
の
意
向
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
は
、
卓
越
し
た
知
恵
に
希
望
を
託
し
、「
出
来
す
る
結
末
が
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
そ
れ
こ

そ
ま
さ
に
、
事
物
の
お
り
な
す
提
携
・
依
存
の
連
関
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
ら
自
分
で
も
こ
よ
な
く
真
摯
・
敬
虔
に
念
じ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
」
と
す
っ

か
り
納
得
し
ま
す
。

彼
が
そ
ん
な
諸
原
理
の
影
響
と
指
導
の
も
と
で
お
こ
な
う
こ
と
は
、
な
ん
で
あ
ろ
う
と
等
し
く
完
全
で
す
。
ス
ト
ア
学
派
の
常
套
例
を
あ
げ
れ
ば
（
41
）、

彼
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が
指
を
伸
ば
す
こ
と
は
、
祖
国
の
軍
務
に
就
き
命
を
捨
て
る
こ
と
と
い
か
な
る
点
で
も
同
等
の
功
労
が
あ
り
、
同
等
の
讃
辞
と
賞
賛
に
値
す
る
行
為
で
す
。

宇
宙
の
偉
大
な
監
督
者
に
と
っ
て
、
そ
の
力
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
も
、
最
小
限
に
発
揮
す
る
こ
と
も
―
―
世
界
の
形
成
・
崩
壊
も
、
泡
の
形
成
・

崩
壊
も
―
―
等
し
く
簡
単
で
あ
り
、
等
し
く
賞
賛
さ
れ
、
同
一
の
・
神
々
し
い
知
恵
と
他
者
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
か
ら
生
じ
る
結
果
と
し
て
隔
て
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
ら
ば
、
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
に
と
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
偉
大
な
行
為
は
、
つ
ま
ら
ぬ
行
為
に
要
す
る
の
と
同
等
の
力
し
か
発
揮
し
な
く
て
も
で

き
、
い
ず
れ
も
等
し
く
簡
単
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
同
一
の
諸
原
理
か
ら
生
じ
、
取
り
立
て
て
功
労
を
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
、
格
別
大
き
な
讃
辞
と
賞
賛

に
値
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

40

こ
の
完
全
な
境
地
に
達
し
た
人
は
、
み
な
等
し
く
幸
福
で
す
。
し
か
ら
ば
、
そ
こ
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
届
か
な
い
人
は
、
付
近
に
ど
れ
ほ
ど
迫
っ

て
い
て
も
、
み
な
等
し
く
不
幸
で
す
。

ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
水
面
下
た
っ
た
一
イ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
い
る
人
は
、
息
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で
、
水
面
下
百
ヤ
ー
ド
の
と
こ
ろ
に
い
る
人

と
な
ん
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。
し
か
ら
ば
、
み
ず
か
ら
の
個
人
的
で
・
身
び
い
き
な
・
私
事
に
か
ま
け
る
情
念
の
す
べ
て
を
完
全
に
は
鎮
め
な
か
っ
た
人
、

宇
宙
全
体
の
幸
福
と
は
別
な
目
的
に
恋
い
焦
が
れ
る
人
、
そ
ん
な
個
人
的
で
・
身
び
い
き
な
・
私
事
に
か
ま
け
る
情
念
を
充
足
さ
せ
た
い
と
い
う
焦
燥
に

取
り
つ
か
れ
て
悲
惨
と
波
瀾
の
ど
ん
底
に
陥
り
、
そ
こ
か
ら
完
全
に
脱
け
出
さ
な
か
っ
た
人
、
こ
の
よ
う
な
人
は
、
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
が
吸
う
自
由
と

独
立
の
空
気
を
の
び
の
び
吸
え
な
い
と
い
う
点
で
、
ま
た
、
こ
の
賢
人
が
味
わ
う
安
心
と
幸
福
を
味
わ
え
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
ん
な
境
遇
か
ら
果
て
し

も
な
く
遠
く
に
い
る
人
と
な
ん
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
（
42
）。
ス
ト
ア
学
派
の
賢
人
の
行
為
は
す
べ
て
完
全
で
あ
り
、
そ
の
完
全
性
の
程
度
は
同
一
で
す
。
し
か
ら

ば
、
こ
の
最
高
の
知
恵
に
到
達
し
な
か
っ
た
人
の
行
為
に
は
落
ち
度
が
あ
り
、
そ
の
落
ち
度
の
程
度
は
、
ス
ト
ア
学
派
の
幾
人
か
が
主
張
す
る
よ
う
に
、

同
一
で
す
。

（
39
）
上
掲
書IV

.23
.
Cecrops

の
都
市
国
家
は
ア
テ
ネ
の
こ
と
。

（
40
）A

lexanderPope,
Essay

on
M
an,
I.90

（
41
）Plutarch,

Againstthe
Stoics

on
Com
m
on
Conceptions,

xxiiand
xxiv,

in
M
oralia

（1068
F
and1070

B

）.

（
42
）Plutarch,

Againstthe
Stoics

on
Com
m
on
Conceptions,

x,
in
M
oralia

（1063
A

）.
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ス
ト
ア
学
派
に
よ
る
と
、
あ
る
ひ
と
つ
の
真
理
は
、
真
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
別
の
真
理
と
同
等
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
る
ひ
と
つ
の
虚
偽
は
、
偽
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
別
の
虚
偽
と
同
等
で
す
。
し
か
ら
ば
、
あ
る
誇
ら
し
い
行
為
は
、
名
誉
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
別
の
誇
ら
し
い
行
為
と
同
等
で
あ
り
、

ま
た
、
あ
る
恥
ず
べ
き
行
為
は
、
不
名
誉
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
別
の
恥
ず
べ
き
行
為
と
同
等
で
す
。
標
的
を
ね
ら
い
撃
つ
と
き
、
一
イ
ン
チ
の
差
で
外

す
人
は
、
的
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
百
ヤ
ー
ド
の
差
で
外
す
人
と
同
等
で
す
。
し
か
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
き
わ
め
て
無
価
値
と
映
る
行
為

を
不
適
切
に
・
さ
し
た
る
理
由
も
な
く
お
こ
な
っ
た
人
の
落
ち
度
は
、
わ
た
し
た
ち
の
目
に
き
わ
め
て
重
大
と
映
る
行
為
を
不
適
切
に
・
さ
し
た
る
理
由

も
な
く
お
こ
な
っ
た
人
の
落
ち
度
と
同
等
で
す
。
た
と
え
ば
、
雄
鶏
を
不
適
切
に
さ
し
た
る
理
由
も
な
く
殺
す
人
の
落
ち
度
は
、
自
分
の
父
親
を
謀
殺
し

た
人
の
落
ち
度
と
同
等
で
す
。

41

以
上
の
二
つ
の
逆
説
の
う
ち
、
第
一
の
も
の
が
乱
暴
に
映
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
第
二
の
も
の
は
明
ら
か
に
あ
ま
り
に
も
不
見
識
で
、

ま
じ
め
に
考
察
す
る
価
値
が
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
そ
れ
は
愚
の
骨
頂
で
、
多
少
と
も
誤
解
や
誤
記
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
怪
し
ま
ず
に
い
ら
れ
な

い
ほ
ど
で
す
。
と
も
か
く
、
ゼ
ノ
ン
や
ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
よ
う
に
、
言
い
回
し
が
き
わ
め
て
簡
潔
で
あ
る
と
と
も
に
き
わ
め
て
格
調
高
か
っ
た
と
い
わ
れ

る
人
た
ち
が
、
上
の
逆
説
や
そ
の
他
の
ス
ト
ア
学
派
の
逆
説
の
大
半
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
も
、
わ
た
し
は
黙
っ
て
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん

な
逆
説
は
、
総
じ
て
不
謹
慎
な
屁
理
屈
に
す
ぎ
ず
、
ス
ト
ア
の
学
問
体
系
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
名
誉
に
な
ら
な
い
の
で
、
わ
た
し
は
こ
れ
以
上
説
明
し
よ

う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
の
逆
説
を
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
の
作
だ
と
つ
い
決
め
つ
け
た
く
な
り
ま
す
。
彼
は
、
た
し
か
に
、
ゼ
ノ
ン
と
ク
レ
ア
ン
テ
ス
の
門
弟

で
あ
り
信
奉
者
で
し
た
が
、
彼
に
つ
い
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と
、
単
に
弁
証
を
こ
と
と
す
る
衒
学
者
に
す
ぎ
ず
、
い
か
な
る
審
美
眼
も

風
流
心
も
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
（
43
）。
彼
は
、
師
の
学
説
か
ら
潤
い
を
な
く
し
て
、
無
理
や
り
こ
し
ら
え
た
定
義
・
項
目
分
類
・
細
目
分
類
か
ら
な

る
訓
詁
学
的
と
い
お
う
か
、
専
門
語
を
連
ね
た
体
系
に
変
形
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
体
系
は
、
た
ぶ
ん
、
道
徳
学
や
形
而

上
学
の
教
理
に
含
ま
れ
る
良
識
を
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
消
し
去
る
便
法
と
し
て
き
わ
め
て
有
効
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
彼
の
師
は
、
完
全
な
美
徳
の

持
ち
ぬ
し
の
幸
福
、
ま
た
、
そ
ん
な
人
柄
に
至
ら
な
い
だ
れ
も
が
味
わ
う
不
幸
に
つ
い
て
記
述
す
る
際
、
高
揚
し
た
表
現
を
使
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、

彼
の
よ
う
な
人
は
そ
れ
を
あ
ま
り
に
も
字
義
通
り
に
理
解
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
て
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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42

総
じ
て
ス
ト
ア
学
派
は
、
完
全
な
美
徳
と
幸
福
に
到
達
し
な
か
っ
た
人
た
ち
に
、
あ
る
程
度
の
熟
練
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
ス
ト
ア
学
派
は
、
そ
ん
な
熟
練
者
を
そ
の
発
達
の
程
度
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
分
類
し
、
彼
ら
に
実
行
で
き
る
と
み
な
し
た
不
完
全
な
美
徳
を
、「
方

正
」
で
は
な
く
、「
適
切
さ
」「
ふ
さ
わ
し
さ
」「
節
度
が
あ
り
、
し
っ
く
り
す
る
行
為
」
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
不
完
全
な
美
徳
は
、
一
見
真
実

ら
し
い
理
由
や
確
か
ら
し
い
理
由
を
付
し
て
実
行
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
キ
ケ
ロ
は
そ
れ
を
ラ
テ
ン
語
で
「
義
務officia

」
と
表
現
し
、
ま
た
、
わ
た
し

は
こ
れ
よ
り
正
確
だ
と
思
い
ま
す
が
、
セ
ネ
カ
は
「
便
宜convenientia

」
と
表
現
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
不
完
全
な
、
し
か
し
到
達
可
能
な
美
徳
を

説
く
教
理
は
、
ス
ト
ア
学
派
の
実
践
的
道
徳
学
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
の
主
題
で
す

し
（
44
）、

ま
た
、
い
ま
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
マ
ル
ク
ス
・
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
同
名
の
一
冊
の
主
題
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
（
45
）。

43

自
然
が
わ
た
し
た
ち
の
ふ
る
ま
い
を
案
じ
て
描
い
た
計
画
と
シ
ス
テ
ム
の
輪
郭
は
、
ス
ト
ア
哲
学
の
そ
れ
と
は
ま
る
で
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

44

自
然
に
よ
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
で
も
少
し
は
運
営
と
指
導
に
当
た
る
小
さ
な
持
ち
場
に
直
接
の
影
響
を
与
え
る
出
来
事
、
わ
が
身
や
友
人
や

祖
国
に
直
接
の
影
響
を
与
え
る
出
来
事
は
、
き
わ
め
て
強
く
わ
た
し
た
ち
の
関
心
を
引
き
、
欲
望
と
嫌
悪
、
希
望
と
恐
怖
、
歓
び
と
悲
し
み
を
搔
き
た
て

る
要
因
で
す
。
こ
ん
な
情
念
は
、
や
や
も
す
る
と
あ
ま
り
に
も
激
す
る
き
ら
い
が
強
い
の
で
す
が
、
そ
ん
な
場
合
で
も
、
自
然
は
、
適
切
に
処
置
し
て
矯

正
す
る
方
法
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
あ
の
公
平
な
観
察
者
が
実
際
に
見
せ
る
、
あ
る
い
は
想
像
の
な
か
で
さ
え
も
見
せ
る
威
容
、
胸
裏
に
住
ま
う

あ
の
人
物
の
権
威
は
、
い
つ
も
手
近
に
あ
り
、
上
の
各
種
情
念
を
神
妙
に
さ
せ
て
抑
制
の
効
い
た
適
切
な
調
子
・
気
分
に
し
ま
す
。

（
43
）
ゼ
ノ
ン
と
ク
リ
ュ
シ
ッ
ポ
ス
に
関
し
て
は
、
前
出III.3

.14

の
注
38
を
見
よ
。
ス
ト
ア
学
派
の
指
導
者
と
し
て
こ
れ
ら
ふ
た
り
の
間
に
、
ク
レ
ア
ン
テ
ス
（c.331

－c.232
BC

）

が
登
場
し
た
。

（
44
）Cicero,

D
e
officiis.

（
45
）Epistles

X
V
,95
.45

で
セ
ネ
カ
はM

arcus
Junius

Brutus

（c.85
－42
BC

）
に
言
及
す
る
。
彼
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
暗
殺
者
の
一
人
で
あ
り
、
い
ま
は
失
わ
れ
た
ギ
リ

シ
ャ
語
の
著
作
で
の
ち
に
ラ
テ
ン
語
に
訳
さ
れD

e
officiis

の
書
名
で
知
ら
れ
た
作
品
の
著
者
で
あ
る
。
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45

わ
た
し
た
ち
の
ど
ん
な
に
誠
実
な
尽
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
小
さ
な
持
ち
場
に
影
響
を
与
え
る
出
来
事
が
、
何
も
か
も
き
わ
め
て
不
運
で
悲
惨

な
結
末
に
な
っ
て
も
、
自
然
は
、
け
っ
し
て
わ
た
し
た
ち
を
な
ぐ
さ
め
も
せ
ず
に
放
置
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
の
な
ぐ
さ
め
は
、
胸
裏
に
住
ま
う
あ
の
人

物
の
全
面
的
な
是
認
か
ら
得
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
一
段
と
気
高
く
高
潔
無
私
な
原
理
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
原

理
と
は
、
他
者
の
幸
せ
を
ね
が
う
・
あ
る
種
の
知
恵
に
対
す
る
帰
依
と
恭
順
で
す
。
こ
の
知
恵
は
、
人
生
に
継
起
す
る
出
来
事
を
こ
と
ご
と
く
指
導
す
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
非
運
が
全
体
の
福
利
に
是
非
と
も
必
要
で
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
発
生
を
け
っ
し
て
黙
認
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
深
く
信
じ
ら

れ
ま
す
。

46

自
然
は
、
こ
の
崇
高
な
思
索
が
人
生
の
重
大
な
仕
事
・
用
事
で
あ
る
と
は
規
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
然
は
、
こ
の
思
索
が
非
運
の
な
ぐ
さ
め
で
あ

る
と
指
摘
す
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

ス
ト
ア
哲
学
は
、
こ
の
思
索
が
人
生
の
重
大
な
仕
事
・
用
事
で
あ
る
と
規
定
し
ま
す
。
ス
ト
ア
哲
学
の
教
え
は
、「
わ
た
し
た
ち
は
、
わ
が
心
の
良
好

な
秩
序
の
埒
外
で
み
ず
か
ら
の
取
捨
選
択
の
適
切
さ
と
は
無
関
係
に
起
こ
る
出
来
事
に
、
真
剣
な
関
心
を
寄
せ
て
一
喜
一
憂
し
て
は
な
ら
ぬ
。
た
だ
し
、

わ
た
し
た
ち
が
い
か
な
る
運
営
・
指
導
も
せ
ず
、
ま
た
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
持
ち
場
、
あ
の
宇
宙
の
偉
大
な
監
督
者
の
持
ち
場
に
か
か
わ
る
出
来
事
は
、

そ
の
限
り
で
な
い
。」
と
い
う
も
の
で
す
。

ス
ト
ア
哲
学
が
規
範
と
し
て
示
す
「
完
全
な
不
動
心
」
は
、
個
人
的
で
・
身
び
い
き
な
・
私
事
に
か
ま
け
る
心
の
動
き
を
抑
え
る
ば
か
り
か
、
根
絶
す

る
努
力
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
わ
が
身
や
友
人
や
祖
国
に
起
こ
り
う
る
こ
と
に
対
し
、
共
感
を
経
て
弱
ま
っ
た
公
平
な
観
察
者
の
情
念
﹇I.i.4

.7
－9

﹈
を

感
じ
る
こ
と
さ
え
許
し
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
や
り
か
た
で
ス
ト
ア
哲
学
は
、
自
然
が
人
生
の
適
切
な
仕
事
・
用
事
と
し
て
規
定
し
た
万
般
の
成
否
に
対
し
、

ま
る
き
り
わ
た
し
た
ち
を
無
頓
着
・
無
関
心
に
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。

47

哲
学
の
推
論
は
、
理
知
を
混
乱
・
困
惑
さ
せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
原
因
と
結
果
の
間
に
自
然
が
打
ち
た
て
た
必
然
的
な
連
結
を
切
断
す
る
こ
と

は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
ろ
し
い
。
わ
た
し
た
ち
の
欲
望
と
嫌
悪
、
希
望
と
恐
怖
、
歓
び
と
悲
し
み
を
自
然
に
搔
き
た
て
る
諸
原
因
は
、
ス
ト
ア

哲
学
が
ど
ん
な
に
推
論
を
尽
く
そ
う
と
も
、
各
個
人
の
実
際
の
感
受
能
力
の
程
度
に
応
じ
て
、
原
因
に
ふ
さ
わ
し
い
必
然
的
な
諸
結
果
を
き
っ
と
生
み
出
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し
ま
す
。

し
か
し
、
胸
裏
に
住
ま
う
あ
の
人
物
の
判
断
は
、
ス
ト
ア
哲
学
の
推
論
に
相
当
強
く
影
響
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
偉
大
な
同
行
者
は
、
そ

ん
な
推
論
の
教
え
を
う
け
て
、
わ
た
し
た
ち
の
個
人
的
で
・
身
び
い
き
な
・
私
事
に
か
ま
け
る
心
の
動
き
を
す
べ
て
神
妙
に
さ
せ
、
完
全
な
心
穏
や
か
に

多
少
と
も
近
づ
け
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
同
行
者
の
判
断
を
指
導
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
学
の
体
系
が
め
ざ
す
重
要
な
目
的
で
す
。

ス
ト
ア
哲
学
が
信
奉
者
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ス
ト
ア
哲
学
は
、
信
奉
者

を
け
し
か
け
て
不
要
な
暴
挙
に
出
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
心
を
高
ぶ
ら
せ
て
、
英
雄
の
傑
出
し
た
豪
胆
と
他
人
の
幸
せ
を
こ
よ
な
く

ね
が
う
心
か
ら
行
動
さ
せ
る
一
般
的
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
す
。

48

Ⅳ

上
の
古
代
の
学
問
体
系
の
ほ
か
に
、
美
徳
の
本
質
は
、
適
切
さ
―
―
行
動
の
動
機
で
あ
る
心
の
動
き
が
、
そ
れ
を
搔
き
た
て
る
原
因
・
対
象
に

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
―
―
で
あ
る
と
説
く
当
世
の
学
問
体
系
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

ク
ラ
ー
ク
博
士
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
事
物
の
諸
関
係
に
従
い
行
動
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
し
か
る
べ
き
行
為
を
し
か
る
べ
き
事

物
・
し
か
る
べ
き
関
係
に
当
て
は
め
て
「
か
み
合
う
」
か
「
か
み
合
わ
な
い
」
か
に
応
じ
て
、
ふ
る
ま
い
を
紀
律
す
る
こ
と
で
す
。
ウ
ラ
ス
ト
ン
氏
の
学

問
体
系
に
よ
る
と
（
46
）、

美
徳
の
本
質
は
、
も
の
ご
と
の
真
実
、
事
物
の
適
切
な
自
然
本
性
・
本
質
に
従
い
行
動
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
も
の
ご
と
を
そ
の
真

の
あ
り
か
た
に
従
っ
て
扱
い
、
そ
れ
に
反
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
で
す
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
卿
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
（
47
）、

美
徳
の
本
質
は
、
心
の
動
き
に
適
切

な
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
い
か
な
る
情
念
に
も
そ
の
適
切
な
領
分
か
ら
逸
脱
を
許
さ
な
い
こ
と
で
す
。

以
上
の
学
問
体
系
は
い
ず
れ
も
、
同
一
の
基
本
的
観
念
を
多
少
と
も
不
正
確
に
記
述
し
て
い
ま
す
。

（
46
）
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
に
つ
い
て
は
前
出
・
注
2
を
見
よ
。W

illiam
W
ollaston

（1660
－1724

）,Religion
ofN
ature

D
elineated

（1722

）,I.

（
47
）A

nthony
A
shley

Cooper,3
rd
Earl

of
Shaftesbury

（1671
－1724

）,Inquiry
C
oncerning

Virtue
（1699

）I.ii.3
,
in
his
C
haracteristics

of
M
en,
M
anners,

O
pinions,

Tim
es,
ed.L.E.K

lein,
Cam
bridge,1999

,
pp.172

－3
.

ス
ミ
ス
は
、Rhetoric

i.137
－i.v.148

で
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
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49

上
の
学
問
体
系
は
い
ず
れ
も
、
心
の
動
き
の
ふ
さ
わ
し
さ
・
適
切
さ
を
見
極
め
た
り
判
定
し
た
り
す
る
精
緻
・
克
明
な
基
準
を
呈
示
せ
ず
、
い
や
、

呈
示
す
る
そ
ぶ
り
さ
え
見
せ
ま
せ
ん
。
そ
の
精
緻
で
克
明
な
基
準
は
、
公
平
で
事
情
に
詳
し
い
観
察
者
が
共
感
に
よ
っ
て
い
だ
く
心
情
以
外
に
見
出
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

50

さ
ら
に
、
美
徳
に
つ
い
て
上
の
各
学
問
体
系
が
与
え
る
記
述
、
少
な
く
と
も
、
与
え
る
心
づ
も
り
・
意
図
が
あ
る
記
述
―
―
と
い
う
の
は
、
自
分
が

記
述
し
た
い
内
容
を
表
現
す
る
手
際
に
あ
ま
り
恵
ま
れ
な
い
当
世
の
著
者
も
若
干
い
る
の
で
―
―
は
、
な
か
な
か
当
を
得
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
限
界
が

あ
り
ま
す
。

美
徳
は
必
ず
適
切
さ
を
も
ち
、
適
切
さ
を
も
て
ば
ど
ん
な
場
合
に
も
、
あ
る
程
度
の
是
認
を
与
え
ら
れ
て
当
然
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
ま
だ
こ
の

記
述
で
は
不
完
全
で
す
。
と
い
う
の
は
、
適
切
さ
は
、
あ
ら
ゆ
る
有
徳
な
行
為
に
含
ま
れ
る
本
質
的
な
構
成
要
素
で
す
が
、
そ
の
唯
一
の
構
成
要
素
と
は

か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
す
。
恵
み
深
い
行
為
は
、
そ
こ
に
も
う
ひ
と
つ
の
資
質
を
含
み
、
こ
の
資
質
の
お
か
げ
で
そ
の
行
為
は
、
是
認
に
値
す
る
ば
か
り
か
、

返
礼
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
。
上
の
学
問
体
系
は
い
ず
れ
も
、
恵
み
深
い
行
為
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
格
段
に
強
い
敬
意
、
つ
ま
り
、
そ
の
行
為
が

自
然
に
搔
き
た
て
る
違
っ
た
種
類
の
感
情
﹇
感
謝
の
念
﹈
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
も
十
分
な
説
明
も
し
て
い
ま
せ
ん
。

悪
徳
の
記
述
も
、
美
徳
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
不
完
全
で
す
。
そ
の
理
由
も
上
と
同
様
で
あ
っ
て
、
不
適
切
さ
は
あ
ら
ゆ
る
背
徳
の
行
為
に
必
ず
含
ま
れ
る

構
成
要
素
で
す
が
、
唯
一
の
構
成
要
素
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
、
こ
の
上
な
い
不
見
識
と
不
適
切
さ
が
、﹇
背
徳
と
は
見
え
な
い
﹈
ず
い

ぶ
ん
無
害
で
と
る
に
足
り
な
い
行
為
に
含
ま
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
に
害
を
お
よ
ぼ
す
傾
向
が
あ
る
行
為
を
故
意
に
す
る

こ
と
は
、
不
適
切
さ
ば
か
り
か
、
独
自
の
資
質
を
含
み
、
こ
の
資
質
の
せ
い
で
そ
の
行
為
は
、
否
認
に
値
す
る
ば
か
り
か
、
処
罰
に
値
す
る
と
映
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
た
だ
い
け
好
か
な
い
対
象
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
憤
り
と
仕
返
し
の
対
象
と
し
て
映
る
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
上
の
学
問
体
系

は
い
ず
れ
も
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
行
為
に
対
し
て
い
だ
く
格
段
に
強
い
嫌
悪
感
﹇
憤
り
﹈
に
つ
い
て
、
簡
単
な
説
明
も
十
分
な
説
明
も
し
て
い
ま
せ

ん
。
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第
二
章

美
徳
の
本
質
は
予
見
注
意
力
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

美
徳
の
本
質
は
、
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
資
質
﹇
予
見
注
意
力
﹈
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
の
う
ち
、
も
っ
と
も
古
く
、
ま
た
、
書
き
残
さ
れ
た

も
の
が
か
な
り
の
程
度
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
体
系
で
す
。
し
か
し
、
彼
は
、
そ
の
哲
学
の
指
導
原
理
を
す
べ
て
幾
人
か
の
先
行
者
、

と
く
に
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ポ
ス
か
ら
借
用
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
（
48
）。

も
っ
と
も
、
こ
ん
な
彼
の
論
敵
の
言
い
が
か
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
エ

ピ
キ
ュ
ロ
ス
が
そ
の
指
導
原
理
を
適
用
す
る
手
法
は
、
ま
っ
た
く
彼
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

2

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
（
ｈ
）、

肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
は
、
自
然
な
欲
望
と
嫌
悪
の
唯
一
の
究
極
的
対
象
で
す
。

「
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
は
、
つ
ね
に
欲
望
と
嫌
悪
の
自
然
な
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
証
明
す
る
ま
で
も
な
い
と
彼
は
考
え
ま
し
た
。
た
し
か

に
、
快
楽
が
避
け
ら
れ
て
い
る
と
映
る
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
快
楽
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
を
味
わ
う
せ
い
で
、

別
の
も
っ
と
大
き
な
快
楽
を
奪
わ
れ
た
り
、
こ
の
快
楽
を
求
め
る
以
上
に
強
く
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
苦
痛
に
さ
ら
さ
れ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。
苦
痛
も
、

快
楽
の
場
合
と
同
様
で
、
ふ
さ
わ
し
い
選
択
肢
と
映
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
理
由
は
、
そ
れ
が
苦
痛
だ
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
に
耐

え
る
こ
と
で
い
っ
そ
う
大
き
な
苦
痛
を
避
け
ら
れ
た
り
、
ず
っ
と
重
要
な
快
楽
を
得
ら
れ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、「
肉
体
の
苦
痛
と
快
楽
は

つ
ね
に
欲
望
と
嫌
悪
の
自
然
な
対
象
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
だ
と
彼
は
考
え
ま
し
た
。

さ
ら
に
、「
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
は
、
欲
望
と
嫌
悪
の
唯
一
の
究
極
的
対
象
で
あ
る
」と
い
う
命
題
も
証
明
す
る
必
要
は
な
い
と
彼
は
想
像
し
ま
し
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
以
外
の
も
の
が
求
め
ら
れ
た
り
避
け
ら
れ
た
り
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
対
象
に
は
必
ず
肉
体
の
快
楽
か
苦
痛
を
生
み

出
す
傾
向
が
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
求
め
ら
れ
た
り
避
け
ら
れ
た
り
す
る
の
で
す
。
権
力
と
富
は
、
快
楽
を
手
元
に
届
け
る
傾
向
が
あ
る
せ
い
で
欲
求

の
対
象
に
な
り
、
そ
の
反
対
に
、
貧
し
く
日
の
目
を
見
な
い
こ
と
は
、
苦
痛
を
生
み
出
す
傾
向
の
せ
い
で
、
嫌
悪
の
対
象
に
な
る
わ
け
で
す
。
名
誉
・
名

（
48
）
前
出V

I.I.10

の
注
5
を
見
よ
。

（
ｈ
）
キ
ケ
ロ
『
善
と
悪
の
究
極
に
つ
い
て
』
第
一
巻
。
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
ウ
スI.

x

を
見
よ
。
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声
が
重
ん
じ
ら
れ
る
理
由
は
、
と
も
に
暮
ら
す
人
び
と
の
敬
意
と
愛
情
が
、
快
楽
を
手
元
に
届
け
、
苦
痛
か
ら
身
を
守
る
の
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を

も
つ
か
ら
で
す
。
そ
の
反
対
に
、
醜
聞
・
悪
名
が
避
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
、
と
も
に
暮
ら
す
人
び
と
の
憎
し
み
・
軽
蔑
・
憤
り
が
、
身
の
安
全
を
す
べ

て
破
壊
し
、
わ
た
し
た
ち
を
き
わ
め
て
ひ
ど
い
肉
体
的
害
悪
に
さ
ら
さ
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
で
す
。

3

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
心
の
快
楽
と
苦
痛
は
す
べ
て
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
か
ら
引
き
出
さ
れ
ま
す
。
心
が
幸
せ
な
の
は
、

過
去
の
肉
体
的
快
楽
の
こ
と
を
思
い
、
ほ
か
の
肉
体
的
快
楽
の
訪
れ
を
待
望
す
る
と
き
で
あ
り
、
心
が
不
幸
な
の
は
、
か
つ
て
肉
体
が
耐
え
忍
ん
だ
苦
痛

を
あ
れ
こ
れ
思
い
、
そ
れ
と
同
じ
か
も
っ
と
ひ
ど
い
将
来
の
苦
痛
に
お
び
え
る
と
き
で
す
。

4

し
か
し
、
心
の
快
楽
と
苦
痛
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
元
に
な
る
肉
体
の
快
苦
よ
り
も
は

る
か
に
強
力
で
す
。
肉
体
が
感
じ
る
の
は
、
現
在
の
瞬
間
の
感
覚
作
用
だ
け
で
す
が
、
一
方
、
心
が
感
じ
る
の
は
、
そ
れ
に
加
え
て
過
去
と
未
来
の
感
懐

で
あ
り
、
前
者
は
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
者
は
予
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
、
結
局
、
心
が
感
じ
る
苦
痛
と
快
楽
は
ど
ち
ら
も
、
肉
体
の

そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
り
ま
す
。

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
が
観
察
す
る
と
お
り
、
き
わ
め
て
ひ
ど
い
肉
体
の
苦
痛
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
を
主
に
さ
い
な
む
の
は
、
現
在
の
瞬

間
の
苦
し
み
で
な
く
、
身
も
だ
え
し
な
が
ら
想
起
す
る
過
去
の
苦
し
み
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
一
段
と
身
の
毛
が
よ
だ
ち
ぞ
っ
と
す
る
未
来
の
苦
し
み
で

す
。
こ
の
事
実
は
注
意
し
て
み
れ
ば
つ
ね
に
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
瞬
間
そ
の
瞬
間
の
苦
痛
は
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
、
先
行
す
る
苦
痛
と
後

続
す
る
苦
痛
の
す
べ
て
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
れ
ば
、
些
細
な
も
の
で
、
こ
と
さ
ら
気
に
と
め
る
価
値
は
あ
り
ま
せ
ん
。
所
詮
、
お
よ
そ
肉
体
が
被
る
と

い
え
る
の
は
こ
れ
に
尽
き
ま
す
。

き
わ
め
て
大
き
な
快
楽
を
味
わ
う
と
き
も
同
様
で
、
肉
体
が
感
受
す
る
作
用
、
現
在
の
瞬
間
の
感
覚
作
用
は
、
幸
福
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
部
分
で
し
か

な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
味
わ
う
歓
び
が
湧
き
あ
が
る
主
な
源
泉
は
、
過
去
の
快
楽
を
愉
快
に
思
い
返
す
こ
と
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
よ
り
一
段
と
心
弾
ま
せ

て
未
来
の
快
楽
を
予
感
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
心
は
、
人
び
と
が
味
わ
う
楽
し
み
の
き
わ
め
て
大
き
な
分
量
を
い
つ
も
提
供
し
、
そ
の
点
で
肉
体
を

は
る
か
に
し
の
ぎ
ま
す
。
以
上
の
事
実
は
つ
ね
に
認
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
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5

し
た
が
っ
て
、
幸
・
不
幸
は
、
主
に
心
し
だ
い
で
決
ま
る
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
本
性
の
こ
の
部
分
﹇
心
﹈
が
円
満
な
気
性
で
あ
り
、

わ
た
し
た
ち
の
思
想
と
意
見
が
自
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
肉
体
が
ど
ん
な
ふ
う
に
影
響
を
被
ろ
う
と
、
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ひ
ど
い
肉
体
の
苦
痛
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
理
性
と
判
断
力
が
肉
体
に
優
位
を
保
つ
な
ら
ば
、
相
変
わ
ら
ず
相
当
な
分
量
の
幸
福
を
味
わ
え

ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
過
去
の
快
楽
を
想
い
出
し
、
未
来
の
快
楽
を
待
望
し
て
愉
快
に
過
ご
せ
ま
す
し
、
そ
ん
な
苦
境
に
あ
っ
て
さ
え
、
被
ら
ざ
る
を

え
な
い
苦
し
み
の
本
質
に
じ
っ
と
思
い
を
凝
ら
す
こ
と
で
、
苦
痛
の
過
酷
さ
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
こ
れ
は
単
に
肉
体
が
感
受

す
る
作
用
、
現
在
の
瞬
間
の
苦
痛
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
す
な
ら
ば
あ
ま
り
ひ
ど
く
な
い
は
ず
だ
。」「
肉
体
の
苦
痛
が
続
く
こ
と
に
ぞ
っ
と
し

て
ど
ん
な
に
身
も
だ
え
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
心
に
や
ど
る
意
見
の
仕
業
で
あ
り
、
も
っ
と
正
当
な
諸
感
情
に
よ
っ
て
矯
正
で
き
る
」
と
思
い
返
す
わ
け
で

す
。
た
と
え
ば
、「
苦
痛
が
激
し
く
て
も
、
お
そ
ら
く
一
過
性
の
も
の
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
り
、「
苦
痛
が
長
期
性
の
も
の
で
も
、
お
そ
ら
く
穏
や
か
な
痛

み
で
あ
っ
て
、
小
康
状
態
が
間
隔
を
お
い
て
何
度
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
り
、「
と
に
か
く
死
は
い
つ
も
手
近
に
あ
り
、
生
か
ら
解
放
し
て
ほ
し
い

と
す
ぐ
に
声
を
か
け
ら
れ
る
」
と
考
え
た
り
す
る
の
で
す
。
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
死
は
、
苦
痛
で
も
快
楽
で
も
す
べ
て
の
感
覚
作
用
を
終
わ
ら
せ

る
の
で
、
悪
し
き
事
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
彼
の
所
論
で
は
、
わ
た
し
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
と
き
、
死
は
存
在
せ
ず
、
死
が
存
在
し
て
い
る
と
き
、

わ
た
し
た
ち
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
死
は
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
と
い
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
（
49
）。

6

外
傷
の
苦
痛
か
ら
生
ず
る
現
実
の
感
覚
作
用
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
こ
と
小
さ
く
、
恐
れ
る
ま
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
快
楽
か
ら
生
ず
る
現
実

の
感
覚
作
用
は
、
そ
れ
よ
り
も
一
段
と
小
さ
く
、
欲
し
が
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
快
楽
の
感
覚
作
用
は
、
苦
痛
の
そ
れ
よ
り
も
鋭
利
さ
で
ず
っ

と
劣
り
ま
す
﹇I.iii.1
.3
;
III.2
.15

﹈。
で
す
か
ら
、
苦
痛
の
感
覚
作
用
が
、
円
満
な
気
性
の
心
の
幸
福
か
ら
ほ
と
ん
ど
何
も
奪
え
な
い
と
す
れ
ば
、
快

楽
の
感
覚
作
用
は
、
そ
の
幸
福
に
ほ
と
ん
ど
何
も
付
け
足
せ
な
い
で
し
ょ
う
。

身
体
が
苦
痛
か
ら
自
由
で
あ
り
、
心
が
恐
怖
と
焦
燥
か
ら
自
由
で
あ
る
と
き
、
肉
体
の
快
楽
は
、
余
分
な
感
覚
作
用
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
重
要
な
意

義
を
も
ち
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
そ
の
感
覚
作
用
は
、「
憂
さ
を
晴
ら
す
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
境
遇
の
「
幸
福
を
増
進
す
る
」
と
い

（
49
）D

iogenes
Laertius,

Lives
ofthe

Philosophers,
X
.125

に
基
づ
く
。
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う
言
い
か
た
は
適
切
で
あ
り
ま
せ
ん
。

7

し
た
が
っ
て
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
肉
体
の
安
楽
、
そ
し
て
、
安
心
・
心
穏
や
か
さ
こ
そ
、
人
間
の
自
然
本
性
が
も
っ
と
も
完
成
し
た
状
態

で
あ
り
、
人
間
に
享
受
で
き
る
最
高
の
至
福
の
本
質
で
す
。
こ
れ
は
、
自
然
な
欲
望
の
偉
大
な
目
的
で
あ
り
、
そ
の
達
成
こ
そ
が
、
す
べ
て
の
美
徳
の
唯

一
の
目
標
で
す
。
彼
に
よ
る
と
、
美
徳
が
望
ま
し
い
の
は
、
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
か
ら
で
な
く
、
こ
の
境
遇
を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
か
ら
で
す
。

8

こ
の
哲
学
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、
予
見
注
意
力
は
、
す
べ
て
の
美
徳
の
源
泉
・
原
理
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
は
、
そ
れ
自
体
に
価

値
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
注
意
深
く
・
ね
ば
り
強
く
・
抜
け
目
な
い
心
の
状
態
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
ど
ん
な
先
々
の
結
果
に
も
、
絶
え

ず
監
視
の
目
を
光
ら
せ
、
片
時
も
注
意
を
怠
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
楽
し
く
も
な
く
心
地
よ
く
も
な
い
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
原

理
は
、
最
大
限
の
善
を
手
元
に
届
け
、
最
大
限
の
悪
を
遠
ざ
け
る
傾
向
を
も
ち
、
だ
か
ら
こ
そ
、
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
の
で
す
。

9

さ
ら
に
、
快
楽
を
差
し
控
え
る
こ
と
、
享
楽
を
求
め
る
自
然
な
情
念
の
た
が
を
締
め
・
押
し
こ
ろ
す
こ
と
は
、
節
制
の
職
分
で
す
が
、
こ
の
美
徳
が

望
ま
し
い
の
は
、
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
美
徳
の
価
値
が
ど
こ
か
ら
生
ず
る
か
と
い
え
ば
、
ひ
と
え
に
、
そ
れ
が
役
に

立
つ
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
将
来
の
一
段
と
大
き
な
享
楽
の
た
め
に
現
在
の
享
楽
を
先
延
ば
し
に
し
た
り
、
現
在
の
享
楽
か
ら
生
じ
か
ね
な
い
一
段
と

大
き
な
苦
痛
を
避
け
た
り
す
る
力
を
授
け
て
く
れ
る
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
節
制
は
、
快
楽
と
の
関
係
か
ら
見
た
予
見
注
意
力
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

10

労
働
に
耐
え
、
苦
痛
を
忍
び
、
危
険
や
死
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
勇
猛
の
美
徳
に
先
導
さ
れ
て
ゆ
き
つ
く
境
遇
で
す
が
、
た
し
か
に
そ

れ
は
、
自
然
な
欲
望
の
対
象
に
一
段
と
な
り
に
く
い
も
の
で
す
。
こ
ん
な
境
遇
が
選
ば
れ
る
の
は
、
よ
り
大
き
な
害
悪
を
避
け
る
た
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ

ん
。
わ
た
し
た
ち
が
労
働
に
甘
ん
じ
る
の
は
、
貧
困
か
ら
く
る
い
っ
そ
う
大
き
な
恥
辱
と
苦
痛
を
避
け
る
た
め
で
す
し
、
わ
が
身
を
危
険
や
死
に
さ
ら
す

の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
由
と
所
有
―
―
そ
れ
は
快
楽
と
幸
福
を
得
る
手
段
・
道
具
で
す
―
―
を
守
り
、
あ
る
い
は
、
祖
国
の
安
全
―
―
そ
こ
に
わ
が
身

の
安
全
は
ど
う
し
て
も
包
含
さ
れ
ま
す
―
―
を
守
る
た
め
で
す
。
勇
猛
の
美
徳
は
、
以
上
す
べ
て
を
現
在
の
境
遇
で
な
し
う
る
最
善
と
し
て
朗
ら
か
に
お
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こ
な
う
力
を
授
け
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
実
態
は
、
苦
痛
・
労
働
・
危
険
を
適
切
に
評
価
し
て
、
ひ
ど
い
ほ
う
を
避
け
る
た
め
に
ま
し
な
ほ
う
を
つ
ね
に
選

ぶ
、
予
見
注
意
力
、
洞
察
力
、
胆
力
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

11

以
上
の
こ
と
は
、
正
義
に
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
他
人
の
も
の
に
手
を
か
け
る
の
を
差
し
控
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
価
値

が
あ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、「
わ
た
し
の
持
ち
物
は
、
あ
な
た
が
占
有
す
る
よ
り
わ
た
し
が
占
有
す
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

が
あ
な
た
に
と
っ
て
ま
ち
が
い
な
く
好
ま
し
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
あ
な
た
は
、
お
よ
そ
わ
た
し
の
も
の
に
手
を
か
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
禁
止
に
違
反
す
れ
ば
、
世
人
が
憤
り
、
怒
り
を
炸
裂
さ
せ
、
あ
な
た
の
心
の
安
ら
ぎ
と
穏
や
か
さ
を
す
っ
か
り
壊
す
か
ら
で
す
。
あ
な

た
は
、
人
び
と
が
あ
な
た
を
処
罰
し
よ
う
と
絶
え
ず
隙
を
う
か
が
っ
て
い
る
と
想
像
し
、
ど
ん
な
権
力
も
術
策
も
隠
れ
家
も
こ
の
処
罰
か
ら
あ
な
た
を
守

る
の
に
決
し
て
十
分
で
な
い
と
空
想
し
、
そ
ん
な
処
罰
を
思
い
浮
か
べ
て
は
恐
怖
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
呆
然
と
す
る
で
し
ょ
う
。

正
義
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
種
類
が
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
わ
た
し
た
ち
と
隣
人
が
結
び
う
る
多
様
な
関
係
―
―
親
族
か
、
友
人
か
、
恩
人
か
、
上
司
か
、

同
格
市
民
か
―
―
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
相
手
に
適
切
な
善
の
計
ら
い
を
す
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
種
の
正
義
も
、
上
と
同
じ
理
由
か
ら
勧
告
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
す
べ
て
に
お
い
て
、
適
切
に
行
動
す
れ
ば
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
か
ら
敬
意
と
愛
情
を
届
け
ら
れ
、
不
適
切
に
行
動

す
れ
ば
、
彼
ら
の
軽
蔑
と
憎
し
み
を
搔
き
た
て
ま
す
。
正
義
に
従
う
行
為
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
の
胸
の
く
つ
ろ
ぎ
と
心
穏
や
か
さ
―
―
あ

ら
ゆ
る
欲
求
の
偉
大
で
究
極
的
な
対
象
―
―
を
自
然
に
確
保
し
、
正
義
に
違
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
き
っ
と
危
険
に
さ
ら
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
正
義
と
い
う
美
徳
、
す
べ
て
の
美
徳
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
美
徳
は
、
ひ
と
え
に
、
隣
人
と
の
関
係
に
お
い
て
、
配
慮
が
行
き
届

き
・
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

12

以
上
が
、
美
徳
の
自
然
本
性
に
関
す
る
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
学
説
で
す
。
こ
の
哲
学
者
は
、
き
わ
め
て
い
つ
く
し
ま
れ
る
気
風
の
人
で
あ
っ
た
と
記
さ

れ
て
お
り
、
そ
ん
な
人
物
が
以
下
の
諸
点
を
な
ん
ら
観
察
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
と
て
も
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
上

記
の
美
徳
や
そ
れ
に
逆
ら
う
悪
徳
が
、
肉
体
の
安
楽
・
安
全
と
の
関
係
で
ど
ん
な
傾
向
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
も
た
ら
す
結
果
の
う
ち
、
他
人
の
胸

裏
に
自
然
に
搔
き
た
て
る
感
情
ほ
ど
狂
お
し
い
欲
望
や
嫌
悪
の
対
象
は
な
い
。
お
よ
そ
円
満
な
気
性
の
心
か
ら
見
れ
ば
、
い
つ
く
し
ま
れ
る
価
値
が
あ
る
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こ
と
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
価
値
が
あ
る
こ
と
、
敬
意
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
愛
情
・
尊
敬
・
敬
意
が
﹇
実
際
に
﹈
届
け
る
ど
ん
な
く
つ
ろ
ぎ
・
身

の
安
全
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
反
対
に
、
毛
嫌
い
に
値
す
る
こ
と
、
軽
蔑
に
値
す
る
こ
と
、
怒
り
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
こ
と
は
、
憎
し
み
・
軽
蔑
・
怒

り
に
よ
っ
て
﹇
実
際
に
﹈
肉
体
に
被
る
ど
ん
な
苦
し
み
よ
り
も
お
ぞ
ま
し
い
。
結
局
、
前
者
の
人
柄
で
あ
り
た
い
と
い
う
欲
求
、
後
者
の
人
柄
で
あ
り
た

く
な
い
と
い
う
嫌
悪
感
が
湧
き
あ
が
る
の
は
、
そ
ん
な
人
柄
が
い
か
に
も
肉
体
上
に
生
み
だ
し
そ
う
な
結
果
へ
の
関
心
か
ら
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

13

こ
の
学
問
体
系
が
、
わ
た
し
の
打
ち
た
て
よ
う
と
努
め
て
き
た
体
系
と
ま
っ
た
く
相
容
れ
な
い
の
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
ん
な
事
物
の

説
明
を
確
か
ら
し
く
思
わ
せ
る
の
は
、
妙
な
言
い
か
た
で
す
が
、
自
然
の
ど
ん
な
存
在
様
式
か
、
つ
ま
り
、
自
然
に
つ
い
て
の
ど
ん
な
独
自
の
見
解
・
着

眼
点
か
と
い
う
問
題
は
、
難
な
く
解
明
で
き
ま
す
。

自
然
の
創
造
主
が
仕
組
ん
だ
賢
明
な
計
ら
い
に
よ
り
、
美
徳
は
、
通
常
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
現
世
の
生
活
に
つ
い
て
さ
え
真
の
知
恵
で
あ
り
、
安
全

と
福
利
を
と
も
に
獲
得
す
る
い
ち
ば
ん
確
実
で
速
や
か
な
手
段
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
従
事
す
る
仕
事
が
成
功
す
る
か
頓
挫
す
る
か
は
、
自
分
に
つ
い
て

普
段
い
だ
か
れ
て
い
る
世
評
の
良
し
悪
し
に
と
て
も
左
右
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
心
理
的
習
性
が
概
し
て
わ
た
し
た
ち
を
つ
い

助
け
て
や
り
た
い
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
か
、
つ
い
邪
魔
し
て
や
り
た
い
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
か
に
ず
い
ぶ
ん
左
右
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
他
人
の
有
利
な

判
定
を
得
、
不
利
な
判
定
を
避
け
る
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
た
・
確
実
で
・
た
や
す
く
・
速
や
か
な
や
り
か
た
は
、
自
分
自
身
が
、
不
利
な
判
定
で
な
く
有
利

な
判
定
の
適
切
な
対
象
に
な
る
こ
と
で
あ
る
の
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
あ
な
た
は
、
よ
い
音
楽
家
だ
と
い
う
評
判
を
得
た
い
と
思
う
か
。
そ
れ
を
得
る
唯
一
の
確
実
な
道
は
、
よ
い
音
楽

家
に
な
る
こ
と
だ
。
な
ら
ば
同
様
に
、
あ
な
た
は
将
軍
や
政
治
家
と
し
て
祖
国
に
尽
く
す
力
量
が
あ
る
と
人
び
と
か
ら
認
め
ら
れ
た
い
と
思
う
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
場
合
で
も
最
良
の
道
は
、
戦
争
と
統
治
に
つ
い
て
技
術
と
経
験
を
実
際
に
身
に
つ
け
、
将
軍
や
政
治
家
と
し
て
実
際
に
適
任
者
に
な
る
こ
と

だ
。
な
ら
ば
ま
た
同
様
に
、
あ
な
た
が
、
冷
静
で
・
節
制
し
・
心
正
し
く
・
衡
平
を
お
も
ん
ぱ
か
る
人
と
し
て
認
め
ら
れ
た
い
と
思
う
な
ら
、
そ
ん
な
評

判
を
獲
得
す
る
最
善
の
道
は
、
冷
静
で
・
節
制
し
・
心
正
し
く
・
衡
平
を
お
も
ん
ぱ
か
る
人
に
な
る
こ
と
だ
。
も
し
あ
な
た
が
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
人

に
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
人
に
、
敬
意
を
払
わ
れ
る
の
が
適
切
な
対
象
に
、
実
際
に
な
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
心
配
し
な
く
て
も
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た

ち
か
ら
愛
情
・
尊
敬
・
敬
意
を
す
ぐ
に
得
ら
れ
る
（
50
）。」
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し
た
が
っ
て
、
美
徳
の
実
践
は
、
概
し
て
わ
た
し
た
ち
の
利
益
に
ま
こ
と
有
利
で
あ
り
、
悪
徳
の
実
践
は
ま
こ
と
不
利
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
相
反
す

る
傾
向
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
美
徳
の
上
に
さ
ら
な
る
美
し
さ
と
適
切
さ
を
、
悪
徳
の
上
に
さ
ら
な
る
醜
さ
と
不
適
切
さ
を
、
新
た
に
刻
印
す
る
の
は
疑

い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
節
制
、
豪
胆
、
正
義
、
恵
み
深
さ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
特
徴
に
基
づ
き
是
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
付
け
さ

れ
た
特
徴
―
―
こ
の
上
も
な
く
賢
明
で
、
じ
つ
に
遠
く
ま
で
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
こ
と
―
―
に
基
づ
い
て
是
認
さ
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

同
様
に
し
て
、
こ
れ
に
反
す
る
悪
徳
、
つ
ま
り
、
不
節
制
、
小
心
、
不
正
義
、
他
人
の
不
幸
を
願
っ
た
り
私
利
私
欲
を
む
さ
ぼ
っ
た
り
す
る
資
質
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
固
有
な
特
徴
に
基
づ
き
否
認
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
付
け
さ
れ
た
特
徴
―
―
こ
の
上
も
な
く
目
先
が
利
か
ず
、
愚
か
し
く
浅
は
か
で
あ
る
こ

と
―
―
に
基
づ
い
て
否
認
さ
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
。

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
は
、
ど
ん
な
美
徳
を
論
じ
る
と
き
で
も
、
こ
の
種
の
﹇
あ
と
か
ら
刻
印
さ
れ
た
﹈
適
切
さ
ば
か
り
に
着
眼
し
て
い
た
と
映
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
紀
律
正
し
く
ふ
る
ま
い
な
さ
い
と
他
人
を
説
得
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
人
の
心
に
き
わ
め
て
よ
く
浮
か
び
が
ち
な
見
解
で
す
。
人
び
と
の
実
践

か
ら
判
断
し
て
、
ま
た
お
そ
ら
く
彼
ら
の
処
世
訓
か
ら
し
て
も
、
ど
う
や
ら
美
徳
の
自
然
な
美
し
さ
は
彼
ら
に
大
し
た
効
き
目
が
な
さ
そ
う
だ
と
一
見
し

て
明
ら
か
な
場
合
、
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
の
愚
か
し
さ
を
眼
前
に
示
し
て
や
り
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
せ
い
で
結
局
は
彼
ら
自
身
が
ど
れ
ほ
ど
苦
し
む
公
算
が

高
い
か
を
説
い
て
聞
か
せ
る
以
外
に
、
ど
う
す
れ
ば
彼
ら
の
心
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
﹇II.ii.3

.8

﹈。

14

ま
た
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
徳
を
す
べ
て
こ
の
一
種
類
の
適
切
さ
に
仕
立
て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
人
に
生
来
そ
な
わ
る
性
癖

に
ひ
た
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
殊
に
哲
学
者
が
、
独
創
性
を
披
露
す
る
定
石
と
し
て
涵
養
す
る
こ
と
に
執
心
し
が
ち
な
性
癖
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
現
象

を
で
き
る
か
ぎ
り
少
な
い
原
理
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
性
癖
で
す
。
そ
し
て
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
が
、
自
然
な
欲
望
と
嫌
悪
の
第
一
次
的
対
象
を
す
べ
て

肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
に
帰
し
た
と
き
、
こ
の
性
癖
に
一
段
と
深
く
ひ
た
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
原
子
論
哲
学
の
偉
大
な
後
援
者
で
あ
り
、

物
体
の
あ
ら
ゆ
る
力
と
性
質
を
説
明
す
る
と
き
、
一
目
で
す
ぐ
わ
か
る
万
人
周
知
の
こ
と
―
―
物
質
を
構
成
す
る
小
さ
な
部
分
が
織
り
な
す
形
状
・
運

動
・
編
制
―
―
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
に
ま
こ
と
大
き
な
楽
し
み
を
味
わ
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
彼
で
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
し
て
、
心
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
・

（
50
）
こ
の
箇
所
は
、
引
用
文
で
は
な
く
、X

enophon,
M
em
orabilia,

I.vii.2
－5

を
元
に
し
た
言
い
換
え
で
あ
る
。
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情
念
を
一
目
で
す
ぐ
わ
か
る
万
人
周
知
の
こ
と
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
似
た
よ
う
な
満
足
感
を
味
わ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

15

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
学
問
体
系
は
、「
美
徳
の
本
質
は
、
自
然
な
欲
望
の
第
一
次
的
対
象
（
ｉ
）を

得
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
し
か
た
で
行
動

す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
説
く
点
で
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ゼ
ノ
ン
の
体
系
と
合
致
し
ま
す
。
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
体
系
と
プ
ラ
ト
ン
ら
の
体
系

の
違
い
は
、
つ
ぎ
の
二
点
に
あ
り
ま
す
。
第
一
に
、
自
然
な
欲
望
の
第
一
次
的
対
象
に
関
す
る
説
明
、
第
二
に
、
美
徳
の
卓
越
性
、
つ
ま
り
、
美
徳
が
尊

重
さ
れ
る
べ
き
理
由
の
説
明
に
み
ら
れ
ま
す
。

16

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
自
然
な
欲
望
の
第
一
次
的
対
象
の
本
質
は
、
肉
体
の
快
楽
と
苦
痛
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、

ほ
か
の
三
人
の
哲
学
者
の
所
論
で
は
、
知
識
、
あ
る
い
は
、
親
族
・
友
人
・
祖
国
の
幸
福
な
ど
、
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
の
対
象
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
突
き

詰
め
る
と
、
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
か
ら
望
ま
し
い
と
さ
れ
ま
す
。

17

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
と
、
美
徳
も
、
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
か
ら
追
求
に
値
す
る
わ
け
で
な
く
、
美
徳
そ
れ
自
体
は
、
自
然
な
欲
求
の
究
極
的

対
象
に
は
属
し
ま
せ
ん
。
美
徳
が
選
ば
れ
る
対
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
苦
痛
を
予
防
し
、
安
楽
と
快
楽
を
手
元
に
届
け
る
傾
向
を
も
つ
か
ら
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ほ
か
の
三
人
の
意
見
に
よ
る
と
、
美
徳
が
望
ま
し
い
の
は
、
自
然
な
欲
望
の
・
ほ
か
の
第
一
次
的
対
象
を
届
け
る
手
段
で
あ
る
ば

か
り
か
、
美
徳
そ
の
も
の
が
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
ま
さ
る
価
値
を
含
む
か
ら
で
す
。
人
間
は
行
動
す
る
よ
う
生
ま
れ
つ
い
て
い
る
以
上
、
人
間
の

幸
福
の
本
質
は
、
他
律
的
な
感
覚
作
用
が
心
地
よ
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
律
的
な
力
を
適
切
に
発
揮
す
る
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
彼
ら
は
考
え

ま
し
た
。
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第
三
章

美
徳
の
本
質
は
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

美
徳
の
本
質
は
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
は
、
す
で
に
わ
た
し
が
説
明
し
た
す
べ
て
の
体
系
ほ
ど
古
く
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
そ
れ
で
も
ず
い
ぶ
ん
と
古
い
も
の
で
す
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
頃
お
よ
び
そ
れ
以
後
に
折
衷
派
と
自
称
し
た
哲
学
者
は
、
大
抵
が
こ
の
学
説
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
彼
ら
は
主
に
プ
ラ
ト
ン
と
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
学
説
の
信
奉
者
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
た
め
後
期
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
の
名
で
一
般

に
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
51
）。

2

上
の
論
者
た
ち
に
よ
る
と
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
・
愛
情
は
、
神
々
し
い
自
然
本
性
を
も
つ
点
で
随
一
の
行
動
原
理
で
あ
り
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ

る
属
性
の
発
揮
を
指
導
し
ま
す
。

神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
は
善
良
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
数
々
の
目
的
が
示
唆
さ
れ
、
そ
の
無
限
の
権
力
が
そ
ん
な
目
的
の
実
行
に
揮
わ
れ
ま
す
。
そ
の

際
、
そ
の
存
在
の
知
恵
は
、
そ
ん
な
目
的
を
実
現
す
る
手
段
の
発
見
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
は
、
依
然
と
し
て
最
高
位

の
支
配
者
た
る
属
性
で
あ
り
、
ほ
か
の
属
性
は
こ
れ
に
奉
仕
し
ま
す
。
ま
た
、
神
意
の
作
動
が
こ
と
ご
と
く
勝
れ
て
善
で
あ
り
、
妙
な
表
現
で
す
が
、
こ

と
ご
と
く
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
に
由
来
し
ま
す
。

人
間
の
心
が
完
成
し
有
徳
に
な
る
要
件
は
、
ひ
と
え
に
、
あ
の
神
々
し
い
完
全
性
を
ど
こ
か
真
似
て
・
分
有
し
、
つ
い
に
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存

在
の
行
動
す
べ
て
に
影
響
を
与
え
る
の
と
同
じ
原
理
―
―
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
・
愛
情
―
―
で
胸
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
で
す
。
こ
の
動
機
か
ら
生
ず

る
人
間
の
行
為
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
真
に
讃
辞
に
値
す
る
、
つ
ま
り
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
面
前
で
功
労
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
ｉ
）Prim

a
naturae.

（
51
）‘H
istory

ofA
ncientLogics

and
M
etaphysics’,3

,
the
note

（in
EPS

）
を
参
照
。
ス
ミ
ス
は
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義
に
言
及
す
る
傾
向
が
き
わ
め
て
強
い
。
中
期
プ
ラ
ト
ン
主
義

は
、
第
五
期
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
始
ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
学
頭
ア
シ
ュ
ケ
ロ
ン
の
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス（c.130

－68
BC

）が
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
懐
疑
主
義
的
伝
統
と
訣
別
し
た
と
き
で
あ
っ

た
。
キ
ケ
ロ
は
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
の
弟
子
だ
っ
た
こ
と
が
あ
り
、Academ

ica

とD
e
finibus,

V

で
プ
ラ
ト
ン
と
ス
ト
ア
学
派
を
折
衷
し
た
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
の
思
想
を
説
示
し
て

い
る
が
、
ス
ミ
ス
は
そ
れ
を
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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わ
た
し
た
ち
は
、
た
だ
慈
悲
と
愛
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
、
分
相
応
の
し
か
た
で
神
の
ふ
る
ま
い
を
真
似
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
神

の
限
り
な
い
完
全
性
に
対
し
て
謙
虚
な
信
心
深
い
称
賛
を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
は
、
あ
の
同
じ
神
々
し
い
原
理
を
心
の
な

か
に
養
い
育
て
る
こ
と
で
、
わ
が
心
の
動
き
を
神
の
聖
な
る
属
性
に
い
っ
そ
う
似
せ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、
神
か
ら
愛
と
敬
意
を
注
が

れ
る
い
っ
そ
う
適
切
な
対
象
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
つ
い
に
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
と
直
接
語
ら
い
・
心
を
通
わ
せ
る
域
に
到
達
す
る
の
で
す
が
、

わ
た
し
た
ち
を
そ
こ
ま
で
向
上
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
、
こ
の
哲
学
の
大
き
な
目
標
で
す
。

3

こ
の
学
問
体
系
は
、
い
に
し
え
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
並
み
い
る
教
父
た
ち
か
ら
ず
い
ぶ
ん
尊
重
さ
れ
、
し
か
ら
ば
、
宗
教
改
革
の
あ
と
、
き
わ
め

て
秀
で
た
敬
虔
さ
と
学
識
を
も
ち
、
こ
よ
な
く
い
つ
く
し
ま
れ
る
気
風
の
幾
人
か
の
神
学
者
、
と
り
わ
け
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ラ
ル
フ
・
カ
ド
ワ
ー

ス
博
士
、
ヘ
ン
リ
・
モ
ア
博
士
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
氏
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
ま
し
た
（
52
）。

し
か
し
、
古
今
、
こ
の
学
問
体
系
の
後
援
者
す
べ
て
の
な
か
で
も
、

ま
ち
が
な
く
故
ハ
チ
ス
ン
博
士
に
な
ら
ぶ
人
は
い
ま
せ
ん
。
彼
は
、
き
わ
め
て
厳
密
・
克
明
、
ど
こ
ま
で
も
哲
学
的
、
そ
し
て
何
よ
り
い
ち
ば
ん
大
切
な

美
点
で
す
が
、
こ
の
上
も
な
く
冷
静
・
怜
悧
な
人
で
し
た
（
53
）。

4

美
徳
の
本
質
は
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
で
あ
る
と
い
う
捉
え
か
た
は
、
人
間
の
自
然
本
性
に
見
ら
れ
る
多
く
の
現
象
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ま
す
。

す
で
に
得
ら
れ
た
知
見
を
列
挙
し
ま
す
と
、
適
切
に
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
は
、
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
の
な
か
で
も
っ
と
も
気
品
が
あ
り
心
地
よ
い
。

そ
れ
は
、
相
乗
す
る
共
感
に
よ
っ
て
わ
た
し
た
ち
に
勧
告
さ
れ
る
﹇I.ii.4

.1

﹈。
そ
れ
は
、
恵
み
深
い
傾
向
を
き
っ
と
持
つ
の
で
、
感
謝
の
念
と
ね
ぎ
ら

い
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
。
以
上
す
べ
て
の
理
由
か
ら
、
こ
の
感
情
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
感
情
に
も
ま
し
て
功
労
が
あ
る
、
と
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感

情
に
映
る
。

ま
た
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
は
、
欠
点
が
あ
っ
て
も
さ
ほ
ど
心
地
悪
く
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
の
情
念
は
、
欠
点
が
あ
る
と
つ
ね
に
た
ま
ら

な
く
嫌
気
を
も
よ
お
す
と
い
う
知
見
も
得
ら
れ
ま
し
た
。
度
が
過
ぎ
る
悪
意
、
度
を
越
し
て
私
事
に
か
ま
け
る
心
、
度
は
ず
れ
た
憤
り
、
こ
れ
ら
を
い
ま

い
ま
し
い
と
思
わ
な
い
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
一
方
、
友
情
は
、
身
び
い
き
に
流
れ
る
と
き
で
も
、
い
く
ら
過
度
に
ひ
た
ろ
う
と
さ
ほ
ど
神
経
を
逆
な

で
し
ま
せ
ん
。
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
情
念
だ
け
が
、「
適
切
さ
」
に
対
し
て
配
慮
も
注
意
も
せ
ず
に
発
現
で
き
、
そ
れ
で
い
て
人
を
ひ
き
つ
け
る
何
か
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を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
ら
れ
ま
す
。
単
な
る
本
能
的
な
善
意
は
、「
こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え
ば
、
非
難
の
適
切
な
対
象
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
是
認

の
適
切
な
対
象
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
と
一
度
も
顧
み
な
い
で
善
行
の
施
し
に
か
か
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
善
意
に
さ
え
も
、
人
を
喜
ば
せ
る
何
か
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
情
念
で
は
そ
う
は
い
か
ず
、
適
切
さ
の
感
覚
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
瞬
間
、
見
放
さ
れ
た
瞬
間
に
心
地
悪
く
な
り
ま
す
。

5

他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
が
あ
る
と
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
行
為
は
最
高
の
美
し
さ
を
授
か
り
、
し
か
ら
ば
、
そ
ん
な
心
が
な
か
っ
た
り
、
ま
し
て
や

こ
の
心
に
逆
ら
う
性
分
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
そ
ん
な
心
理
的
習
性
の
存
在
を
証
拠
立
て
る
す
べ
て
の
行
為
は
、
格
別
な
醜
さ
に
染
ま
り
ま
す
。
有
害
な

行
為
は
、
隣
人
の
幸
福
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
処
罰
の
対
象
に
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
﹇II.iii.2

.9

﹈。

6

以
上
す
べ
て
の
点
に
加
え
、
ハ
チ
ス
ン
博
士
は
（
ｊ
）つ

ぎ
の
よ
う
な
観
察
を
し
て
い
ま
す
。
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
の
動
き
か
ら
生
ず
る
と
み
ら
れ
る

行
為
に
、
そ
れ
以
外
の
動
機
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
ら
、
い
つ
で
も
、
こ
の
行
為
の
功
労
に
つ
い
て
い
だ
か
れ
る
感
覚
は
、
こ
の
別
な
動
機
が
行
為
に

お
よ
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
影
響
の
ぶ
ん
だ
け
縮
減
さ
れ
る
。
感
謝
の
念
か
ら
生
ず
る
と
み
ら
れ
る
行
為
が
、
新
た
な
優
遇
へ
の
期
待
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
発
覚
し
た
り
、
公
共
に
尽
く
す
精
神
か
ら
生
ず
る
と
解
さ
れ
る
行
為
が
、
金
銭
的
報
酬
を
見
込
ん
で
起
こ
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
露
見
し
た
り
す

る
場
合
、
そ
ん
な
発
覚
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
功
労
が
あ
る
と
か
、
讃
辞
を
お
く
る
価
値
が
あ
る
と
い
う
捉
え
か
た
は
、
跡
形
も
な
く
打
ち
砕
か

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
事
に
か
ま
け
る
動
機
の
混
入
は
、
粗
悪
な
卑
金
属
の
混
入
に
も
似
て
、
そ
れ
が
混
入
し
な
け
れ
ば
行
為
に
属
し
て
い
た
は
ず
の

功
労
を
縮
減
し
た
り
、
す
っ
か
り
剝
奪
し
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
明
ら
か
に
、
美
徳
の
本
質
は
、
純
粋
で
私
心
な
く
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
だ
け
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
ハ
チ
ス
ン
博
士
は
こ
の
よ
う
に
想
像
し
ま
し
た
。

（
52
）Ralph
Cudw

orth

（1617
－88

）,The
Intellectual

System
of
the
U
niverse

（1678

）
お
よ
びTreatise

C
oncerning

Eternal
and
Im
m
utable

M
orality

（1731

）;H
enry

M
ore

（1614
－87

）,Enchiridion
Ethicum

（1667

）;John
Sm
th

（1618
－52

）,Selected
D
iscourses

（1660

）
を
見
よ
。
一
九
世
紀
以
来
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ウ
ィ
チ

カ
ッ
ト
（1609

－83

）
も
含
め
、「
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

（
53
）
ハ
チ
ス
ン
に
つ
い
て
は
前
出
・
注
2
を
見
よ
。C

orr.309

お
よ
び
’Letterto

the
Edinburgh

Review
’10

（in
EPS

）
を
参
照
。

（
ｊ
）Inquiry

concerning
Virtue,

sect.1
and2

を
見
よ
。﹇
編
者
の
注
2
参
照
﹈
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7

こ
れ
と
は
逆
に
、
私
事
に
か
ま
け
る
動
機
か
ら
生
ず
る
と
ふ
つ
う
思
わ
れ
て
い
る
行
為
が
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
動
機
か
ら
起
こ
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
発
覚
す
る
場
合
、
そ
ん
な
行
為
の
功
労
に
つ
い
て
い
だ
か
れ
る
感
覚
は
、
ず
い
ぶ
ん
大
き
く
膨
ら
み
ま
す
。
財
貨
を
増
や
そ
う
と
す
る
努
力
が
、
親

切
な
ほ
ど
こ
し
を
し
た
り
、
恩
人
に
適
切
な
お
返
し
を
し
た
り
す
る
了
見
だ
け
か
ら
な
さ
れ
、
そ
れ
以
外
で
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
、
わ
た
し
た
ち
は
そ

ん
な
人
を
、
そ
の
了
見
の
ぶ
ん
だ
け
以
前
よ
り
も
強
く
愛
し
、
敬
意
を
い
だ
く
。
こ
の
知
見
も
ま
た
、「
美
徳
あ
る
人
柄
を
行
為
に
刻
印
で
き
る
の
は
、

他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
一
段
と
強
く
裏
づ
け
る
よ
う
に
﹇
ハ
チ
ス
ン
博
士
に
は
﹈
思
わ
れ
ま
し
た
。

8

最
後
に
、
ハ
チ
ス
ン
博
士
は
、
美
徳
に
関
す
る
自
説
の
正
し
さ
を
明
白
に
語
る
証
拠
が
、
品
行
の
方
正
に
関
す
る
決
疑
論
者
の
あ
ら
ゆ
る
議
論
に
み

ら
れ
る
と
想
像
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、「
公
共
善
」
で
あ
り
、
決
疑
論
者
は
、
絶
え
ず
こ
の
指
標
に
言
及
し
、
こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、「
世
人
の
幸
福
を
推

進
す
る
傾
向
が
あ
る
行
為
は
す
べ
て
正
し
く
、
賞
賛
さ
れ
る
価
値
が
あ
り
、
有
徳
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
す
る
行
為
は
、
間
違
っ
て
い
て
、
非
難
に
値
し
、

背
徳
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
決
疑
論
者
は
一
貫
し
て
承
認
す
る
。
そ
れ
が
ハ
チ
ス
ン
博
士
の
観
察
で
し
た
。
受
動
的
服
従
と
抵
抗
権
を
め
ぐ
る
少
し
前

の
討
論
で
、
有
識
者
の
あ
い
だ
に
あ
っ
た
唯
一
の
争
点
は
、「
特
権
を
侵
害
さ
れ
る
と
き
、
柔
順
を
貫
く
こ
と
は
、
一
時
的
に
蜂
起
す
る
よ
り
も
ひ
ど
い

害
悪
を
伴
う
公
算
が
高
い
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
ハ
チ
ス
ン
博
士
に
よ
れ
ば
、「
世
人
の
幸
福
を
も
た
ら
す
傾
向
が
全
体
と
し
て
き
わ
め

て
強
い
行
為
は
、
道
徳
的
に
善
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
は
一
度
も
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
54
）。

9

し
た
が
っ
て
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
は
、
美
徳
あ
る
人
柄
を
行
為
に
刻
み
う
る
唯
一
の
動
機
な
の
で
、
行
為
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
他
人
の

幸
せ
を
ね
が
う
心
が
深
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
行
為
に
帰
属
す
る
讃
辞
は
大
き
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

10
﹇
こ
の
体
系
に
よ
る
と
﹈
大
規
模
な
共
同
社
会
の
幸
福
を
め
ざ
す
行
為
は
、
小
規
模
な
シ
ス
テ
ム
の
幸
福
ば
か
り
を
め
ざ
す
行
為
よ
り
も
、
他
人
の

幸
せ
を
ね
が
う
心
が
広
大
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
が
広
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
生
ず
る
行
為

は
有
徳
で
す
。
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
の
な
か
で
も
っ
と
も
徳
が
高
い
の
は
、
知
情
意
の
持
ち
ぬ
し
す
べ
て
の
幸
福
を
対
象
と
し
て
包
み
こ
む

心
の
動
き
で
す
。
逆
に
、
お
よ
そ
美
徳
あ
る
人
柄
が
宿
り
う
る
心
の
動
き
の
な
か
で
も
っ
と
も
徳
が
低
い
の
は
、
息
子
、
兄
弟
、
友
人
な
ど
、
一
個
人
の

五
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幸
福
ば
か
り
を
め
ざ
す
心
の
動
き
で
す
。

11
﹇
こ
の
体
系
に
よ
る
と
﹈
美
徳
が
完
成
す
る
要
件
は
、
最
大
限
の
善
を
推
進
す
る
べ
く
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
指
導
す
る
こ
と
、
世
人
の
幸
福
を
隔
て
な

く
ね
が
う
心
に
、
下
級
の
心
の
動
き
を
す
べ
て
黙
っ
て
従
わ
せ
る
こ
と
、
自
分
一
人
の
自
己
を
数
多
く
の
自
己
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
、
一
人

の
順
境
は
全
体
の
順
境
と
両
立
す
る
か
、
そ
の
一
助
に
な
る
場
合
に
限
っ
て
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
、
以
上
で
す
。

12
﹇
こ
の
体
系
に
よ
る
と
﹈
自
己
愛
は
、
そ
の
程
度
や
方
向
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
け
っ
し
て
有
徳
で
あ
り
え
な
い
原
理
で
す
。
そ
れ
が
一
般
的
善
を
は

ば
む
場
合
は
つ
ね
に
背
徳
で
す
。
自
己
愛
は
、
そ
の
個
人
に
わ
が
身
の
幸
福
を
気
づ
か
わ
せ
る
効
果
し
か
生
ま
な
い
と
き
、
無
辜
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
讃
辞
に
値
し
ま
せ
ん
が
、
非
難
を
浴
び
て
も
な
り
ま
せ
ん
。
自
己
の
利
害
関
心
か
ら
く
る
強
い
動
機
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
行
為
が
遂
行
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
行
為
は
自
己
愛
に
打
ち
勝
っ
た
の
だ
か
ら
一
段
と
有
徳
で
す
。
そ
れ
は
、
他
人
の
幸
せ
を

ね
が
う
心
の
原
理
が
力
強
く
旺
盛
な
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

13

ハ
チ
ス
ン
博
士
は
（
ｋ
）、

自
己
愛
が
有
徳
な
行
為
の
動
機
に
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
せ
ず
、
自
己
を
是
認
す
る
喜
び
へ
の
関
心
、
自
分
自
身
の
良

心
か
ら
お
く
ら
れ
る
快
い
喝
采
へ
の
関
心
で
さ
え
も
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
行
為
の
功
労
を
縮
減
す
る
と
論
じ
る
ほ
ど
で
す
。
彼
の
考
え
で
は
、
そ
ん

な
関
心
は
、
私
事
に
か
ま
け
る
動
機
で
あ
り
、
そ
れ
が
行
動
に
寄
与
す
る
か
ぎ
り
、
純
粋
で
私
心
な
く
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
―
―
こ
れ
一
つ
あ
れ
ば

人
間
の
ふ
る
ま
い
に
美
徳
あ
る
人
柄
を
刻
印
で
き
る
―
―
が
弱
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。
し
か
し
、
世
間
一
般
の
判
断
で
は
、
こ
う
し
て
自
分
自
身
の
心

（
54
）H
utcheson,

Inquiry,
Book

II,
sect.III.iii.

お
そ
ら
く
ハ
チ
ス
ン
が
言
及
す
る
の
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ク
リ
のPassive

O
bedience

（1714

）
が
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
ル
ズ
ワ

ー
ス
（1656

－1725

）
周
辺
の
ウ
ィ
ッ
グ
派
の
仲
間
た
ち
に
少
な
か
ら
ず
巻
き
起
こ
し
て
い
た
論
争
で
あ
る
。
ハ
チ
ス
ン
は
一
七
二
〇
年
代
に
モ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
と
ダ
ブ
リ
ン
で
付
き

合
い
が
あ
っ
た
。

（
ｋ
）Inquiry

concerning
Virtue,

sect.2
art.4

;
also
Illustrations

on
the
m
oralsense,

sect.5
lastparagraph.
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か
ら
お
く
ら
れ
る
是
認
に
関
心
を
よ
せ
る
こ
と
は
、
行
為
に
や
ど
る
美
徳
を
縮
減
す
る
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、「
有
徳
」
と
名
づ
け
ら
れ

る
に
値
す
る
唯
一
の
動
機
と
み
な
さ
れ
ま
す
﹇III.6

.13

﹈。

14

以
上
が
、
美
徳
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
、
こ
の
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
学
問
体
系
が
呈
示
す
る
説
明
で
す
。
こ
の
体
系
は
、
も
っ
と
も
気
高
く
心
地

よ
い
心
の
動
き
を
人
間
の
胸
中
に
育
み
養
う
格
別
な
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
自
己
愛
の
不
正
義
を
制
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
愛
に
影
響
さ
れ
る
人
は

な
ん
の
名
誉
に
も
与
れ
な
い
と
説
示
し
て
、
こ
の
原
理
を
す
っ
か
り
挫
く
傾
向
も
多
少
は
あ
り
ま
す
。

15

こ
の
学
問
体
系
の
ほ
か
に
、
わ
た
し
は
い
く
つ
か
の
体
系
を
す
で
に
解
説
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
恵
み
深
さ
と
い
う
最
高
位
の
美
徳
が
特
に
す

ぐ
れ
て
善
で
あ
る
根
拠
を
十
分
に
説
明
し
ま
せ
ん
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
学
問
体
系
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
欠
点
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
恵

み
深
さ
よ
り
劣
る
各
種
美
徳
―
―
予
見
注
意
力
、
油
断
の
な
い
警
戒
心
、
用
意
周
到
、
節
制
、
平
常
心
、
不
撓
不
屈
―
―
に
対
し
て
い
だ
か
れ
る
是
認
感

情
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
十
分
に
説
明
し
ま
せ
ん
。
こ
の
学
問
体
系
で
注
目
さ
れ
る
資
質
は
、
心
の
動
き
が
展
望
し
・
め
ざ
す
も
の
、
心
の
動
き
が
生

み
出
そ
う
と
指
向
す
る
「
恵
み
深
い
結
果
と
有
害
な
結
果
」
だ
け
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
心
の
動
き
が
そ
れ
を
搔
き
た
て
る
原
因
と
の
関
係
で
有
す
る
「
適

切
／
不
適
切
、
似
つ
か
わ
し
い
／
似
つ
か
わ
し
く
な
い
」
と
い
っ
た
資
質
は
、
ま
る
で
無
視
さ
れ
ま
す
。

16

わ
が
身
ひ
と
つ
の
個
人
的
な
幸
福
と
利
益
に
向
か
う
関
心
も
、
多
く
の
場
面
で
と
て
も
見
上
げ
た
行
動
原
理
と
映
り
ま
す
。
家
計
を
支
え
る
数
々
の

習
慣
―
―
勤
労
、
時
宜
の
心
得
、
注
意
深
さ
、
専
心
没
頭
―
―
は
、
自
己
の
利
益
に
根
ざ
す
動
機
か
ら
培
わ
れ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
、
同
時
に
ま
た
、

そ
ん
な
習
慣
は
と
て
も
讃
辞
に
値
す
る
資
質
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
皆
か
ら
敬
意
と
是
認
を
も
ら
う
価
値
が
あ
り
ま
す
。

た
し
か
に
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
の
動
き
か
ら
生
じ
る
に
ち
が
い
な
い
行
為
は
美
し
く
、
私
事
に
か
ま
け
る
動
機
が
そ
こ
に
混
入
す
る
と
、
し
ば

し
ば
玉
に
き
ず
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、
自
己
愛
が
決
し
て
有
徳
な
行
為
の
動
機
に
な
り
え
な
い
か
ら
で
な
く
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が

う
原
理
が
こ
の
特
定
の
場
合
に
適
正
な
強
さ
を
欠
き
、
そ
の
対
象
に
ま
っ
た
く
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
映
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
柄
は
一

見
し
て
不
完
全
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
讃
辞
よ
り
も
む
し
ろ
非
難
に
値
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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た
し
か
に
、
自
己
愛
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
触
発
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
行
為
は
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
動
機
が
そ
こ
に
混
入
し
て
も
、
そ
の
行

為
の
適
切
さ
や
そ
れ
を
遂
行
す
る
人
の
美
徳
に
つ
い
て
持
た
れ
る
感
覚
は
薄
ま
り
に
く
い
も
の
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
人
を
見
て
す
ぐ
「
私
事
に
か
ま

け
る
心
が
不
足
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
怪
し
む
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
事
に
か
ま
け
る
心
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
劣
勢
な
側
面
で
は
け
っ
し

て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
む
し
ろ
そ
れ
が
機
能
不
全
で
あ
る
こ
と
を
怪
し
む
き
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
自
分
の
健
康
・
生
命
・
財
貨
へ
の
適
切
な
気
遣
い
は
、
自
己
保
存
﹇
の
原
理
﹈
さ
え
あ
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
触
発
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
が
、
自
分
の
家
族
や
友
人
へ
の
関
心
か
ら
で
な
け
れ
ば
そ
ん
な
気
遣
い
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
と
い
う
人
が
い
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
も
し
、
本
当

に
そ
う
信
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
機
能
不
全
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
機
能
不
全
の
ひ
と
つ
で
あ

り
、
人
は
そ
の
せ
い
で
軽
蔑
さ
れ
た
り
憎
ま
れ
た
り
は
せ
ず
、
む
し
ろ
身
に
つ
ま
さ
れ
る
対
象
に
な
り
ま
す
﹇I.ii.4

.3

﹈。
し
か
し
、
そ
ん
な
機
能
不
全

で
も
や
は
り
、
彼
の
人
柄
の
威
厳
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
べ
き
価
値
を
い
さ
さ
か
縮
減
し
ま
す
。
家
計
の
杜
撰
と
破
綻
は
、
万
人
か
ら
あ
ま
ね
く
否
認
さ
れ
ま

す
が
、
そ
の
元
凶
は
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
の
欠
落
で
な
く
、
自
己
利
益
の
対
象
に
払
う
適
切
な
注
意
の
欠
落
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

17

決
疑
論
者
が
人
間
の
ふ
る
ま
い
の
正
邪
を
決
定
す
る
と
き
よ
く
使
う
基
準
は
、
ふ
る
ま
い
の
傾
向
が
社
会
の
繁
栄
を
も
た
ら
す
か
、
そ
れ
と
も
社
会

の
混
乱
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、「
社
会
の
繁
栄
へ
の
関
心
だ
け
が
、
行
動
の
動
機
と
し
て
唯
一
有
徳
で
あ
る

べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
社
会
の
繁
栄
へ
の
関
心
は
、
ほ
か
の
動
機
と
競
合
す
る
場
合
、
ど
ん
な
動
機
も
打
ち
消
す
重
み
を
も
つ
べ
き
だ
」

と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
り
ま
す
。

18

他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
は
、
お
そ
ら
く
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
に
あ
っ
て
は
唯
一
の
行
動
原
理
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
実
際
そ
う
で
あ
る
こ

と
を
説
得
し
よ
う
と
指
向
す
る
い
く
つ
か
の
議
論
は
、
確
か
ら
し
い
と
見
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
独
立
自
存
の
完
全
無
欠
な
存
在
者
は
、
外
界
の
物
質

的
な
も
の
を
何
も
必
要
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
幸
福
は
自
己
の
内
部
で
完
結
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
以
外
の
動
機
か
ら
行
動
す

る
こ
と
が
あ
る
と
心
に
い
だ
く
の
は
容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
は
い
ざ
し
ら
ず
、
人
間
の
よ
う
に
ま
こ
と
不
完
全
な
被
造
者
は
、
そ
の
生
存
を
維
持
す
る
た
め
に
、
自
分
の
外
部
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に
あ
る
ま
こ
と
多
く
の
物
質
的
な
も
の
が
必
要
な
の
で
す
か
ら
、他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
以
外
の
多
く
の
動
機
か
ら
し
ば
し
ば
行
動
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
わ
た
し
た
ち
の
存
在
の
本
質
そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
し
ば
し
ば
ふ
る
ま
い
に
影
響
せ
ず
に
は
い
な
い
心
の
動
き
が
、
も
し
い
か
な
る
と
き
も
有
徳

と
映
ら
ず
、
だ
れ
か
ら
も
敬
意
・
顕
彰
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
の
自
然
本
性
が
育
ま
れ
る
条
件
は
、
格
別
き
び
し
い
で
し
ょ
う
。

19

以
上
三
つ
の
学
問
体
系
、
す
な
わ
ち
、
美
徳
の
本
質
を
、「
適
切
さ
」
と
す
る
も
の
、「
予
見
注
意
力
」
と
す
る
も
の
、「
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
」

と
す
る
も
の
が
、
こ
れ
ま
で
美
徳
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
主
要
な
説
明
で
す
。
そ
れ
以
外
の
説
明
は
す
べ
て
、
ど
ん
な
に
異
な
る
よ
う
に

見
え
て
も
、
上
の
三
つ
の
説
明
の
ど
れ
か
に
た
や
す
く
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

20
「
美
徳
の
本
質
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
意
思
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
説
く
学
問
体
系
は
、
美
徳
の
本
質
を
「
予
見
注
意
力
」
と
す
る

体
系
の
ひ
と
つ
に
数
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
美
徳
の
本
質
を
「
適
切
さ
」
と
す
る
体
系
の
ひ
と
つ
に
数
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

「
な
ぜ
わ
た
し
た
ち
は
、
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
意
思
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、
こ
の
存
在
に
服
す
る
義
務
へ
の
疑
い
か

ら
発
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
こ
の
上
な
く
不
敬
か
つ
不
見
識
で
し
ょ
う
が
、
二
つ
の
異
な
る
回
答
の
余
地
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
わ
た
し
た
ち
が
神
と
あ

が
め
る
存
在
の
意
思
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
彼
が
無
限
の
権
力
を
も
つ
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
服
せ
ば
永
遠
に
わ
た
し
た
ち
を
ね
ぎ
ら
い
、

そ
れ
に
背
け
ば
永
遠
に
処
罰
す
る
か
ら
」
と
い
う
回
答
で
す
。
つ
ぎ
に
、
わ
が
身
ひ
と
り
の
幸
福
へ
の
関
心
、
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
ね
ぎ
ら
い
や
処
罰

へ
の
関
心
と
は
無
関
係
に
、「
被
造
者
が
そ
の
創
造
者
に
従
う
と
い
う
関
係
、
ま
た
、
有
限
で
不
完
全
な
存
在
が
無
限
で
無
量
無
辺
の
完
全
さ
を
も
つ
存

在
に
従
う
と
い
う
関
係
に
は
、
し
っ
く
り
と
か
み
合
う
適
合
性
が
あ
る
か
ら
」
と
す
る
回
答
で
す
。
以
上
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
二
つ
の
い
ず
れ
か
以
外
に
、
別
の
回
答
が
こ
の
問
い
に
返
さ
れ
る
と
心
に
い
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
第
一
の
回
答
が
適
切
な
も
の
な

ら
ば
、
美
徳
の
本
質
は
、「
予
見
注
意
力
」
で
す
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
は
み
ず
か
ら
の
最
終
目
的
で
あ
る
利
益
と
幸
福
の
ゆ
え
に
、
神
と
あ
が
め
ら

れ
る
存
在
の
意
思
に
服
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
感
を
も
つ
の
で
す
か
ら
、
美
徳
の
本
質
は
、
そ
ん
な
利
益
と
幸
福
の
適
切
な
追
求
で
す
。
も
し
第

二
の
回
答
が
適
切
な
も
の
な
ら
ば
、
美
徳
の
本
質
は
、「
適
切
さ
」
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
れ
に
服
さ
ね
ば
な

ら
な
い
理
由
は
、
謙
虚
で
柔
順
な
感
情
が
、
そ
れ
を
搔
き
た
て
る
対
象
の
卓
越
性
に
似
つ
か
わ
し
く
・
し
っ
く
り
か
み
合
う
か
ら
で
す
。 五
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21

ま
た
、
美
徳
の
本
質
を
「
役
立
つ
こ
と
」
と
す
る
学
問
体
系
も
、
美
徳
の
本
質
を
「
適
切
さ
」
と
す
る
学
問
体
系
と
一
致
し
ま
す
（
55
）。

こ
の
体
系
に
よ
る
と
、
本
人
ま
た
は
他
人
に
心
地
が
よ
く
福
利
を
も
た
ら
す
心
の
資
質
は
、
す
べ
て
有
徳
で
あ
る
と
し
て
是
認
さ
れ
、
そ
れ
と
反
対
の

資
質
は
背
徳
で
あ
る
と
し
て
否
認
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
心
の
動
き
が
心
地
よ
か
っ
た
り
、
役
立
っ
た
り
す
る
の
は
、
心
の
動
き
が
存
続
を

許
さ
れ
る
水
準
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
は
、
し
か
る
べ
き
程
度
の
抑
制
が
効
い
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
有
益
で
あ
り
、
そ
の
適

切
な
限
度
を
超
え
出
る
と
き
に
は
福
利
を
害
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
体
系
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
何
か
一
つ
の
心
の
動
き
な
の
で
は
な
く
、

あ
ら
ゆ
る
心
の
動
き
の
適
切
な
水
準
で
す
。

こ
の
体
系
と
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
打
ち
た
て
よ
う
と
努
め
て
き
た
体
系
と
の
唯
一
の
違
い
は
つ
ぎ
の
点
で
す
。
こ
の
体
系
は
、
こ
の
適
切
な
水
準
を
測

る
自
然
の
根
源
的
な
尺
度
を
「
役
立
つ
こ
と
」
と
し
、
わ
た
し
の
ほ
う
は
、「
共
感
」、
つ
ま
り
、
観
察
者
に
や
ど
る
共
振
共
鳴
す
る
心
の
動
き
で
あ
る
と

し
ま
す
。

第
四
章

け
じ
め
の
な
い
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
説
明
し
て
き
た
ど
の
学
問
体
系
も
、
悪
徳
と
美
徳
の
本
質
を
何
と
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
二
つ
の
資
質
の
あ
い
だ
に
は
ま
ぎ
れ
も

な
い
本
質
的
な
区
別
が
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
ま
す
。
心
の
動
き
の
適
切
さ
と
不
適
切
さ
の
あ
い
だ
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
と
そ
れ
以
外
の

行
動
原
理
の
あ
い
だ
、
真
の
予
見
注
意
力
と
目
先
の
利
か
な
い
愚
か
さ
・
う
か
つ
な
勇
み
足
の
あ
い
だ
に
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
本
質
的
な
違
い
が
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
学
問
体
系
は
大
概
ど
れ
も
、
讃
辞
に
値
す
る
心
理
的
習
性
を
励
ま
し
、
非
難
に
値
す
る
心
理
的
習
性
を
挫
く
こ
と
に
寄
与
し
ま

す
。

2

た
し
か
に
、
お
そ
ら
く
上
の
学
問
体
系
の
い
く
つ
か
は
、
そ
ん
な
心
の
動
き
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
あ
る
種
の
行
動
原
理
へ
の
独
特
な
偏
向
を
心
に

（
55
）
前
出IV

.2
.3
－5

参
照
。
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与
え
、
心
の
動
き
が
保
つ
べ
き
適
正
な
均
整
を
逸
す
る
傾
向
が
多
少
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

美
徳
の
本
質
を
「
適
切
さ
」
と
す
る
古
代
の
学
問
体
系
は
、
偉
大
で
・
威
光
を
放
ち
・
仰
ぎ
見
ら
れ
る
美
徳
、
自
己
統
治
・
自
制
の
美
徳
を
お
も
に
勧

告
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
勇
猛
、
豪
胆
、
運
命
に
依
存
し
な
い
心
、
ま
た
、
苦
痛
・
貧
困
・
追
放
・
死
と
い
っ
た
外
界
の
あ
ら
ゆ
る
不
測

の
事
態
を
軽
蔑
す
る
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
ん
な
美
徳
を
立
派
に
発
揮
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
ふ
る
ま
い
の
こ
の
上
な
く
気
高
い
適
切
さ
は
顕
示

さ
れ
ま
す
。
一
方
、
柔
和
で
・
い
つ
く
し
ま
れ
・
心
優
し
い
美
徳
、
寛
大
で
情
け
深
い
す
べ
て
の
美
徳
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
主
張
さ
れ
ず
、
む
し
ろ

逆
に
、
と
く
に
ス
ト
ア
学
派
の
所
見
で
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
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

3

ま
た
一
方
、
美
徳
の
本
質
を
「
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
」
と
す
る
学
問
体
系
は
、
上
記
す
べ
て
の
柔
和
な
美
徳
を
こ
の
上
も
な
く
養
い
育
て
・
励

ま
す
反
面
、
強
い
威
光
を
放
ち
・
仰
ぎ
見
ら
れ
る
心
の
資
質
に
は
ま
っ
た
く
注
意
を
怠
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
体
系
は
、
そ
ん
な
心
の
資
質
に
美

徳
の
呼
称
を
与
え
る
こ
と
さ
え
拒
絶
し
、
そ
れ
を
道
徳
的
力
量
と
呼
ん
で
、
適
切
に
美
徳
と
名
づ
け
ら
れ
る
資
質
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
類
の
敬
意
と
是
認

に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
い
ま
す
。

わ
が
身
ひ
と
つ
の
利
益
ば
か
り
を
め
ざ
す
行
動
原
理
は
、
上
の
学
問
体
系
が
そ
れ
を
扱
え
る
と
し
て
の
話
で
す
が
、
す
べ
て
一
段
と
ひ
ど
い
扱
い
で
す
。

こ
の
体
系
は
、「
そ
ん
な
行
動
原
理
は
、
そ
れ
自
身
に
功
労
が
あ
る
わ
け
も
な
く
、
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
と
協
同
し
て
作
用
す
れ
ば
そ
の
功
労
を
縮

減
す
る
」
と
言
い
募
り
、「
予
見
注
意
力
は
、
個
人
的
な
利
益
の
推
進
だ
け
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
美
徳
と
し
て
想
像
さ
れ
る
こ
と
す
ら
あ
り
え
な
い
」

と
断
定
し
ま
す
。

4

ま
た
、
美
徳
の
本
質
を
も
っ
ぱ
ら
「
予
見
注
意
力
」
と
す
る
学
問
体
系
は
、
用
心
深
さ
、
油
断
の
な
い
監
視
、
冷
静
さ
、
怜
悧
な
謙
抑
と
い
っ
た
習

慣
を
こ
の
上
な
く
励
ま
す
一
方
、
い
つ
く
し
ま
れ
る
美
徳
と
仰
ぎ
見
ら
れ
る
美
徳
の
双
方
に
つ
い
て
は
等
し
く
そ
の
面
目
を
つ
ぶ
し
、
前
者
か
ら
は
そ
の

美
し
さ
を
、
後
者
か
ら
は
そ
の
雄
々
し
さ
を
こ
と
ご
と
く
剝
ぎ
取
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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5

し
か
し
、
こ
う
し
た
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
の
三
つ
の
学
問
体
系
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
人
の
心
が
も
つ
べ
き
き
わ
め
て
善
良
で
見
上
げ
た
習
慣
を

励
ま
す
一
般
的
傾
向
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
上
の
ど
れ
か
一
つ
の
学
問
体
系
の
根
本
教
義
に
よ
っ
て
ふ
る
ま
い
を
紀
律
し
て
い
く
こ
と
に
す
れ
ば
、
広

く
世
間
の
人
び
と
、
い
や
、
哲
学
的
準
則
に
従
い
暮
ら
す
と
自
称
す
る
少
数
の
人
た
ち
で
さ
え
も
、
共
に
生
き
て
い
く
た
め
に
有
効
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
上
の
学
問
体
系
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、
大
切
な
価
値
と
独
自
性
の
両
面
を
教
わ
り
ま
す
。
も
し
も
訓
戒
と
説
法
と
い
っ
た
や
り
か
た
で
、

勇
猛
と
豪
胆
を
心
に
湧
き
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
美
徳
の
本
質
を
「
適
切
さ
」
と
す
る
古
代
の
体
系
は
、
十
分
こ
れ
を
な
し
う
る
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
も
し
も
そ
う
い
っ
た
や
り
か
た
で
、
心
を
和
ら
げ
情
け
深
く
し
て
ゆ
き
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
へ
の
親
切
心
と
隔
て
な
い
愛

情
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
美
徳
の
本
質
を
「
他
人
の
幸
せ
を
ね
が
う
心
」
と
す
る
体
系
が
描
き
出
す
訓
話
に
は
、
そ
ん
な
効
果
を

生
み
出
せ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
学
問
体
系
が
上
の
三
つ
の
う
ち
で
い
ち
ば
ん
不
完
全
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
、「
い
つ
く
し
ま
れ
る
美
徳
と
仰
ぎ
見
ら
れ
る
美
徳
を
と
も
に
実
践
す
る
こ
と
が
、
現
世
に
お
い
て
す
ら
、

自
己
の
利
益
、
自
己
の
安
楽
・
安
全
、
自
己
の
静
穏
を
も
た
ら
す
の
に
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
助
け
に
な
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
教
わ
り
ま
す
。

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
は
、
幸
福
の
本
質
を
「
く
つ
ろ
ぎ
と
安
心
の
達
成
」
と
し
た
の
で
、
美
徳
が
、
そ
ん
な
宝
物
を
得
る
き
わ
め
て
有
効
で
確
実
な
手
段
で

あ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
た
め
の
唯
一
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
独
自
の
し
か
た
で
示
そ
う
と
努
め
ま
し
た
。
ほ
か
の
哲
学
者
た
ち
は
、
お
も
に
、
美
徳
が
心

の
内
面
的
な
穏
や
か
さ
と
平
和
に
お
よ
ぼ
す
好
ま
し
い
効
果
を
特
筆
し
て
称
え
ま
し
た
。
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
は
こ
の
論
点
を
見
逃
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
彼

が
お
も
に
強
調
し
た
の
は
、
そ
ん
な
い
つ
く
し
ま
れ
る
資
質
が
外
面
的
な
順
境
と
安
全
に
お
よ
ぼ
す
影
響
で
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
彼
の
著
作
は
、

古
代
世
界
で
あ
ら
ゆ
る
哲
学
諸
派
の
人
た
ち
か
ら
ま
こ
と
熱
心
に
研
究
さ
れ
ま
し
た
。
キ
ケ
ロ
は
、
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
学
問
体
系
の
強
敵
で
し
た
が
、「
美

徳
さ
え
あ
れ
ば
幸
福
を
保
障
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
」
と
証
言
す
る
エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
の
き
わ
め
て
快
く
響
く
こ
と
ば
を
拝
借
し
て
い
ま
す
。
セ
ネ
カ
は
、

エ
ピ
キ
ュ
ロ
ス
学
派
と
対
立
す
る
ス
ト
ア
学
派
の
一
員
な
の
に
、
ほ
か
の
だ
れ
よ
り
も
こ
の
哲
学
者
を
頻
繁
に
引
用
し
て
い
ま
す
。

6

し
か
し
、
さ
ら
な
る
学
問
体
系
と
し
て
、
悪
徳
と
美
徳
の
け
じ
め
を
取
り
払
う
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
せ
い
で
体
系
の
傾
向
が
ま
っ
た
く
有
害
な
も

の
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
の
念
頭
に
あ
る
の
は
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
の
体
系
で
す
。
こ
の
著
者
の
捉
え
か
た
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
点
で
ま
ち
が
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
間
の
自
然
本
性
に
見
ら
れ
る
現
象
の
な
か
に
は
、
し
か
る
べ
き
手
法
で
な
が
め
る
と
初
見
で
は
博
士
の
捉
え
か
た
を
支
持
す
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
博
士
が
そ
ん
な
現
象
を
記
述
し
誇
張
す
る
言
い
回
し
は
、
荒
削
り
で
鄙
び
て
い
て
も
生
き
生
き
と
し
て
ユ
ー
モ
ア
が
あ

る
の
で
、
彼
の
学
説
は
真
実
で
確
か
ら
し
い
雰
囲
気
を
た
だ
よ
わ
せ
、
未
熟
な
人
た
ち
に
付
け
入
っ
て
だ
ま
す
き
ら
い
が
強
く
あ
り
ま
す
（
56
）。

7

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
（
57
）の

考
え
で
は
、
適
切
さ
の
感
覚
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
、
顕
彰
・
讃
辞
に
値
す
る
事
柄
へ
の
関
心
か
ら
な
さ
れ
る
行
為
は
、
そ
の

す
べ
て
が
讃
辞
・
顕
彰
を
欲
し
が
る
気
持
ち
―
―
彼
の
呼
び
か
た
で
は
見
栄
―
―
か
ら
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

彼
の
観
察
に
よ
る
と
、
人
間
は
そ
も
そ
も
他
人
の
幸
福
よ
り
も
わ
が
身
の
幸
福
に
強
く
引
き
こ
ま
れ
、
本
心
か
ら
他
人
の
順
境
を
わ
が
身
の
順
境
に
優

先
さ
せ
る
こ
と
な
ど
け
っ
し
て
で
き
ま
せ
ん
。
人
が
そ
ん
な
様
子
を
み
せ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
、「
彼
は
わ
た
し
た
ち
に
付
け
入
り
、

ほ
か
の
ど
ん
な
と
き
と
も
同
じ
く
そ
ん
な
様
子
の
と
き
に
も
、
私
事
に
か
ま
け
る
動
機
か
ら
行
動
し
て
い
る
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
高
を
く
く
っ
て
よ
い

と
い
う
の
で
す
。

私
事
に
か
ま
け
る
情
念
は
ほ
か
に
も
あ
り
ま
す
が
、
見
栄
は
そ
の
最
強
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
人
は
ま
わ
り
の
人
た
ち
か
ら
喝
采
を
受
け
る
と
い
つ
も
簡

単
に
お
だ
て
ら
れ
、
甘
美
な
思
い
に
深
く
ひ
た
り
ま
す
。
人
が
自
己
の
利
益
を
仲
間
の
利
益
の
犠
牲
に
す
る
と
映
る
場
合
、
そ
の
人
は
、「
わ
た
し
の
ふ

る
ま
い
は
、
仲
間
の
自
己
愛
に
と
っ
て
ず
い
ぶ
ん
心
地
よ
く
、
仲
間
は
き
っ
と
破
格
の
讃
辞
を
わ
た
し
に
お
く
っ
て
満
足
の
意
を
表
明
す
る
だ
ろ
う
」
と

意
識
し
て
い
ま
す
。
彼
の
評
価
で
は
、
自
己
犠
牲
か
ら
見
込
ま
れ
る
快
楽
は
、
こ
の
快
楽
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
放
棄
す
る
利
益
を
補
っ
て
余
り
あ
る
の

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
の
ふ
る
ま
い
は
、
じ
つ
は
こ
の
場
合
で
も
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
と
同
様
、
ま
さ
し
く
私
事
に
か
ま
け
る
も
の
で
、
い
み

じ
く
も
卑
し
い
動
機
か
ら
起
こ
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
人
は
お
だ
て
ら
れ
、
そ
し
て
、
う
ぬ
ぼ
れ
ま
す
が
、「
自
分
の
ふ
る
ま
い
に
は
ま
っ
た
く
私
心
が
な
い
」
と
信
じ
て
い
ま
す
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
信
念
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
ふ
る
ま
い
は
、
自
分
自
身
の
目
に
も
、
他
人
の
目
に
も
、
顕
彰
に
値
す
る
功
労
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
に
よ
る
と
、
公
共
に
尽
く
す
精
神
、
公
益
を
私
益
に
優
先
さ
せ
る
お
こ
な
い
は
、
そ
の
す
べ
て
が
人
間
を
だ
ま

し
て
付
け
入
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
人
間
の
美
徳
は
、
ま
こ
と
高
ら
か
に
誇
示
さ
れ
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
ま
こ
と
多
く
の
競
争
を
も
た
ら
す
原
因

で
す
が
、
そ
の
正
体
は
、
お
も
ね
り
が
高
慢
に
産
ま
せ
た
子
に
す
ぎ
ま
せ
ん
（
58
）。
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8

き
わ
め
て
高
潔
無
私
な
公
共
に
尽
く
す
行
為
が
、
自
己
愛
か
ら
生
ず
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
い
切
れ
る
か
ど
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
わ
た
し
は
今
こ
こ
で
検
証
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
己
愛
は
し
ば
し
ば
行
動
の
有
徳
な
動
機
で
あ
り
う
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
問
題
の
決
着

は
、
美
徳
の
真
の
あ
り
か
た
を
究
め
る
う
え
で
重
要
で
な
い
と
わ
た
し
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

わ
た
し
は
以
下
の
点
を
示
す
こ
と
に
専
心
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
誇
ら
し
く
気
高
い
こ
と
を
し
た
い
、
敬
意
と
是
認
の
適
切
な
対
象
に
な
り
た
い
と

願
う
気
持
ち
が
、
見
栄
と
呼
ば
れ
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
確
か
な
根
拠
が
あ
る
名
声
・
評
判
を
欲
し
い
と
思
い
、
真
に
尊
敬
に
値
す
る

行
為
に
よ
っ
て
敬
意
を
得
た
い
と
願
う
こ
と
さ
え
、
見
栄
と
呼
ば
れ
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
前
者
は
、
美
徳
を
愛
す
る
気
持
ち
で
あ
り
、
人

間
の
自
然
本
性
に
根
ざ
す
き
わ
め
て
気
高
く
良
質
な
情
念
で
す
。
後
者
は
、
真
の
栄
光
を
愛
す
る
気
持
ち
で
あ
り
、
た
し
か
に
前
者
よ
り
も
劣
り
ま
す
が
、

威
厳
が
あ
り
前
者
に
次
ぐ
と
映
る
情
念
で
す
。

見
栄
の
せ
い
で
責
め
ら
れ
る
の
は
、
な
ん
ら
讃
辞
に
値
し
な
い
資
質
を
理
由
に
讃
辞
を
欲
し
が
る
人
、
讃
辞
に
値
す
る
資
質
だ
と
し
て
も
当
人
が
期
待

す
る
ほ
ど
ほ
め
ら
れ
る
価
値
の
な
い
資
質
を
理
由
に
讃
辞
を
欲
し
が
る
人
で
あ
り
、
ま
た
、
軽
薄
な
衣
装
や
装
身
具
で
着
飾
っ
た
り
、
そ
れ
と
同
じ
く
軽

薄
な
日
常
の
作
法
を
身
に
着
け
た
り
し
て
自
分
の
人
柄
を
し
つ
ら
え
る
人
で
す
。
ま
た
、
た
し
か
に
ほ
め
ら
れ
る
価
値
が
ず
い
ぶ
ん
あ
る
事
柄
で
も
、
自

分
の
手
柄
で
な
い
の
を
百
も
承
知
で
讃
辞
を
欲
し
が
る
人
は
、
見
栄
の
せ
い
で
責
め
ら
れ
ま
す
。
自
分
に
そ
の
資
格
が
ま
っ
た
く
な
い
の
に
偉
そ
う
な
ふ

う
を
装
う
見
か
け
倒
し
の
伊
達
男
、
あ
り
も
し
な
い
冒
険
の
功
労
を
偽
装
す
る
ば
か
な
う
そ
つ
き
、
自
分
に
な
ん
ら
主
張
す
る
権
利
が
な
い
文
章
の
著
者

を
名
乗
る
非
才
の
剽
窃
作
家
、
彼
ら
は
、
見
栄
の
せ
い
で
そ
の
非
を
と
が
め
ら
れ
る
の
が
適
切
な
人
た
ち
で
す
。

さ
ら
に
、
見
栄
の
せ
い
で
責
め
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
人
が
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
敬
意
と
是
認
を
無
言
で
表
す
感
情
に
満
足
せ
ず
、
そ
ん
な
感
情
そ
の
も

（
56
）
本
書
の
最
初
の
五
つ
の
版
で
ス
ミ
ス
は
、François,

duc
de
La
Rochefoucauld

（1613
－80

）,Réflexions
ou
Sentences

etm
axim
s
m
orales

（1665

）
を
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
の
先
駆

者
と
し
て
引
合
い
に
出
し
た
。
彼
が
そ
の
批
判
を
削
除
し
た
の
は
、
玄
孫
のLouis-A

lexadre,
duc

de
La
Rochefoucauld

（1743
－92

）
と
知
り
合
い
に
な
っ
て
の
ち
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。C

orr.233
－4
,238

－9
,286

－7

を
見
よ
。

（
57
）Bernard

de
M
andeville

（1670
－1733

）,The
Fable

of
the
Bees,

or
Private

Vices,
Public

Benefits
（1714

,1723

）,ed.F.B.K
aye,2

vols.
O
xford1924

.‘Letter
to
the

Edinburgh
Review

’,10
－12

（in
EPS

）
も
見
よ
。

（
58
）M

andeville,
Enquiry

into
the
O
rigin

ofM
oralVirtue

;
in
Fable

ofthe
Bees,

ed.K
aye,

i.51
.
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の
よ
り
も
、
そ
れ
を
騒
々
し
く
表
す
言
葉
・
歓
呼
を
愛
し
て
や
ま
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
人
、
自
分
へ
の
讃
辞
が
わ
が
耳
で
鳴
り
響
い
て
い
る
と
き
に
し

か
心
が
満
た
さ
れ
な
い
人
、
要
す
る
に
、
尊
敬
を
示
す
あ
ら
ゆ
る
外
面
的
な
し
る
し
を
や
た
ら
し
つ
こ
く
催
促
し
・
手
ぐ
す
ね
引
い
て
う
か
が
い
、
称
号

や
お
世
辞
に
夢
中
に
な
り
、
訪
問
さ
れ
た
り
、
か
し
ず
か
れ
た
り
、
公
衆
が
畏
ま
っ
て
伺
候
す
る
様
子
の
会
場
で
注
目
さ
れ
た
り
す
る
の
が
楽
し
く
て
し

か
た
な
い
人
で
す
。
こ
の
軽
薄
な
情
念
は
、
先
の
二
つ
の
情
念
と
は
ま
る
で
違
っ
て
、
世
に
も
低
劣
・
卑
小
な
人
に
や
ど
り
、
他
方
、
先
の
二
つ
は
、
世

に
も
気
高
く
偉
大
な
人
に
や
ど
る
情
念
で
す
。

9

し
か
し
で
す
。
名
誉
と
敬
意
の
適
切
な
対
象
に
な
り
た
い
、
つ
ま
り
、
名
誉
と
敬
意
に
値
す
る
も
の
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
、
名
誉
と
敬
意
の
感

情
に
真
に
値
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
、
と
も
か
く
讃
辞
が
欲
し
い
と
い
う
軽
薄
な
欲
望
、
こ
れ
ら
三
つ
の
違
い
は
大
き
く
、

ま
た
、
最
初
の
二
つ
は
つ
ね
に
是
認
さ
れ
る
一
方
、
最
後
の
情
念
は
き
っ
と
見
下
さ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
三
つ
の
あ
い
だ
に
は
確
か
に
薄
い
類
縁

関
係
が
あ
り
、
そ
の
点
を
こ
の
才
気
煥
発
な
著
者
は
、
ユ
ー
モ
ア
が
あ
り
飽
き
さ
せ
な
い
弁
舌
の
妙
に
よ
っ
て
誇
張
し
、
読
者
に
付
け
入
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

見
栄
の
情
念
、
お
よ
び
、
真
の
栄
光
を
欲
し
が
る
気
持
ち
は
、
ど
ち
ら
も
敬
意
と
是
認
の
獲
得
を
め
ざ
し
ま
す
か
ら
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
類
縁
関
係

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
以
下
の
点
で
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
一
方
は
、
正
当
で
、
理
非
を
わ
き
ま
え
、
衡
平
を
お
も
ん
ぱ
か
る
情
念
で
す
が
、

他
方
は
、
不
正
、
不
見
識
で
、
た
わ
け
て
い
ま
す
。

真
に
尊
敬
に
値
す
る
理
由
に
よ
っ
て
敬
意
を
欲
し
が
る
人
は
、
正
当
に
権
原
が
あ
る
も
の
―
―
彼
に
わ
た
す
の
を
拒
絶
す
れ
ば
必
ず
彼
の
権
利
を
侵
害

す
る
こ
と
に
な
る
も
の
―
―
以
外
、
な
に
も
欲
し
が
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
真
に
尊
敬
に
値
す
る
理
由
に
よ
ら
ず
敬
意
を
欲
し
が
る
人
は
、
自
分

に
正
当
な
請
求
権
が
な
い
も
の
を
要
求
し
ま
す
。
前
者
の
人
は
、
た
や
す
く
満
足
し
て
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
十
分
な
敬
意
を
払
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
疑
っ
た
り
怪
し
ん
だ
り
す
る
気
に
な
ら
ず
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
の
関
心
を
表
す
外
面
的
な
し
る
し
を
た
く
さ
ん
受
け
と
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
気

を
も
み
ま
せ
ん
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
後
者
の
人
は
、
け
っ
し
て
満
足
す
る
見
込
み
が
な
く
、
自
分
の
望
み
ど
お
り
に
敬
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
猜
疑
と
不
審
で
胸
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
、
自
分
の
価
値
以
上
の
も
の
を
欲
し
が
っ
て
い
る
こ
と
を
人
知
れ
ず
自
覚
し
て
い

る
か
ら
で
す
。
儀
礼
上
の
手
抜
か
り
が
ほ
ん
の
少
し
で
も
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ
を
重
大
な
み
く
び
り
、
き
わ
め
て
決
然
た
る
軽
蔑
の
表
現
と
み
な
し
ま
す
。

六
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彼
は
い
ら
い
ら
し
て
し
び
れ
を
切
ら
し
、
わ
た
し
た
ち
が
彼
に
対
し
て
す
っ
か
り
尊
敬
の
念
を
失
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
絶
え
ず
恐
れ
、
だ
か
ら
こ
そ
、

新
た
な
敬
意
の
表
現
を
手
に
入
れ
た
い
と
い
つ
も
思
い
焦
が
れ
、
の
べ
つ
か
し
ず
か
れ
・
お
世
辞
を
言
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
機
嫌
よ
く
し
て
い
ら
れ
ま
せ

ん
。

10

ま
た
、
名
誉
と
尊
敬
に
値
す
る
も
の
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
と
、
名
誉
と
敬
意
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
の
あ
い
だ
、
つ
ま
り
、
美
徳
へ
の
愛
と
、

真
の
栄
光
へ
の
愛
の
あ
い
だ
に
も
類
縁
関
係
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
真
に
誇
ら
し
く
気
高
い
も
の
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
点
で
似
通
う
ば

か
り
か
、
真
の
栄
光
へ
の
愛
が
、
適
切
に
見
栄
と
呼
ば
れ
る
情
念
と
似
通
う
点
―
―
他
人
の
感
情
を
参
照
す
る
と
い
う
点
―
―
に
お
い
て
さ
え
似
通
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
上
な
い
豪
胆
の
持
ち
ぬ
し
と
は
、
美
徳
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
美
徳
を
欲
し
が
り
、
自
分
に
つ
い
て
世
評
が
実
際
に
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
に
は
き
わ
め
て
無
関
心
な
人
で
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
世
評
は
ど
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
は
せ
、「
わ
た
し
は
名
誉
も

喝
采
も
お
く
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
お
も
名
誉
と
喝
采
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
」と
意
識
し
た
り
、「
も
し
世
人
が
冷
静
で
率
直
で
節
を
守
り
、

そ
の
上
で
、
わ
た
し
の
ふ
る
ま
い
の
動
機
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
諸
事
情
を
適
切
に
知
ら
さ
れ
る
な
ら
、
き
っ
と
彼
ら
は
わ
た
し
に
名
誉
と
喝
采
を
お
く
る

だ
ろ
う
」
と
意
識
し
た
り
し
て
甘
美
な
思
い
を
味
わ
い
ま
す
。
彼
は
、
自
分
に
つ
い
て
実
際
に
い
だ
か
れ
る
世
評
を
見
下
し
ま
す
が
、
い
だ
か
れ
る
べ
き

世
評
に
は
こ
の
上
な
い
価
値
を
お
き
ま
す
。「
わ
た
し
は
自
分
が
そ
ん
な
誇
ら
し
い
感
情
に
値
す
る
と
思
え
る
」、
他
人
が
彼
の
人
柄
に
つ
い
て
ど
ん
な
考

え
を
持
っ
て
い
よ
う
と
、「
わ
た
し
は
世
人
の
境
遇
に
わ
が
身
を
お
い
て
、
世
人
が
実
際
に
す
る
評
価
で
な
く
、
す
る
べ
き
評
価
に
思
い
を
は
せ
る
な
ら
、

わ
が
人
柄
が
き
わ
め
て
高
潔
で
あ
る
と
つ
ね
に
自
分
で
も
思
え
る
」。
そ
れ
ほ
ど
に
立
派
で
高
貴
な
動
機
か
ら
ふ
る
ま
っ
た
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
美
徳
へ
の
愛
に
お
い
て
す
ら
、
な
お
も
他
人
の
意
見
が
参
照
さ
れ
ま
す
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
他
人
が
実
際
に
持
つ
意
見
で
な
く
、
理

性
と
適
切
さ
の
点
か
ら
他
人
が
持
つ
べ
き
意
見
で
す
が
、
と
も
か
く
他
人
の
意
見
が
参
照
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
さ
え
も
、
美
徳
へ
の

愛
と
、
真
の
栄
光
へ
の
愛
に
は
類
縁
関
係
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
同
時
に
、
両
者
に
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
敬
意
と
是
認
の
感
情
が
自
分
に
ま
っ
た
く
献
じ
ら
れ
な
く
て
も
、
お
こ
な

う
こ
と
が
正
し
く
ふ
さ
わ
し
い
事
柄
へ
の
関
心
、
敬
意
と
是
認
の
適
切
な
対
象
で
あ
る
事
柄
へ
の
関
心
、
そ
ん
な
動
機
だ
け
か
ら
行
動
す
る
人
は
、
人
間
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の
自
然
本
性
に
さ
え
も
宿
り
う
る
き
わ
め
て
崇
高
な
神
の
ご
と
き
動
機
か
ら
行
動
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
是
認
に
値
す
る
功
労
を
積
み
た
い
と
願
い
な
が

ら
も
、
同
時
に
是
認
を
獲
得
し
た
い
と
思
い
焦
が
れ
る
人
の
場
合
、
彼
も
ま
た
、
お
お
む
ね
褒
め
ら
れ
て
よ
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
動
機
に
は
人
間
的
な
優

柔
不
断
の
ほ
う
が
多
く
混
入
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、
世
人
の
無
知
と
不
正
義
の
せ
い
で
気
を
滅
入
ら
せ
る
危
険
に
あ
り
、
そ
の
幸
福
は
、
競
争
者
の
嫉
妬

と
公
衆
の
愚
か
し
さ
に
対
し
て
無
防
備
で
す
。

こ
れ
と
は
逆
に
、
美
徳
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
美
徳
を
愛
す
る
人
の
幸
福
は
、
ま
っ
た
く
ゆ
る
ぎ
な
く
、
運
か
ら
も
、
と
も
に
暮
ら
す
人
た
ち
の
気

ま
ぐ
れ
か
ら
も
独
立
し
て
い
ま
す
。
世
人
の
無
知
の
せ
い
で
、
軽
蔑
と
憎
し
み
が
彼
に
浴
び
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
彼
は
そ
れ
を
自
分
に
帰
属
す
る
と
み
な

さ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
気
が
滅
入
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
世
人
が
彼
を
見
下
し
・
憎
む
の
は
、
彼
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
誤
っ
た
捉

え
か
た
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
世
人
は
彼
を
も
っ
と
よ
く
知
れ
ば
、
敬
愛
す
る
で
し
ょ
う
。
世
人
が
憎
み
・
見
下
し
て
い
る
の
は
、
適
切
に
い
え
ば
、

彼
で
は
な
く
、
彼
と
取
り
違
え
て
い
る
別
人
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
、
仮
装
舞
踏
会
で
敵
に
扮
す
る
友
人
と
出
会
い
、
そ
ん
な
彼
の
変
装
に
か
こ
つ
け
て
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
れ
ば
、
彼
は
気
を
滅
入
ら
せ
る

よ
り
も
面
白
が
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
こ
そ
、
真
の
豪
胆
の
持
ち
ぬ
し
が
不
当
な
譴
責
に
さ
ら
さ
れ
る
と
き
に
い
だ
く
感
情
で
す
。
し
か
し
、
人
間
の
自
然

本
性
が
こ
れ
ほ
ど
の
不
撓
不
屈
に
達
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
世
に
も
浅
は
か
で
ま
っ
た
く
取
り
柄
の
な
い
者
で
な
け
れ
ば
、
偽
り
の
栄
光

に
よ
っ
て
甘
美
な
思
い
に
深
く
ひ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
奇
妙
な
矛
盾
の
せ
い
で
﹇III.2

.30

﹈、
ど
ん
な
に
決
然
と
覚
悟
を
固
め

て
い
る
と
映
る
人
た
ち
で
も
、
誤
っ
た
醜
聞
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
気
を
滅
入
ら
せ
ま
す
。

11

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
は
、「
そ
の
軽
薄
な
動
機
で
あ
る
見
栄
こ
そ
、
一
般
に
有
徳
と
説
明
さ
れ
る
行
為
す
べ
て
の
源
泉
で
あ
る
」
と
説
示
す
る
だ
け

で
は
満
足
し
ま
せ
ん
。
彼
は
、
そ
の
他
多
く
の
点
で
も
、
人
間
の
美
徳
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
そ
う
と
努
め
ま
す
。「
人
間
の
美
徳
が
、
完
全

な
自
己
否
定
に
達
す
る
例
は
ひ
と
つ
も
な
い
。
人
間
の
美
徳
は
、
そ
ん
な
自
己
否
定
を
な
し
う
る
と
主
張
す
る
が
、
ふ
つ
う
は
情
念
を
征
服
す
る
か
わ
り

に
陰
で
こ
っ
そ
り
大
目
に
見
る
の
が
関
の
山
で
あ
る
。」
と
彼
は
言
い
募
り
ま
す
。

快
楽
に
対
す
る
遠
慮
深
い
態
度
が
、
き
わ
め
て
禁
欲
的
な
慎
み
深
さ
に
達
し
な
け
れ
ば
、
彼
は
い
つ
で
も
こ
の
遠
慮
を
、
汚
ら
わ
し
い
贅
沢
、
官
能
へ

の
耽
溺
と
し
て
扱
い
ま
す
。
彼
に
よ
る
と
、
人
間
の
自
然
本
性
を
養
う
生
活
基
盤
と
し
て
絶
対
必
要
な
も
の
以
外
は
す
べ
て
贅
沢
で
あ
り
、
清
潔
な
シ
ャ

六
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ツ
、
居
心
地
よ
い
住
ま
い
の
利
用
さ
え
も
悪
徳
で
す
。
彼
の
考
え
で
は
、
ど
ん
な
に
合
法
的
な
婚
姻
関
係
で
あ
っ
て
も
、
性
交
へ
の
欲
求
に
ひ
た
る
こ
と

は
、
こ
の
情
念
の
き
わ
め
て
嫌
悪
感
を
催
す
充
足
と
同
じ
官
能
へ
の
耽
溺
で
あ
り
、
ま
た
、
節
制
や
貞
節
は
、
ま
こ
と
安
い
代
価
で
実
践
で
き
る
美
徳
だ

と
あ
ざ
わ
ら
い
ま
す
。
彼
の
推
論
に
あ
る
独
創
的
な
狡
知
が
、
こ
こ
で
も
ほ
か
の
多
く
の
場
面
と
同
じ
く
、
あ
い
ま
い
な
こ
と
ば
遣
い
に
よ
っ
て
覆
い
隠

さ
れ
て
い
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
の
情
念
の
な
か
に
は
、
心
地
悪
く
神
経
を
逆
な
で
す
る
強
さ
を
表
記
す
る
名
称
し
か
持
た
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
観
察
者
は
、
こ
の
種

の
情
念
が
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
心
地
悪
く
神
経
を
逆
な
で
す
る
水
準
に
あ
る
と
き
、
そ
れ
に
関
心
を
注
ぎ
が
ち
で
す
。
そ
の
情
念
が
観
察
者
の
胸
の
感
情
を

傷
つ
け
、
あ
る
種
の
反
感
と
不
安
を
与
え
る
場
合
、
観
察
者
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
に
注
意
せ
ざ
る
を
え
ず
、
つ
づ
い
て
、
名
前
を
つ
け
よ
う
と
い
う
気
に

自
然
に
な
り
ま
す
。
こ
の
種
の
情
念
が
観
察
者
の
内
心
の
自
然
な
状
態
に
合
致
す
る
場
合
、
彼
は
そ
の
情
念
を
す
っ
か
り
見
過
ご
す
傾
向
が
強
く
、
そ
れ

に
ま
っ
た
く
名
前
を
つ
け
な
い
か
、
つ
け
る
と
し
て
も
、
そ
の
名
前
が
表
記
す
る
内
容
は
、
む
し
ろ
情
念
が
屈
服
し
て
押
し
こ
ろ
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
て
、

屈
服
し
押
し
こ
ろ
さ
れ
た
そ
の
あ
と
も
相
変
わ
ら
ず
存
続
を
許
さ
れ
る
水
準
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
世
間
で
快
楽
の
愛
好
と
性
交
の
愛
好
に
つ
け
ら
れ
た
名
前
（
ｌ
）は
、
そ
れ
が
背
徳
で
神
経
を
逆
な
で
す
る
強
さ
で
あ
る
こ
と
を
標
示
し
ま
す
。

一
方
、
節
制
と
貞
節
と
い
う
語
が
表
記
す
る
内
容
は
、
む
し
ろ
、
快
楽
と
性
交
を
求
め
る
情
念
が
押
し
こ
ろ
さ
れ
屈
服
し
た
抑
圧
状
態
で
あ
っ
て
、
そ
の

あ
と
も
相
変
わ
ら
ず
存
続
を
許
さ
れ
る
水
準
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
は
、
そ
ん
な
情
念
が
ま
だ
多
少
と
も
存

続
す
る
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
、「
わ
た
し
は
、
世
に
い
う
節
制
と
貞
節
の
美
徳
の
真
実
を
あ
と
か
た
も
な
く
打
ち
砕
い
た
。
こ
れ
ら
の
美
徳
が
世

人
の
不
注
意
と
素
朴
さ
に
付
け
入
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。」
と
想
像
す
る
の
で
す
。

し
か
し
、
節
制
と
貞
節
は
、
快
楽
と
性
交
の
愛
好
を
支
配
し
よ
う
と
思
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
ん
な
情
念
の
対
象
に
ま
っ
た
く
無
神
経
で
あ
れ
と
は

命
じ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
美
徳
が
め
ざ
す
の
は
、
そ
ん
な
情
念
の
横
暴
を
押
し
こ
ろ
し
て
、
当
人
を
傷
つ
け
な
い
程
度
に
す
る
こ
と
、
ま
た
、
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
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。

（
ｌ
）
贅
沢
と
色
欲
（Luxury

and
lust

）

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅶ部（山本）

278（382）

六
七



12

マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
の
著
作
の
大
き
な
欠
陥
は
（
ｍ
）、
情
念
の
程
度
や
方
向
性
を
無
視
し
、
す
べ
て
の
情
念
を
こ
と
ご
と
く
背
徳
で
あ
る
と
説
示
す
る
こ

と
で
す
。
彼
は
こ
ん
な
や
り
か
た
で
、
お
よ
そ
他
人
の
感
情
―
―
他
人
が
実
際
に
も
つ
感
情
で
あ
れ
、
も
つ
べ
き
感
情
で
あ
れ
―
―
を
参
照
す
る
ど
ん
な

こ
と
も
見
栄
と
し
て
扱
い
、
こ
の
狡
知
を
使
っ
て
、「
私
的
な
悪
徳
は
公
的
な
便
益
で
あ
る
」
と
い
う
お
気
に
入
り
の
結
論
を
打
ち
た
て
ま
す
。

世
に
い
う
派
手
好
き
と
は
、暮
ら
し
に
か
か
わ
る
生
産
・
改
良
の
優
雅
な
技
術
を
愛
で
る
趣
味
で
あ
っ
て
、衣
装
・
家
具
・
装
身
具
や
、建
築
・
彫
刻
・

絵
画
・
音
楽
で
心
地
よ
い
も
の
は
な
ん
で
も
求
め
ま
す
。
そ
ん
な
情
念
に
ひ
た
っ
て
も
不
便
が
起
こ
ら
な
い
境
遇
の
人
の
場
合
で
さ
え
、
派
手
好
き
は「
贅

沢
、
官
能
へ
の
耽
溺
、
ひ
け
ら
か
し
」
と
み
な
さ
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
確
か
に
、「
贅
沢
、
官
能
へ
の
耽
溺
、
ひ
け
ら
か
し
」
は
、
公
共
の

便
益
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
ん
な
に
口
汚
く
命
名
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
彼
が
思
う
そ
ん
な
資
質
が
な
け
れ
ば
、
芸
術
・
工
芸
は
ま
っ
た
く
奨
励
さ
れ

ず
、
雇
用
の
機
会
も
な
い
た
め
衰
退
す
る
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
す
。

彼
の
時
代
よ
り
も
前
に
、
禁
欲
を
説
く
大
衆
迎
合
的
な
学
説
が
い
く
つ
か
流
行
し
て
、「
美
徳
の
本
質
は
、
す
べ
て
の
情
念
を
す
っ
か
り
根
絶
し
虚
無

に
す
る
こ
と
で
あ
る
」と
説
い
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
こ
そ
、
こ
の
け
じ
め
の
な
い
学
問
体
系
を
本
当
に
築
い
た
学
説
で
す
。
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
に
と
っ

て
、
以
下
の
二
つ
の
命
題
を
証
明
す
る
の
は
た
や
す
い
こ
と
で
し
た
。
第
一
に
、「
人
び
と
の
あ
い
だ
で
情
念
が
こ
う
し
て
完
全
に
征
服
さ
れ
る
こ
と
は
、

実
際
に
は
決
し
て
な
い
。」、
第
二
に
、「
も
し
そ
ん
な
こ
と
が
万
人
に
あ
ま
ね
く
起
こ
ろ
う
も
の
な
ら
、
す
べ
て
の
生
産
活
動
と
商
業
活
動
を
終
わ
ら
せ

て
社
会
を
む
し
ば
み
、
そ
の
害
は
あ
る
意
味
で
人
生
の
営
み
全
体
に
及
ぶ
だ
ろ
う
。」
と
い
う
も
の
で
す
。
彼
は
第
一
の
命
題
に
よ
っ
て
、「
真
の
美
徳
は

存
在
し
な
い
」、「
真
の
美
徳
を
装
う
も
の
は
、
世
人
を
だ
ま
し
て
付
け
入
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
」と
い
う
こ
と
を
証
明
し
、
第
二
の
命
題
に
よ
っ
て
、「
私

的
な
悪
徳
が
な
け
れ
ば
、
社
会
は
繁
栄
・
発
展
し
な
い
の
だ
か
ら
、
私
的
な
悪
徳
は
公
的
な
便
益
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
と
思
わ
れ
ま
し
た
。

13

以
上
が
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
博
士
の
学
問
体
系
で
あ
り
、
一
時
は
ま
こ
と
に
ず
い
ぶ
ん
世
間
で
か
ま
び
す
し
く
論
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
も
た
ら
し

た
悪
徳
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
が
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
変
わ
ら
な
い
程
度
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
体
系
は
、

ほ
か
の
諸
原
因
か
ら
生
じ
た
悪
徳
に
、「
も
っ
と
ず
う
ず
う
し
く
姿
を
現
し
な
さ
い
。
前
代
未
聞
の
悪
た
れ
の
不
敵
な
態
度
で
、
公
然
と
み
ず
か
ら
の
動

機
が
腐
敗
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
さ
い
。」
と
教
え
ま
し
た
。
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14

し
か
し
、
こ
の
学
問
体
系
が
ど
ん
な
に
破
壊
的
に
映
る
と
し
て
も
、
ど
こ
か
真
理
と
見
ま
が
う
ば
か
り
で
な
か
っ
た
ら
、
あ
ん
な
に
多
く
の
人
た
ち

に
付
け
入
る
こ
と
も
、
ま
た
、
も
っ
と
上
等
な
原
理
に
味
方
す
る
人
た
ち
の
間
に
あ
ん
な
に
広
く
警
戒
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。

自
然
哲
学
の
学
問
体
系
の
場
合
、
一
見
と
て
も
も
っ
と
も
ら
し
く
見
え
、
久
し
く
世
間
で
ず
い
ぶ
ん
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
な
の
に
、
自
然
に
基

盤
を
も
た
ず
、
真
理
と
は
い
か
な
る
類
似
性
も
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
デ
カ
ル
ト
の
説
く
渦
動
は
、
と
て
も
才
知
あ
る
一
国
民
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
一

世
紀
も
の
間
ず
っ
と
、
天
体
の
公
転
に
関
す
る
き
わ
め
て
満
足
い
く
説
明
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
ん
な
驚
嘆
す
べ
き
結

果
を
引
き
起
こ
す
と
主
張
さ
れ
て
い
た
原
因
は
、
実
際
に
存
在
し
な
い
ば
か
り
か
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
ん
な
渦
動
が
存
在
す
る
と
し

て
も
、
そ
れ
に
起
因
す
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
結
果
を
生
み
出
せ
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
、
全
人
類
の
確
信
に
な
り
ま
し
た
（
59
）。

し
か
し
、
道
徳
哲
学
の
学
問
体
系
に
つ
い
て
は
事
情
が
ち
が
い
、
道
徳
感
情
の
由
来
に
つ
い
て
ま
こ
と
し
や
か
に
説
明
す
る
論
者
は
、
さ
ほ
ど
あ
か
ら

さ
ま
に
わ
た
し
た
ち
を
あ
ざ
む
け
ま
せ
ん
し
、
真
理
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
ほ
ど
か
け
離
れ
た
こ
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

旅
行
者
は
、
ど
こ
か
遠
い
国
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
の
信
じ
や
す
さ
に
つ
け
込
ん
で
、
ど
ん
な
事
実
無
根
の
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い

作
り
話
で
も
、
き
わ
め
て
確
か
な
事
実
問
題
と
し
て
信
じ
込
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
近
隣
で
起
き
る
こ
と
や
わ
た
し
た
ち
が
暮
ら
し
て
い

る
ま
さ
に
そ
の
教
区
の
事
情
に
つ
い
て
、
ま
こ
と
し
や
か
に
報
告
す
る
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
や
は
り
、
わ
た
し
た
ち
が
も
の
ご
と
を

自
分
の
眼
で
検
証
し
な
い
ほ
ど
杜
撰
な
ら
ば
、
多
く
の
点
で
だ
ま
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
わ
た
し
た
ち
を
信
じ
込
ま

せ
る
に
は
、
い
か
に
甚
だ
し
い
虚
偽
で
あ
っ
て
も
、
ど
こ
か
真
理
と
似
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
真
理
が
相
当
程
度
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
必

要
で
す
。

宇
宙
の
偉
大
な
現
象
の
諸
原
因
を
ま
こ
と
し
や
か
に
論
定
す
る
自
然
哲
学
者
は
、
ず
い
ぶ
ん
遠
い
国
の
事
情
を
ま
こ
と
し
や
か
に
説
明
す
る
人
で
あ
っ

て
、
そ
の
国
に
つ
い
て
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
語
り
が
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
と
思
わ
れ
る
域
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
わ

た
し
た
ち
の
信
用
を
得
る
こ
と
に
絶
望
し
な
く
て
よ
ろ
し
い
。

（
ｍ
）
『
蜂
の
寓
話
』

（
59
）‘H

istory
ofA
stronom

y’,
IV
.61

－6

（in
EPS

）
参
照
。
デ
カ
ル
ト
は
天
体
運
動
に
関
す
る
渦
動
理
論
をPrincipia

philosophiae

（1644

）,part3

で
展
開
し
た
。
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し
か
し
、
こ
の
人
が
、
わ
た
し
た
ち
の
欲
望
・
心
の
動
き
の
由
来
、
ま
た
、
是
認
・
否
認
の
感
情
の
由
来
を
説
明
す
る
計
画
に
乗
り
出
す
と
き
、
わ
た

し
た
ち
の
暮
ら
す
ま
さ
に
そ
の
教
区
の
事
情
ば
か
り
か
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
家
庭
生
活
の
関
心
事
に
つ
い
て
も
、
ま
こ
と
し
や
か
に
説
明
し
ま
す
。
こ

の
場
合
で
も
や
は
り
、
執
事
に
任
せ
っ
ぱ
な
し
で
だ
ま
さ
れ
る
無
精
な
主
人
さ
な
が
ら
に
、
わ
た
し
た
ち
は
ず
い
ぶ
ん
付
け
入
ら
れ
て
だ
ま
さ
れ
や
す
い

の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真
理
に
い
さ
さ
か
の
配
慮
も
し
て
い
な
い
説
明
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
項
目
の

若
干
は
正
当
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
立
論
が
煩
瑣
を
き
わ
め
る
項
目
で
さ
え
何
か
根
拠
が
な
か
っ
た
ら
失
格
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な
欺
瞞

は
、
わ
た
し
た
ち
が
つ
い
行
う
杜
撰
な
調
査
に
よ
っ
て
さ
え
探
知
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
も
し
も
自
然
な
感
情
の
原
因
と
し
て
論
定
さ
れ
る
原
理
が
、
そ
の

感
情
と
関
係
が
な
か
っ
た
り
、
そ
ん
な
関
係
が
あ
る
ほ
か
の
原
理
と
似
て
い
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
の
論
者
は
、
ど
ん
な
に
怜
悧
さ
や
経
験
を
欠
く
読

者
の
目
に
も
、
不
見
識
で
た
わ
け
て
い
る
と
映
る
で
し
ょ
う
。

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅲ

是
認
の
原
理
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
立
て
ら
れ
た
様
々
な
学
問
体
系
に
つ
い
て

序

論

1

美
徳
の
自
然
本
性
に
つ
い
て
の
探
究
に
つ
づ
き
、
道
徳
哲
学
上
の
重
要
な
次
な
る
問
題
は
、
是
認
の
原
理
に
か
か
わ
り
ま
す
。
是
認
の
原
理
は
、
し

か
る
べ
き
人
柄
を
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
心
地
よ
く
し
た
り
、
心
地
悪
く
し
た
り
す
る
心
の
力
・
能
力
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
力
・
能
力
が
あ
れ

ば
こ
そ
、
あ
る
基
調
の
ふ
る
ま
い
を
別
の
基
調
の
そ
れ
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
選
び
、
前
者
を
正
し
い
も
の
、
後
者
を
ま
ち
が
っ
た
も
の
と
名
づ

け
、
そ
し
て
、
前
者
を
是
認
・
名
誉
・
ね
ぎ
ら
い
の
対
象
と
し
て
、
後
者
を
非
難
・
譴
責
・
処
罰
の
対
象
と
し
て
考
察
し
ま
す
。

2

こ
の
是
認
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
つ
の
異
な
る
説
明
が
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
あ
る
説
に
よ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
と
他
人
の
行

為
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
自
己
愛
だ
け
を
基
準
に
し
て
、
つ
ま
り
、
自
他
の
行
為
が
わ
が
身
に
禍
福
を
も
た
ら
す
傾
向
に
関
す
る
見
解
に
基
づ
い
て
、
是

認
し
た
り
否
認
し
た
り
し
ま
す
。
別
の
説
に
よ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
、
理
性
、
つ
ま
り
、
真
偽
を
区
別
す
る
と
き
に
使
う
の
と
同
じ
能
力
に
よ
っ
て
、

行
為
と
心
の
動
き
の
両
方
に
つ
き
、
適
合
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
別
の
説
に
よ
る
と
、
こ
の
区
別
は
、
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ひ
と
え
に
即
座
に
湧
く
感
情
・
心
情
が
も
た
ら
す
効
果
で
あ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
行
為
や
心
の
動
き
を
目
に
す
る
と
心
に
湧
き
立
つ
満
足
感
や
嫌
悪
感
か

ら
生
じ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
愛
、
理
性
、
感
情
が
、
こ
れ
ま
で
是
認
の
原
理
と
し
て
論
定
さ
れ
て
き
た
三
つ
の
異
な
る
源
泉
で
す
。

3

以
上
の
様
々
な
学
問
体
系
の
説
明
に
取
り
か
か
る
前
に
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
第
二
の
問
題
に
決
着
を
つ
け
る

こ
と
は
、
理
論
的
思
索
の
面
で
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
が
、
実
践
の
面
で
は
な
ん
ら
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
美
徳
の
自
然
本
性
に
か
か
わ
る
問

題
は
、
多
く
の
個
別
具
体
的
な
事
例
で
、
正
邪
の
捉
え
か
た
に
き
っ
と
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
す
。
是
認
の
原
理
に
か
か
わ
る
問
題
は
、
そ
ん
な
効
果
を
到

底
も
ち
え
ま
せ
ん
。
心
の
な
か
の
ど
ん
な
仕
掛
け
・
仕
組
み
か
ら
、
あ
の
よ
う
に
様
々
な
捉
え
か
た
や
感
情
が
湧
い
て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
証
す

る
こ
と
は
、
純
粋
に
学
問
的
好
奇
心
の
問
題
で
す
。

第
一
章

是
認
の
原
理
を
自
己
愛
か
ら
演
繹
す
る
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

是
認
の
原
理
を
自
己
愛
か
ら
説
明
す
る
論
者
た
ち
は
、
み
な
が
同
じ
や
り
か
た
で
そ
の
原
理
を
説
明
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
様
々
な

体
系
の
ど
れ
に
も
相
当
多
く
の
混
乱
や
不
正
確
な
点
が
あ
り
ま
す
。

ホ
ッ
ブ
ズ
氏
と
そ
の
多
く
の
信
奉
者
（
ｎ
）に

よ
る
と
、
人
間
は
社
会
の
な
か
に
避
難
す
る
べ
く
駆
り
た
て
ら
れ
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
、
人
間
が
同
類
に
自

然
な
愛
情
を
い
だ
く
か
ら
で
は
な
く
、他
人
か
ら
の
支
援
が
な
け
れ
ば
安
楽
・
安
全
に
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
す
（
60
）。こ
の
理
由
に
よ
っ

て
、
社
会
は
人
間
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、「
社
会
を
養
い
繁
栄
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
遠
い
先
々
に
み
ず
か
ら
の
利
益

を
も
た
ら
す
傾
向
が
あ
る
」
と
人
間
は
考
え
、
逆
に
、「
い
か
に
も
社
会
を
悩
ま
せ
た
り
壊
し
た
り
し
そ
う
な
も
の
は
な
ん
で
あ
れ
、
多
少
と
も
わ
が
身

を
害
し
た
り
蝕
ん
だ
り
す
る
」
と
み
な
し
ま
す
。

（
ｎ
）
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
マ
ン
ド
ヴ
ィ
ル
。

（
60
）Thom

as
H
obbes

（1588
－1679

）
お
よ
びSam

uelvon
Pufendorf

（1632
－94

）.
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美
徳
は
、
人
間
の
社
会
を
養
う
強
力
な
糧
で
あ
り
、
悪
徳
は
、
人
間
の
社
会
を
悩
ま
せ
る
ひ
ど
い
厄
介
者
で
す
。
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て

美
徳
が
心
地
よ
く
、
悪
徳
が
神
経
を
逆
な
で
す
る
理
由
は
、
人
間
の
生
存
が
快
適
・
安
全
で
あ
る
た
め
に
ま
こ
と
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
﹇
社
会
﹈
の
順

境
が
美
徳
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
破
滅
と
無
秩
序
が
悪
徳
か
ら
生
ま
れ
る
と
予
見
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

2

冷
静
に
学
問
的
に
考
察
す
る
と
、
美
徳
に
は
社
会
秩
序
を
促
進
す
る
傾
向
が
、
悪
徳
に
は
そ
れ
を
妨
害
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
せ
い
で
、
美
徳
に

は
と
て
も
す
て
き
な
美
し
さ
が
、
悪
徳
に
は
と
て
も
ひ
ど
い
醜
さ
が
投
影
さ
れ
ま
す
。
こ
の
点
は
、
わ
た
し
が
す
で
に
別
の
と
こ
ろ
で
観
察
し
た
と
お
り
（
61
）、

疑
う
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

人
間
の
社
会
は
、
し
か
る
べ
き
抽
象
的
・
学
問
的
視
点
か
ら
究
明
さ
れ
る
と
き
、
立
派
で
巨
大
な
機
械
さ
な
が
ら
に
映
り
、
そ
の
紀
律
正
し
く
調
和
の

と
れ
た
運
動
は
、
幾
多
の
心
地
よ
い
効
果
を
生
み
出
し
ま
す
。
人
間
の
生
産
技
術
か
ら
製
造
さ
れ
る
・
ほ
か
の
美
し
く
気
高
い
機
械
の
場
合
、
そ
の
運
動

を
よ
り
滑
ら
か
で
楽
に
す
る
傾
向
が
あ
る
ど
ん
な
こ
と
も
、
こ
の
効
果
か
ら
美
し
さ
を
引
き
出
し
、
逆
に
、
そ
の
運
動
に
支
障
を
き
た
す
傾
向
が
あ
る
ど

ん
な
こ
と
も
、
そ
の
効
果
の
せ
い
で
不
快
感
を
与
え
る
と
説
か
れ
ま
し
た
。
し
か
ら
ば
、
美
徳
は
、
い
う
な
れ
ば
、
社
会
の
歯
車
に
と
っ
て
純
良
な
研
磨

剤
で
あ
り
、
き
っ
と
人
を
喜
ば
せ
、
一
方
、
悪
徳
は
、
い
う
な
れ
ば
、
た
ち
の
悪
い
さ
び
で
あ
り
、
そ
の
歯
車
相
互
に
摩
擦
と
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
、
や
は

り
き
っ
と
人
の
神
経
を
逆
な
で
し
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
是
認
と
否
認
の
源
泉
に
つ
い
て
、
上
の
説
明
は
、
そ
れ
ら
が
社
会
秩
序
へ
の
関
心
に
由
来
す
る
と
説
く
か
ぎ
り
で
、「
役
立
つ
こ
と
」

に
美
し
さ
を
認
め
る
原
理
と
交
錯
し
ま
す
。
こ
の
原
理
に
つ
い
て
わ
た
し
は
す
で
に
別
の
箇
所
で
説
明
し
ま
し
た
が
（
62
）、

こ
の
学
問
体
系
に
備
わ
る
も
っ
と

も
ら
し
い
外
見
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
原
理
か
ら
引
き
出
さ
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
論
者
が
、
洗
練
さ
れ
た
社
会
生
活
の
数
え
き
れ
な
い
福
利
を
記
述
し
て
、
そ
ん
な
生
活
を
粗
野
な
孤
独
の
生
活
よ
り
も
上
位
に
置
き
、
前
者

の
生
活
を
維
持
す
る
に
は
美
徳
と
善
良
な
秩
序
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
長
広
舌
を
ふ
る
い
、「
悪
徳
が
蔓
延
し
て
法
律
が
守
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
粗
野
な

孤
独
の
生
活
に
逆
戻
り
す
る
傾
向
を
生
ず
る
の
は
絶
対
ま
ち
が
い
な
い
」
と
論
証
す
る
な
ら
ば
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
読
む
人
は
、
論
者
が
開
陳
す
る

見
解
の
目
新
し
さ
・
雄
大
さ
に
心
を
奪
わ
れ
、
美
徳
の
な
か
に
新
た
な
美
し
さ
を
、
悪
徳
の
な
か
に
新
た
な
醜
さ
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
ま
す
。
彼
は
今
ま
で

そ
れ
に
一
度
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
発
見
は
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
喜
び
よ
う
は
、「
こ
の
政
治
学
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上
の
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
一
度
も
心
に
浮
か
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
、
美
徳
と
悪
徳
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
慣
わ
し
と
し
て
い
つ
も
参
照

し
て
き
た
是
認
と
否
認
の
基
礎
で
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
思
い
返
す
余
裕
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
。

3

と
こ
ろ
で
、
上
の
論
者
た
ち
は
、
わ
た
し
た
ち
が
社
会
の
繁
栄
に
い
だ
く
興
味
を
自
己
愛
か
ら
演
繹
し
、
ま
た
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
興
味
か
ら

美
徳
に
献
じ
る
敬
意
も
同
様
に
扱
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
た
ち
が
今
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
カ
ト
ー
の
美
徳
に
喝
采
を
お
く
り
、
カ
テ
ィ
リ
ー
ン
の

非
道
を
嫌
悪
す
る
理
由
に
つ
い
て
、「
カ
ト
ー
の
美
徳
か
ら
受
け
取
る
便
益
や
、
カ
テ
ィ
リ
ー
ン
の
非
道
か
ら
被
る
損
害
の
概
念
が
、
わ
た
し
た
ち
の
感

情
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
」
と
彼
ら
は
言
う
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

上
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
る
と
、
わ
た
し
た
ち
が
有
徳
な
人
柄
を
敬
愛
し
、
狼
藉
を
は
た
ら
く
人
柄
を
非
難
す
る
理
由
は
、
そ
ん
な
遠
い
昔
の
時
代
と
国

民
に
起
こ
っ
た
社
会
の
順
境
や
転
覆
が
、
現
在
の
わ
た
し
た
ち
の
幸
・
不
幸
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
想
像

で
は
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
人
柄
か
ら
実
際
に
自
分
に
及
ぶ
と
思
っ
て
い
る
便
益
や
損
害
で
は
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
そ
ん
な
遠
い
時
代
と
国
に
生
き
て
い
た
ら
自
分
に
及
ん
で
い
た
か
も
し
れ
な
い
便
益
や
損
害
で
あ
る
か
、

さ
も
な
け
れ
ば
、
も
し
わ
た
し
た
ち
自
身
の
時
代
に
カ
ト
ー
や
カ
テ
ィ
リ
ー
ン
と
同
種
の
人
柄
に
出
く
わ
せ
ば
、
や
は
り
自
分
に
及
ぶ
か
も
し
れ
な
い
便

益
や
損
害
で
し
た
。

要
す
る
に
、
上
の
論
者
た
ち
が
暗
中
模
索
し
な
が
ら
、
け
っ
し
て
は
っ
き
り
と
は
展
開
で
き
な
か
っ
た
観
念
こ
そ
、
間
接
的
共
感
―
―
上
記
の
相
反
す

る
人
柄
か
ら
便
益
や
損
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
を
受
け
と
る
人
の
感
謝
の
念
や
そ
れ
に
さ
い
な
ま
れ
る
人
の
憤
り
に
対
し
、
わ
た
し
た
ち
が
よ

せ
る
共
感
―
―
で
し
た
﹇II.i.5

.1
－6

﹈。
上
の
論
者
た
ち
は
、「
わ
た
し
た
ち
を
触
発
し
て
喝
采
さ
せ
た
り
怒
ら
せ
た
り
す
る
の
は
、
わ
た
し
た
ち
が
﹇
実

際
に
﹈
得
た
便
益
や
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
ん
な
同
僚
と
協
同
し
て
や
っ
て
い
く
こ
と
に
な
れ
ば
、
得
る
か
も
し
れ

な
い
便
益
や
被
る
か
も
し
れ
な
い
損
害
に
つ
い
て
心
に
い
だ
い
た
り
想
像
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
彼
ら
が
あ
い
ま
い

（
61
）
前
出IV

.2
.1
－2
.

（
62
）IV

.1
.2
.
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な
が
ら
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
間
接
的
共
感
で
し
た
。

4

し
か
し
、
共
感
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
、
私
事
に
か
ま
け
る
原
理
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、
わ
た
し
が
あ
な
た
の
悲
し
み
や

怒
り
に
共
感
す
る
と
き
、「
わ
た
し
の
情
動
の
根
底
に
は
自
己
愛
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
情
動
が
湧
き
あ
が
る
経
路
は
、
わ
た
し
の
身
に
親
し
く
あ

な
た
の
状
況
を
思
い
描
き
、
つ
ぎ
に
、
わ
た
し
自
身
を
あ
な
た
の
境
遇
に
お
き
、
そ
れ
か
ら
、
類
似
の
諸
事
情
に
取
り
巻
か
れ
た
わ
た
し
は
何
を
感
じ
る

だ
ろ
う
か
と
心
に
い
だ
く
、
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
で
す
。「
共
感
感
情
は
、
主
た
る
当
事
者
と
の
あ
い
だ
で
、
境
遇
を
想
像
上
取
り
替
え
る
こ
と
か
ら
湧
き
あ
が
る
」
と
い
う
の
は
と
て
も
適
切

な
言
い
か
た
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
想
像
上
の
取
り
替
え
は
、「
私
自
身
の
身
柄
と
人
柄
で
あ
る
わ
た
し
」
に
起
こ
る
の
で
は
な
く
、「
わ
た
し
が
共
感
す

る
相
手
の
身
柄
と
人
柄
で
あ
る
わ
た
し
」
に
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

あ
な
た
が
一
人
息
子
に
死
な
れ
て
わ
た
し
が
あ
な
た
に
弔
辞
を
捧
げ
る
と
き
、あ
な
た
の
悲
痛
に
入
り
込
ん
で
い
く
た
め
に
わ
た
し
が
考
え
る
こ
と
は
、

も
し
わ
た
し
に
息
子
が
い
て
そ
の
息
子
が
不
幸
に
し
て
死
に
ゆ
く
定
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
が
ご
覧
の
よ
う
な
人
柄
と
職
業
の
人
物
と
し
て
受
け

る
苦
し
み
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
と
き
わ
た
し
が
考
え
る
の
は
、
も
し
わ
た
し
が
本
当
に
あ
な
た
で
あ
る
な
ら
ば
わ

た
し
が
受
け
る
苦
し
み
は
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
た
し
は
あ
な
た
と
の
間
で
、
四
囲
の
諸
事
情
の
み
な
ら
ず
、
身
柄
と
人
柄
を
も

取
り
替
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
の
悲
痛
は
ま
る
き
り
あ
な
た
の
事
情
を
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
自
身
の
事
情
を
思
っ
て
の
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
私
事
に
か
ま
け
る
感
情
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。「
わ
た
し
が
も
つ
固
有
の
身
柄
と
人
柄
を
ま
と
う
私
自
身
」
に

降
り
か
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
私
自
身
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
想
像
す
ら
し
て
い
な
い
の
に
湧
き
あ
が
る
感
情
、
い
や
む
し
ろ
、
あ
な
た
に
か
か
わ
る

こ
と
に
す
っ
か
り
か
か
り
き
り
で
あ
る
感
情
が
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
私
事
に
か
ま
け
る
情
念
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
男
性
は
、
彼
が

も
つ
固
有
の
身
柄
と
人
柄
を
ま
と
う
者
と
し
て
妊
婦
の
痛
み
に
苦
し
む
自
分
を
心
に
い
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
産
の

床
に
い
る
女
性
に
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
す
べ
て
の
感
情
と
心
の
動
き
を
自
己
愛
か
ら
演
繹
す
る
人
間
本
性
論
は
、
ま
こ
と
ず
い
ぶ
ん
世
間
で
か
ま
び
す
し
く
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た

が
、
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
い
ま
だ
十
全
か
つ
克
明
に
解
説
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
論
議
の
全
体
は
、
共
感
の
学
問
体
系
に
つ
い
て
の
混
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乱
し
た
誤
解
か
ら
生
じ
た
よ
う
に
わ
た
し
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

第
二
章

理
性
が
是
認
の
原
理
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

ホ
ッ
ブ
ズ
氏
が
、「
自
然
状
態
は
戦
争
状
態
で
あ
る
」、「
世
俗
政
府
の
設
立
に
先
立
っ
て
人
び
と
の
あ
い
だ
に
安
全
・
平
和
な
社
会
は
存
在
し
え
な

い
」
と
い
う
学
理
を
説
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
（
63
）。

し
た
が
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
氏
に
よ
る
と
、
社
会
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
世
俗
政
府
を
支
持

す
る
こ
と
で
あ
り
、
世
俗
政
府
を
破
壊
す
る
こ
と
は
、
社
会
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
と
同
じ
で
し
た
。
し
か
し
、
世
俗
政
府
の
存
在
は
、
最
高
の
政
権
担
当

者
に
献
じ
ら
れ
る
服
従
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
そ
の
政
権
担
当
者
が
権
威
を
失
っ
た
瞬
間
、
一
切
の
統
治
は
無
く
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
自
己
保
存
の
原
理
は
人
間
に
対
し
、「
社
会
の
繁
栄
を
推
進
す
る
傾
向
を
も
つ
ど
ん
な
こ
と
に
も
喝
采
を
お
く
り
、
い
か
に
も
そ
れ
を
害

し
そ
う
な
ど
ん
な
こ
と
に
も
非
難
を
加
え
な
さ
い
」
と
教
示
し
ま
す
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
同
じ
原
理
は
、
矛
盾
せ
ず
に
考
え
・
語
る
人
間
に
、「
世
俗
の

政
権
担
当
者
へ
の
服
従
に
は
い
か
な
る
と
き
も
喝
采
を
お
く
り
、
不
服
従
と
反
乱
に
は
こ
と
ご
と
く
非
難
を
加
え
な
さ
い
」
と
教
え
る
は
ず
で
す
。「
称

賛
に
値
す
る
」・「
非
難
に
値
す
る
」
と
い
う
観
念
は
、「
服
従
」・「
不
服
従
」
の
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
世
俗

の
政
権
担
当
者
の
法
律
こ
そ
、
正
義
と
不
正
義
、
正
し
い
こ
と
と
間
違
っ
た
こ
と
を
区
別
す
る
唯
一
の
究
極
的
な
規
準
と
み
な
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま

せ
ん
。

2

ホ
ッ
ブ
ズ
氏
は
、
こ
う
し
た
捉
え
か
た
を
流
布
し
て
人
間
の
良
心
を
教
会
権
力
で
は
な
く
世
俗
権
力
に
直
属
さ
せ
る
つ
も
り
で
あ
る
と
公
言
し
て
い

ま
し
た
。
彼
は
、
自
分
の
生
き
た
時
代
の
実
例
に
よ
っ
て
、
教
会
権
力
の
騒
乱
と
野
心
こ
そ
、
社
会
秩
序
を
乱
す
主
な
元
凶
で
あ
る
と
み
な
す
よ
う
教
わ
っ

て
い
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
彼
の
学
説
は
と
り
わ
け
神
学
者
の
神
経
を
逆
な
で
し
、
神
学
者
た
ち
は
、
彼
に
対
し
て
ひ
ど
く
辛
辣
で
痛
烈
な
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け

（
63
）H

obbes,
Leviathan,

chs.13
－17
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ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
彼
の
学
説
は
、「
正
し
い
こ
と
と
間
違
っ
た
こ
と
の
あ
い
だ
に
な
ん
ら
自
然
な
区
別
は
存
在
し
な
い
」、「
正
し

い
こ
と
と
間
違
っ
た
こ
と
は
、
変
化
し
、
入
れ
替
わ
り
、
世
俗
の
政
権
担
当
者
の
単
な
る
専
断
的
な
意
思
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
い
う
命
題
を
前
提
に
し

て
い
ま
し
た
か
ら
、
す
べ
て
の
聡
明
な
道
徳
学
者
た
ち
の
神
経
を
も
逆
な
で
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
も
の
ご
と
の
こ
ん
な
説
明
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
か

ら
、
冷
静
な
理
性
や
ら
激
高
し
た
熱
弁
や
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
武
器
に
よ
っ
て
攻
撃
さ
れ
ま
し
た
。

3

こ
れ
ほ
ど
毛
嫌
い
さ
れ
る
学
説
の
非
を
証
明
す
る
に
は
、「
す
べ
て
の
法
律
ま
た
は
実
定
的
な
制
度
に
先
立
ち
、
心
は
、
あ
る
生
得
の
能
力
を
授
か
っ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
行
為
と
心
の
動
き
の
な
か
に
は
、
正
し
い
・
称
賛
に
値
す
る
・
有
徳
な
資
質
を
識
別
し
、
ほ
か
の
行
為
と
心
の

動
き
の
な
か
に
は
、
間
違
っ
た
・
非
難
に
値
す
る
・
背
徳
な
資
質
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
」と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

4

カ
ド
ワ
ー
ス
博
士
は
（
ｏ
）い

み
じ
く
も
、「
法
律
は
、
正
邪
の
区
別
を
生
ず
る
根
源
的
な
源
泉
で
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
見
て
取
り
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
そ
ん
な
法
律
が
あ
る
と
想
定
し
て
み
る
と
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
正
し
く
、
背
く
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
従
っ
て
も
従

わ
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
従
っ
て
も
従
わ
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
法
律
が
、
正
邪
の
区
別
を

生
ず
る
源
泉
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
す
。
ま
た
、
従
う
こ
と
が
正
し
く
、
背
く
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
よ
う
な
法
律
も
、
正
邪
の
区
別
を
生
ず
る

源
泉
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
種
の
法
律
で
さ
え
、
や
は
り
そ
れ
に
先
行
す
る
正
邪
の
概
念
・
観
念
を
前
提
に
し
て
お
り
、
法
律
の
遵
守

は
、「
正
し
い
」
と
い
う
先
行
観
念
に
合
致
し
、
法
律
の
違
反
は
、「
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
先
行
観
念
に
合
致
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
（
64
）。

5

し
た
が
っ
て
、
心
は
、
一
切
の
法
律
に
先
行
し
て
正
邪
を
区
別
す
る
概
念
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
以
下
の
こ
と
が
必
然
的
に
帰
結
す
る
と

思
わ
れ
ま
し
た
。「
心
は
こ
の
概
念
を
理
性
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
性
は
、
真
偽
の
区
別
を
指
し
示
す
の
と
同
じ
や
り
か
た
で
正
邪
の

区
別
を
指
し
示
す
か
ら
で
あ
る
。」

こ
の
結
論
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
正
し
く
と
も
ほ
か
の
点
で
は
む
し
ろ
性
急
で
し
た
が
、
ず
い
ぶ
ん
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
と
い
う
の

も
、
当
時
、
人
間
の
自
然
本
性
に
関
す
る
抽
象
的
な
科
学
は
ほ
ん
の
揺
籃
期
に
あ
り
、
人
間
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
の
明
確
な
職
分
や
権
能
は
注
意
深

七
六

香川法学36巻3・4号（2017）

269（373）



く
検
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
相
互
に
腑
分
け
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
ホ
ッ
ブ
ズ
氏
と
の
こ
の
論
争
が
喧
々
諤
々
と
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
き
、
お

よ
そ
正
邪
の
観
念
の
源
泉
と
考
え
ら
れ
る
能
力
が
、
理
性
以
外
に
あ
る
と
は
思
い
も
よ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
こ
の
時
代
に
、「
美
徳
と
悪
徳

の
本
質
は
、
人
間
の
行
為
が
上
位
者
の
法
律
に
合
致
す
る
か
し
な
い
か
で
は
な
く
、
理
性
に
合
致
す
る
か
し
な
い
か
で
あ
る
」
と
い
う
学
説
が
人
気
を
博

す
る
よ
う
に
な
り
、
か
く
て
理
性
は
、
是
認
と
否
認
の
根
源
的
な
源
泉
・
原
理
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

6

美
徳
の
本
質
は
、
理
性
と
の
合
致
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
面
で
は
真
理
で
あ
り
、
こ
の
能
力
が
、
あ
る
意
味
で
、
是
認
と
否
認
―
―
正
邪
に
か
か
わ

る
す
べ
て
の
揺
る
ぎ
な
い
判
断
―
―
の
源
泉
・
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
も
、
と
て
も
正
当
な
こ
と
で
す
。

わ
た
し
た
ち
は
正
義
の
一
般
的
準
則
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
行
動
を
紀
律
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
一
般
的
準
則
を
発
見
す
る
の
は
、
理
性

の
は
た
ら
き
で
す
。
ま
た
、
正
義
よ
り
も
あ
い
ま
い
で
あ
や
ふ
や
な
観
念
と
し
て
、
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
、
節
度
が
あ
る
、
高
潔
無
私
・
気
高
い
、

と
い
っ
た
も
の
が
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
観
念
を
絶
え
ず
念
頭
に
置
い
て
活
動
し
、
そ
れ
に
倣
っ
て
み
ず
か
ら
の
ふ
る
ま
い
の
基
調
を
形
づ
く

ろ
う
と
懸
命
に
努
力
し
ま
す
が
、
そ
ん
な
観
念
を
形
成
す
る
の
も
、
同
じ
く
理
性
の
は
た
ら
き
で
す
。

道
徳
学
上
の
一
般
的
格
率
は
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
一
般
的
格
率
と
同
様
、
経
験
と
帰
納
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
多
種
多
様
な
個

別
事
例
を
観
察
し
、
道
徳
的
能
力
を
愉
快
に
し
た
り
不
愉
快
に
し
た
り
す
る
も
の
は
何
か
、
道
徳
的
能
力
が
是
認
し
た
り
否
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
何
か

を
察
知
し
、
そ
し
て
、
こ
の
経
験
か
ら
帰
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
を
打
ち
立
て
ま
す
。
し
か
し
、
帰
納
は
つ
ね
に
理
性
の
は
た

ら
き
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
ん
な
一
般
的
な
格
率
と
観
念
は
す
べ
て
理
性
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う
言
い
か
た
は
、
と
て
も
適

切
で
す
。

し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
道
徳
的
判
断
の
大
半
を
そ
ん
な
一
般
的
格
率
に
よ
っ
て
紀
律
す
る
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
即
座
に
湧
く
感
情
・

心
情
は
、
健
康
や
気
分
の
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
し
だ
い
で
そ
の
本
質
が
一
変
し
ま
す
か
ら
、
道
徳
的
判
断
が
そ
ん
な
感
情
・
心
情
の
よ
う
に
と
て
も
変
質
し

（
ｏ
）Im

m
utable

M
orality,

I.i.

﹇
編
者
の
注
64
参
照
﹈

（
64
）Cudw

orth,
Treatise

concerning
Eternaland

Im
m
utable

M
orality,

I.ii.3
－4

を
見
よ
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や
す
い
も
の
に
頼
り
き
り
な
ら
ば
、
き
わ
め
て
不
確
実
・
不
安
定
で
し
ょ
う
﹇III.4

.3
－6

﹈。

し
た
が
っ
て
、
正
邪
に
つ
い
て
下
す
き
わ
め
て
揺
る
ぎ
な
い
判
断
は
、
理
性
が
お
こ
な
う
帰
納
に
由
来
す
る
格
率
と
観
念
に
紀
律
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、

「
美
徳
の
本
質
は
理
性
と
の
合
致
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
か
た
は
と
て
も
適
切
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
こ
の
能
力
は
是
認
と
否
認
の
源
泉
・
原
理
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

7

し
か
し
で
す
。
た
し
か
に
理
性
は
、
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
の
源
泉
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
般
的
準
則
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
道
徳
的

判
断
す
べ
て
の
源
泉
で
す
。
け
れ
ど
も
、
一
般
的
準
則
を
形
成
す
る
基
礎
に
な
る
個
別
事
例
の
経
験
に
つ
い
て
ま
で
も
、
正
邪
の
最
初
の
認
識
が
理
性
に

由
来
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
見
当
ち
が
い
で
理
解
に
苦
し
み
ま
す
。
そ
ん
な
最
初
の
認
識
は
、
お
よ
そ
一
般
的
準
則
の
根
底
に
あ
る
ほ
か

の
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
内
容
と
同
じ
く
、
即
座
に
湧
く
感
覚
と
心
情
の
対
象
で
あ
り
、
理
性
の
対
象
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

わ
た
し
た
ち
が
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
を
形
成
す
る
や
り
か
た
は
、
千
差
万
別
の
事
例
を
審
理
し
て
、
あ
る
基
調
の
ふ
る
ま
い
は
し
か
る
べ
く
絶
え

ず
心
を
愉
快
に
し
、
別
の
基
調
の
ふ
る
ま
い
は
し
か
る
べ
く
絶
え
ず
不
愉
快
に
す
る
と
い
う
事
実
を
認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
す
（
65
）。

し
か
し
、
理
性
は
、

個
々
の
対
象
を
、
対
象
そ
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
、
心
地
よ
い
と
か
心
地
悪
い
と
心
に
映
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
理
性
が
示
せ
る
の
は
、「
こ
の
対
象

は
、
そ
れ
と
は
別
の
対
象
―
―
自
然
に
心
を
愉
快
に
し
た
り
不
愉
快
に
し
た
り
す
る
も
の
―
―
を
獲
得
す
る
手
段
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
理
性
は
対
象
を
、
そ
れ
以
外
の
も
の
へ
の
関
心
か
ら
、
心
地
よ
い
と
か
心
地
悪
い
と
心
に
映
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

対
象
が
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
、
心
地
よ
い
と
か
心
地
悪
い
と
映
ず
る
場
合
、
そ
れ
は
即
座
に
湧
く
感
覚
と
心
情
の
は
た
ら
き
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
事
例
の
審
理
に
お
い
て
、
美
徳
が
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
心
を
き
っ
と
愉
快
に
し
、
悪
徳
が
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
、

や
は
り
心
を
き
っ
と
不
愉
快
に
す
る
場
合
、
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
わ
た
し
た
ち
を
美
徳
と
融
和
さ
せ
、
悪
徳
と
絶
縁
さ
せ
る
の
は
、
即
座
に
湧
く
感
覚
と

心
情
で
あ
っ
て
、
理
性
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
﹇III.4

.7
－11

﹈。

8

快
楽
と
苦
痛
は
、
欲
望
と
嫌
悪
の
重
要
な
対
象
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
理
性
に
よ
ら
ず
、
即
座
に
湧
く
感
覚
と
心
情
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
美
徳
が
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
求
め
る
に
値
し
、
悪
徳
が
そ
れ
自
体
へ
の
関
心
か
ら
嫌
悪
の
対
象
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ら
の
異
な
る
資
質
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を
当
初
に
識
別
す
る
の
は
、
即
座
に
湧
く
感
覚
と
心
情
で
あ
っ
て
、
理
性
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

9

し
か
し
、
理
性
は
、
し
か
る
べ
き
意
味
で
は
是
認
と
否
認
の
原
理
と
考
え
ら
れ
て
も
正
当
で
す
か
ら
、
是
認
と
否
認
の
感
情
は
、
う
っ
か
り
こ
の
理

性
の
働
き
か
ら
当
初
に
湧
き
出
す
と
長
ら
く
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

ハ
チ
ス
ン
博
士
は
、「
す
べ
て
の
道
徳
的
区
別
は
理
性
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
立
論
が
可
能
な
次
元
と
、「
道
徳
的
区
別
の
根
底
に
は
、
即
座
に
湧
く
感

覚
と
心
情
が
あ
る
」
と
い
う
立
論
の
次
元
の
違
い
を
、
お
よ
そ
精
緻
に
識
別
し
た
最
初
の
功
労
者
で
す
。
彼
は
、
道
徳
感
覚
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ

の
点
を
ま
こ
と
遺
漏
な
く
、
ま
た
、
私
見
で
は
ま
こ
と
反
論
の
余
地
な
く
解
説
し
て
お
り
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
論
争
が
相
も
変
わ
ら
ず
続
け
ら
れ
る
な

ら
ば
、
こ
の
紳
士
の
記
述
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
し
か
る
べ
き
表
現
形
式
に
妄
信
的
愛
着
が
あ
る
せ
い
だ
と
わ
た
し
は
断
言
で

き
ま
す
。
そ
ん
な
執
着
は
、
学
識
者
の
あ
い
だ
で
は
大
し
て
珍
し
く
も
な
い
欠
点
で
あ
り
、
目
下
の
﹇
道
徳
学
上
の
﹈
主
題
の
よ
う
に
胸
の
奥
深
く
関
心

を
呼
ん
で
、
美
徳
の
持
ち
ぬ
し
が
片
言
隻
句
の
適
否
に
こ
だ
わ
り
、
慣
れ
親
し
ん
だ
せ
い
で
そ
れ
さ
え
諦
め
切
れ
な
い
こ
と
が
多
い
主
題
に
つ
い
て
は
、

特
に
そ
う
で
す
（
66
）。

第
三
章

感
情
が
是
認
の
原
理
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
に
つ
い
て

1

感
情
が
是
認
の
原
理
で
あ
る
と
説
く
学
問
体
系
は
、
二
つ
の
異
な
る
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2

Ⅰ

あ
る
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
是
認
の
原
理
の
根
底
に
は
、
独
自
の
本
性
を
も
つ
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
心
が
し
か
る
べ
き
行
為
や
心
の
動
き

を
目
に
す
る
と
き
に
発
揮
す
る
特
別
な
認
識
能
力
で
す
。
あ
る
種
の
行
為
と
心
の
動
き
は
、
こ
の
能
力
に
心
地
よ
い
感
じ
を
与
え
、
別
の
種
類
の
行
為
と

（
65
）H

um
e,
Treatise

ofH
um
an
N
ature,

III.ii.5

参
照
。

（
66
）H

utcheson,
An
Essay

on
the
N
ature

and
C
onductofthe

Passions
and
Affections.

W
ith
Illustrations

on
the
M
oralSense

（1728

）,I-IV
.

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅶ部（山本）

266（370）

七
九



心
の
動
き
は
心
地
悪
い
感
じ
を
与
え
て
、
前
者
は
、
正
し
い
・
賞
賛
に
値
す
る
・
有
徳
で
あ
る
と
い
っ
た
印
を
刻
ま
れ
、
後
者
は
、
間
違
っ
て
い
る
・
非

難
に
値
す
る
・
背
徳
で
あ
る
と
い
っ
た
印
を
刻
ま
れ
ま
す
。
こ
の
感
情
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
感
情
と
も
異
な
る
独
自
の
本
性
を
も
ち
、
特
別
な
認
識
能
力

の
所
産
な
の
で
、
当
該
体
系
は
こ
の
感
情
に
特
別
な
名
称
を
与
え
て
「
道
徳
感
覚
」
と
呼
び
ま
す
。

3

Ⅱ

別
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
是
認
の
原
理
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
い
新
し
い
認
識
能
力
を
想
定
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
体
系
の
想
像
で
は
、
自
然
の
作
用
は
、
こ
の
場
合
も
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
上
な
く
切
り
詰
め
た
家
計
に
従
い
、
ま
っ
た

く
同
一
の
原
因
か
ら
膨
大
な
数
の
結
果
を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
の
原
因
と
は
共
感
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
い
つ
も
注
目
さ
れ
て
き
た
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

心
に
授
け
ら
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
す
。
こ
の
体
系
の
考
え
に
よ
る
と
、
共
感
能
力
は
、
こ
の
独
自
の
能
力
﹇
道
徳
感
覚
﹈
に
起
因
す
る
と
見
な
さ
れ
る

結
果
を
す
べ
て
申
し
分
な
く
説
明
し
ま
す
。

4

Ⅰ

ハ
チ
ス
ン
博
士
は
（
ｐ
）、

是
認
の
原
理
の
根
底
に
自
己
愛
が
な
い
こ
と
を
一
所
懸
命
に
証
明
し
ま
し
た
。
ま
た
、
彼
は
、
是
認
感
情
が
理
性
の
働
き

か
ら
生
じ
な
い
こ
と
を
論
証
し
ま
し
た
。
彼
は
、「
自
然
が
こ
の
特
別
で
重
要
な
ひ
と
つ
の
結
果
を
生
み
出
す
た
め
に
人
間
の
心
に
授
け
た
の
は
、
格
別

な
種
類
の
能
力
で
あ
る
と
想
定
す
る
ほ
か
な
い
」
と
考
え
ま
し
た
。
彼
は
、
自
己
愛
と
理
性
が
い
ず
れ
も
退
け
ら
れ
た
と
き
、
こ
の
目
的
に
と
も
か
く
応

え
ら
れ
る
既
知
の
心
の
能
力
が
ほ
か
に
あ
る
と
は
思
い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

5

彼
は
こ
の
新
し
い
認
識
能
力
を
道
徳
感
覚
と
呼
び
、
多
少
と
も
外
部
感
覚
能
力
か
ら
類
推
さ
れ
る
も
の
と
想
定
し
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
四
囲
の

物
体
は
、
外
部
感
覚
能
力
に
し
か
る
べ
く
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
・
味
・
に
お
い
・
色
と
い
っ
た
様
々
な
資
質
を
持
つ
と
映
り
ま
す
。
し
か
ら
ば
、

人
間
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
は
、
こ
の
特
別
な
能
力
に
し
か
る
べ
く
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
く
し
ま
れ
る
と
か
毛
嫌
い
さ
れ
る
と
か
、
有
徳

で
あ
る
と
か
背
徳
で
あ
る
と
か
、
正
し
い
と
か
間
違
っ
て
い
る
と
か
、
そ
ん
な
様
々
な
資
質
を
持
つ
と
映
る
と
い
う
の
で
す
。

6

人
間
の
心
は
、
そ
の
す
べ
て
の
単
純
観
念
を
さ
ま
ざ
ま
な
感
覚
能
力
あ
る
い
は
認
識
能
力
か
ら
引
き
出
し
ま
す
が
（
ｑ
）、

こ
の
学
問
体
系
に
よ
る
と
、
そ
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の
能
力
は
二
つ
の
異
な
る
種
類
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
直
接
的
感
覚
能
力
ま
た
は
先
行
的
感
覚
能
力
と
呼
ば
れ
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

内
省
的
感
覚
能
力
ま
た
は
後
続
的
感
覚
能
力
と
呼
ば
れ
ま
す
（
67
）。

直
接
的
感
覚
能
力
と
は
ど
ん
な
能
力
で
し
ょ
う
か
。
心
が
事
物
を
認
識
す
る
と
き
、
あ
る
種
の
事
物
の
認
識
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
ほ
か
の
事
物
の
認

識
を
前
提
し
な
い
で
成
り
立
ち
ま
す
が
、
そ
ん
な
認
識
の
源
泉
が
こ
の
感
覚
能
力
で
す
。
た
と
え
ば
、
音
や
色
は
、
直
接
的
感
覚
能
力
の
対
象
で
す
。
音

を
聞
い
た
り
色
を
見
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
ほ
か
の
資
質
や
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
を
前
提
し
ま
せ
ん
。

他
方
、
内
省
的
感
覚
能
力
ま
た
は
後
続
的
感
覚
能
力
と
は
ど
ん
な
能
力
で
し
ょ
う
か
。
心
が
事
物
を
認
識
す
る
と
き
、
あ
る
種
の
事
物
の
認
識
は
、
そ

れ
に
先
行
す
る
ほ
か
の
事
物
の
認
識
を
前
提
に
し
て
成
り
立
ち
ま
す
が
、
そ
ん
な
認
識
の
源
泉
が
こ
の
感
覚
能
力
で
す
。
た
と
え
ば
、
調
和
と
美
し
さ
は
、

内
省
的
感
覚
能
力
の
対
象
で
す
。
音
の
調
和
や
色
の
美
し
さ
を
認
識
す
る
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
音
な
り
色
な
り
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
道
徳

感
覚
は
こ
の
種
の
能
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

ロ
ッ
ク
氏
は
、
内
省
と
呼
ぶ
能
力
か
ら
、
人
間
の
心
に
や
ど
る
様
々
な
情
念
・
情
動
の
単
純
観
念
を
引
き
出
し
ま
す
が
、
ハ
チ
ス
ン
博
士
に
よ
る
と
、

そ
れ
は
、
直
接
的
な
内
部
感
覚
能
力
で
す
（
68
）。
ま
た
、
同
博
士
に
よ
る
と
、
そ
ん
な
様
々
な
情
念
・
情
動
を
美
し
い
と
か
醜
い
と
認
識
し
た
り
、
有
徳
で
あ

る
と
か
背
徳
で
あ
る
と
認
識
し
た
り
す
る
能
力
は
、
内
省
的
な
内
部
感
覚
能
力
で
す
。

7

ハ
チ
ス
ン
博
士
は
、
こ
の
学
説
を
支
持
す
る
努
力
を
さ
ら
に
重
ね
、
自
説
が
自
然
の
類
推
に
照
ら
し
て
飲
み
込
み
や
す
い
こ
と
、
心
が
、
道
徳
感
覚

能
力
に
酷
似
す
る
ほ
か
の
様
々
な
内
省
的
感
覚
能
力
―
―
た
と
え
ば
、
外
界
の
対
象
に
美
し
さ
や
醜
さ
を
感
じ
取
る
能
力
、
同
類
被
造
者
の
幸
不
幸
に
共

（
ｐ
）Inquiry

concerning
Virtue.

（
ｑ
）Treatise
ofthe

Passions.

﹇
編
者
の
注
66
参
照
﹈

（
67
）
ス
ミ
ス
が
言
う
と
お
り
、
ハ
チ
ス
ン
は
こ
う
し
た
思
想
をEssay

（e.g.I,
i

）
で
呈
示
す
る
が
、
そ
の
用
語
法
（
認
識
の
分
類
で
あ
る
「
直
接
的
」「
先
行
的
」「
内
省
的
」「
後
続

的
」）
は
、Philosophiae

M
oralis

Institutio
C
om
pendiaria

（1742
;
translated

as
ShortIntroduction

to
M
oralPhilosophy

（1747

）,I.i.3
.

）
で
初
め
て
導
入
さ
れ
た
。

（
68
）H

utcheson,
Essay,

Preface
to
the
third

edition

（1742

）
を
見
よ
。
そ
こ
で
は
ロ
ッ
ク
が
言
及
さ
れ
て
い
る
（Locke,

Essay
C
oncerning

H
um
an
U
nderstanding

（1690

）II.
i.4

参
照
）。
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感
す
る
・
公
共
的
な
感
覚
能
力
、
恥
と
名
誉
の
感
覚
能
力
、
無
粋
を
笑
う
感
覚
能
力
―
―
を
授
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

8

し
か
し
で
す
。
こ
の
非
凡
な
哲
学
者
は
、「
是
認
の
原
理
の
根
底
に
、
多
少
と
も
外
部
感
覚
能
力
か
ら
類
推
さ
れ
る
独
自
の
認
識
能
力
が
あ
る
」
と

証
明
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
学
説
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
と
し
て
彼
が
承
認
す
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く

多
く
の
人
た
ち
か
ら
こ
の
学
説
の
誤
り
を
十
分
に
証
明
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

彼
が
「
感
覚
能
力
の
対
象
に
属
す
る
」
と
認
め
る
資
質
は
（
ｒ
）、「
感
覚
能
力
そ
れ
自
体
に
属
す
る
」
と
み
な
さ
れ
る
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
矛
盾
も
き
っ

と
あ
り
ま
す
ま
い
。
い
っ
た
い
だ
れ
が
、
視
覚
能
力
を
黒
い
と
か
白
い
と
、
聴
覚
能
力
を
や
か
ま
し
い
と
か
静
か
で
あ
る
と
、
ま
た
、
味
覚
能
力
を
甘
い

と
か
苦
い
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
呼
ぼ
う
と
思
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
能
力
を
有
徳
で
あ
る
と
か
背
徳
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
道
徳
的

に
善
い
と
か
悪
い
と
呼
ぶ
こ
と
も
や
は
り
矛
盾
で
あ
る
と
彼
は
説
き
ま
す
。
こ
う
し
た
資
質
は
、
道
徳
的
能
力
の
対
象
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
道
徳
的
能

力
そ
れ
自
体
に
属
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
も
し
、
残
虐
と
不
正
義
を
最
高
の
美
徳
と
し
て
是
認
し
た
り
、
衡
平
と
情
け
深
さ
を
き
わ
め
て
哀
れ
な
悪
徳
と
し
て
否
認
し
た
り
す
る
ほ

ど
不
見
識
を
仕
込
ま
れ
て
育
っ
た
人
が
い
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
そ
ん
な
ふ
う
に
形
成
さ
れ
た
心
の
性
格
は
、
そ
の
個
人
に
と
っ
て
も
彼
と
暮
ら
す
社

会
の
人
び
と
に
と
っ
て
も
不
都
合
で
す
し
、
同
時
に
、
そ
の
性
格
自
体
、
奇
妙
で
愕
然
と
す
る
反
自
然
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、﹇
彼
の
説
で
は
﹈そ
ん
な
性
格
を
背
徳
で
あ
る
と
か
、
道
徳
的
に
悪
い
と
名
づ
け
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
ほ
か
な
い
の
で
す
。

9

け
れ
ど
も
、
い
ば
っ
た
専
制
君
主
が
、
野
蛮
で
罪
状
を
無
視
す
る
処
刑
を
命
じ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
見
物
し
て
賞
賛
と
喝
采
の
声
を
張
り
あ
げ
て
い

る
人
が
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
態
度
を
見
、
き
わ
め
て
背
徳
で
道
徳
的
に
悪
い
と
名
づ
け
、
そ
の
命
名
に
よ
っ
て
表
示
す
る
の

が
、
堕
落
し
た
道
徳
的
能
力
―
―
こ
ん
な
忌
ま
わ
し
い
行
為
を
気
高
く
・
豪
胆
で
・
立
派
な
も
の
と
し
て
是
認
す
る
不
見
識
な
感
情
―
―
に
ほ
か
な
ら
な

い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ひ
ど
い
矛
盾
を
犯
し
た
と
責
め
ら
れ
る
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
の
想
像
で
は
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
は
、
そ
ん
な
見
物
人
を
見
る
と
被
害
者
に
共
感
す
る
こ
と
も
し
ば
し
忘
れ
、
ま
こ
と
汚
ら
わ
し
い
な
ら
ず
者

を
思
い
浮
か
べ
て
戦
慄
と
嫌
悪
以
外
に
は
何
も
感
じ
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
は
、
こ
の
見
物
人
を
そ
の
専
制
君
主
よ
り
も
い
っ
そ
う
強
く
憎
悪
す
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る
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
専
制
君
主
は
、
猜
疑
心
・
恐
怖
・
憤
り
の
強
烈
な
情
念
に
は
や
し
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
だ
け
に
弁
明
の
余
地
が

多
い
と
し
て
も
、
見
物
人
の
感
情
は
、
ま
っ
た
く
大
義
や
動
機
を
欠
い
て
お
り
、
何
も
か
も
厭
わ
し
い
こ
と
き
わ
ま
り
な
い
と
映
る
か
ら
で
す
。

こ
の
種
の
ね
じ
ま
が
っ
た
感
情
や
心
の
動
き
ほ
ど
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
が
入
り
込
ん
で
い
く
の
を
い
や
が
り
、
強
い
憎
し
み
と
怒
り
を
こ
め
て
拒
絶
す

る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
ん
な
心
の
性
格
を
「
奇
妙
で
不
都
合
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ど
こ
に
も
背
徳
で
道
徳
的
に
悪
い
と
こ
ろ
は
な

い
」
と
み
な
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
、「
道
徳
的
腐
敗
の
ま
さ
し
く
極
み
で
、
こ
れ
ほ
ど
お
ぞ
ま
し
い
末
路
は
な
い
」
と
考
え
る
で
し
ょ
う
。

10

こ
れ
と
は
反
対
に
、
的
確
な
道
徳
感
情
は
、
多
少
と
も
賞
賛
に
値
し
・
道
徳
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
自
然
に
映
り
ま
す
。
い
か
な
る
場
面
で
も
き
わ

め
て
正
確
に
対
象
の
価
値
の
高
低
に
適
し
た
譴
責
や
喝
采
を
す
る
人
は
、
道
徳
的
是
認
さ
え
も
あ
る
程
度
は
受
け
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
わ

た
し
た
ち
は
、
彼
の
道
徳
感
情
が
も
つ
繊
細
な
精
密
さ
を
賞
賛
し
ま
す
。
そ
の
感
情
は
、
わ
た
し
た
ち
の
胸
の
判
断
を
先
導
し
、
非
凡
で
目
を
み
は
る
高

い
精
度
の
ゆ
え
に
、
驚
嘆
と
喝
采
さ
え
も
搔
き
た
て
ま
す
。

た
し
か
に
、
他
人
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
下
す
彼
の
判
断
が
、
精
密
で
き
め
細
や
か
だ
と
し
て
も
、
彼
自
身
の
ふ
る
ま
い
が
、
と
も
か
く
そ
ん
な
精
密

さ
・
き
め
細
や
か
さ
に
見
合
っ
て
い
る
と
常
に
請
け
合
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
美
徳
は
、
感
情
の
繊
細
さ
と
な
ら
ん
で
、
心
の
習
慣
と
覚
悟
を
要
求
し

ま
す
が
、
不
運
な
こ
と
に
、
感
情
の
繊
細
さ
が
ど
ん
な
に
完
全
で
も
、
心
の
習
慣
と
覚
悟
は
不
足
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
心
理
的

習
性
は
、
と
き
に
未
熟
な
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
重
大
な
犯
罪
の
た
ぐ
い
と
は
相
容
れ
ず
、
完
全
な
美
徳
を
階
上
に
築
く
・
う
っ
て
つ
け
の
土
台
で
す
。

大
い
に
善
行
を
志
し
、
み
ず
か
ら
義
務
と
思
う
と
こ
ろ
を
果
た
そ
う
と
真
剣
に
意
図
し
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
道
徳
感
情
が
粗
雑
な
た
め
に

ぎ
す
ぎ
す
し
た
感
じ
の
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

11

お
そ
ら
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
い
分
も
あ
り
え
ま
す
。「
是
認
の
原
理
の
根
底
に
、
お
よ
そ
外
部
感
覚
能
力
か
ら
類
推
さ
れ
る
認
識
能
力
は
な
い
と

し
て
も
、
や
は
り
そ
の
根
底
に
は
、
ほ
か
で
も
な
い
・
こ
の
一
つ
の
特
定
の
目
的
に
対
処
す
る
独
自
の
感
情
が
あ
り
う
る
」。「
是
認
と
否
認
は
、
さ
ま
ざ

（
ｒ
）Illustrations

upon
the
m
oralsense,

sect.
I.
p.237

,
etseq.;

third
edition.

﹇
編
者
の
注
66
参
照
﹈

アダム・スミス『道徳感情論』第Ⅶ部（山本）

262（366）

八
三



ま
な
人
柄
や
行
為
を
目
に
す
る
と
心
に
湧
き
あ
が
る
・
し
か
る
べ
き
心
情
や
情
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
憤
り
は
、
権
利
侵
害
の
感
覚
、
感
謝
は
、
恩
恵
の

感
覚
と
呼
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
是
認
と
否
認
の
感
情
は
、
正
邪
の
感
覚
、
つ
ま
り
、
道
徳
感
覚
と
い
う
名
称
を
授
か
る
こ
と
が
と
て
も

適
切
だ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

12

し
か
し
で
す
。
も
の
ご
と
を
こ
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
、
前
述
し
た
の
と
同
じ
反
対
論
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
く
と
も
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い

異
論
の
余
地
が
な
い
別
な
反
対
論
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。

13

第
一
の
反
対
論
。
特
定
固
有
の
情
動
は
、
ど
ん
な
変
化
を
被
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
一
般
的
特
色
を
保
持
し
、
そ
れ
が
目
印
に
な
っ
て
そ
の
種
類
の
情

動
に
属
す
る
こ
と
が
識
別
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
ん
な
一
般
的
特
色
は
、
つ
ね
に
ひ
と
き
わ
目
を
引
き
・
目
を
み
は
ら
せ
、
個
々
の
情
況
で
そ
の
情
動
が

被
る
ど
ん
な
変
化
も
そ
れ
に
及
び
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
怒
気
は
固
有
の
種
族
を
な
す
情
動
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
般
的
特
色
は
、
怒
気
が
個
々
の
情
況
で
被
る
ど
ん
な
変
化
に
も
ま
し

て
、
つ
ね
に
は
っ
き
り
と
識
別
さ
れ
ま
す
。
男
性
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
怒
気
は
、
女
性
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
怒
気
と
も
、
子
ど
も
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
怒
気
と
も
、

た
し
か
に
ど
こ
か
違
い
ま
す
。
こ
れ
ら
三
つ
の
各
場
合
に
、
怒
気
と
い
う
一
般
的
情
念
は
、
そ
れ
が
ぶ
つ
け
ら
れ
る
対
象
の
特
定
の
人
柄
か
ら
違
っ
た
修

整
を
受
け
、
そ
れ
は
注
意
深
い
人
に
は
簡
単
に
見
て
と
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
情
念
の
一
般
的
特
色
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
に
相

変
わ
ら
ず
圧
倒
的
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
ま
す
。
一
般
的
特
色
を
見
分
け
る
の
に
入
念
な
観
察
は
不
要
で
あ
り
、
逆
に
、
そ
れ
が
被
っ
た
変
化
を
探
知
す
る

に
は
、
ず
い
ぶ
ん
繊
細
な
注
意
が
必
要
で
す
。
一
般
的
特
色
に
は
だ
れ
し
も
注
意
を
払
う
の
に
、
そ
れ
が
被
っ
た
変
化
を
察
知
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
。

で
す
か
ら
、
是
認
と
否
認
は
、
感
謝
と
憤
り
の
よ
う
に
固
有
の
種
族
を
な
す
情
動
で
あ
り
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
情
動
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ど

ん
な
変
化
を
被
っ
て
も
相
変
わ
ら
ず
そ
の
一
般
的
特
色
を
と
ど
め
、
そ
れ
が
目
印
に
な
っ
て
そ
ん
な
固
有
の
種
族
を
な
す
情
動
で
あ
る
こ
と
が
明
確
・
明

白
に
な
り
、
簡
単
に
識
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
は
、
是
認
と
否
認
の
感
情
は
、
右
と
ま
っ
た
く
違
う
し
か
た
で
生
起
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
是
認
ま
た
は
否
認
す
る
と
き
の
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実
際
の
心
情
を
注
意
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
場
合
に
わ
た
し
た
ち
が
い
だ
く
情
動
は
、
別
の
場
合
に
い
だ
く
情
動
と
ま
る
き
り
違
い
、
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に

共
通
の
特
色
な
ど
と
て
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
心
や
さ
し
く
・
繊
細
で
・
情
け
深
い
感
情
を
目
に
す
る
と
き
い
だ
く
是
認
感
情
は
、
偉
大
で
・
思
い
切
り
が
よ
く
・
豪
胆
と
映
る
感
情
に

よ
っ
て
心
打
た
れ
る
と
き
い
だ
く
是
認
感
情
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ら
二
つ
の
感
情
を
ち
が
う
場
面
で
是
認
し
、
そ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
完
全
か
つ
全
面
的
で
あ
り
え
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の
心
は
、
一
方
に
よ
っ
て
和
み
、
他
方
に
よ
っ
て
高
ぶ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

が
搔
き
た
て
る
情
動
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
類
似
点
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で
打
ち
た
て
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
学
問
体
系
に
従
え
ば
、
こ
れ
ら
の
是
認
感
情
の
あ
い
だ
に
類
似
点
は
な
い
に
決
ま
っ

て
い
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
是
認
す
る
人
物
の
情
動
は
、
上
の
二
つ
の
場
合
で
ま
っ
た
く
相
反
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
わ
た
し
た
ち
の
是
認
感
情
は
、

そ
ん
な
相
反
す
る
情
動
に
よ
せ
る
共
感
か
ら
湧
き
あ
が
る
の
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
一
方
の
場
合
に
い
だ
く
感
じ
と
、
他
方
の
場
合
に
い
だ
く
感
じ

の
あ
い
だ
に
は
い
か
な
る
類
似
点
も
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
も
是
認
の
本
質
が
独
自
の
情
動
で
あ
り
、
是
認
の
対
象
に
な
る
感
情
と
な
ん
の
共

通
点
も
な
く
、
し
か
し
そ
の
対
象
を
目
に
す
る
と
、
ほ
か
の
情
念
が
そ
れ
固
有
の
対
象
を
目
に
す
る
と
き
と
似
た
よ
う
な
し
か
た
で
湧
き
あ
が
る
と
す
れ

ば
、
情
況
に
応
じ
て
是
認
感
情
に
違
い
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
す
。

同
じ
こ
と
が
、
否
認
感
情
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
り
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
が
残
虐
行
為
に
対
し
て
い
だ
く
戦
慄
と
、
意
気
地
の
な
さ
に
対
し
て
い
だ
く

軽
蔑
の
あ
い
だ
に
は
少
し
の
類
似
点
も
あ
り
ま
せ
ん
。
上
の
二
つ
の
悪
徳
を
目
に
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
心
と
、
わ
た
し
た
ち
が
考
察
す
る
感

情
・
態
度
の
持
ち
ぬ
し
の
心
の
あ
い
だ
に
感
じ
ら
れ
る
不
協
和
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
る
種
類
の
も
の
で
す
。

14

第
二
の
反
論
。
す
で
に
観
察
し
た
と
お
り
（
69
）、

是
認
さ
れ
た
り
否
認
さ
れ
た
り
す
る
人
間
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
念
や
心
の
動
き
は
、
道
徳
的
に
善
ま

た
は
悪
と
映
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
感
情
に
は
、
適
切
な
是
認
ま
た
は
不
適
切
な
是
認
も
、
道
徳
的
に
善
ま
た
は
悪
の

印
を
刻
ま
れ
る
と
映
り
ま
す
。

（
69
）
前
出
・
パ
ラ
グ
ラ
フ
9－

10
。
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そ
こ
で
わ
た
し
は
問
い
た
い
の
で
す
が
、
わ
た
し
た
ち
が
適
切
な
是
認
ま
た
は
不
適
切
な
是
認
を
対
象
に
し
て
こ
れ
を
是
認
し
た
り
否
認
し
た
り
す
る

事
実
は
、
こ
の
学
問
体
系
で
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
理
に
適
っ
た
回
答
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ひ
と
つ
し
か
あ
る

ま
い
と
わ
た
し
は
想
像
し
ま
す
。
そ
れ
は
、「
隣
人
が
第
三
者
の
ふ
る
ま
い
に
関
心
を
よ
せ
る
と
き
い
だ
く
是
認
感
情
が
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
是
認
感

情
と
波
長
が
合
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
隣
人
の
是
認
を
是
認
し
て
、
こ
れ
を
多
少
と
も
道
徳
的
に
善
と
み
な
す
。
逆
に
、
隣
人
の
是
認
感
情
が
わ
た
し
た

ち
自
身
の
是
認
感
情
と
波
長
が
合
わ
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
否
認
し
て
、
多
少
と
も
道
徳
的
に
悪
と
み
な
す
」
と
い
う
も
の
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
は
、「
観
察
す
る
人
と
観
察
さ
れ
る
人
の
あ
い
だ
に
生
ず
る
感
情
の
一
致
ま
た
は
反
発
が
、
道
徳

的
な
是
認
ま
た
は
否
認
を
形
づ
く
る
。」
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ほ

か
の
あ
ら
ゆ
る
事
例
で
も
や
は
り
そ
う
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
問
い
た
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
是
認
ま
た
は
否
認
の
感
情
を
説
明
す
る
た
め
に
新
た
な

認
識
能
力
を
想
像
し
て
ど
こ
に
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

15

ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
か
ら
区
別
さ
れ
る
独
自
の
感
情
を
是
認
の
原
理
の
土
台
に
す
る
ど
ん
な
説
に
も
、
わ
た
し
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
反
対
し

よ
う
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
是
認
感
情
は
、
疑
い
も
な
く
摂
理
が
人
間
の
自
然
本
性
の
支
配
者
た
る
原
理
で
あ
る
べ
く
意
図
し
た
も
の
な
の
に
、

そ
れ
が
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
ど
ん
な
言
語
に
お
い
て
も
名
称
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
奇
妙
で
は
な
い
か
。

「
道
徳
感
覚
」
は
、
最
近
の
造
語
で
あ
り
、
ま
だ
英
語
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。「
是
認
」
が
、
こ
の
種
の
事
柄
を
と
く
に
意
味

す
る
専
用
の
語
に
な
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
こ
こ
数
年
の
あ
い
だ
で
す
。
わ
た
し
た
ち
の
心
を
す
っ
か
り
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
な
ら
、
建
物
の
形
状
で

も
、
機
械
の
仕
掛
け
で
も
、
肉
料
理
の
香
り
で
も
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
言
い
回
し
は
適
切
で
す
。「
良
心
」
と
い
う
語
は
、
わ
た
し
た
ち
が
是
認
し
た

り
否
認
し
た
り
す
る
と
き
に
使
う
道
徳
的
能
力
を
直
接
に
は
標
示
し
ま
せ
ん
。
実
際
、「
良
心
」は
、
な
に
か
そ
ん
な
能
力
の
存
在
を
想
定
し
た
う
え
で
、

固
有
の
意
味
と
し
て
は
「
そ
の
指
導
に
沿
っ
て
、
あ
る
い
は
、
逆
ら
っ
て
行
動
し
た
」
と
い
う
意
識
を
表
し
ま
す
。

愛
、
憎
し
み
、
歓
び
、
悲
し
み
、
感
謝
、
憤
り
は
、
是
認
の
原
理
に
服
す
る
臣
下
と
思
わ
れ
て
い
る
そ
の
他
す
べ
て
の
お
び
た
だ
し
い
情
念
と
も
ど
も
、

身
を
立
て
存
在
を
知
ら
し
め
る
称
号
を
得
て
い
る
ほ
ど
な
の
に
、
そ
の
臣
下
を
残
ら
ず
統
べ
る
主
権
者
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
数
人
の
哲
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学
者
を
除
い
て
だ
れ
も
ま
だ
そ
れ
に
名
称
を
授
け
る
だ
け
の
価
値
を
認
め
て
い
な
い
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

16

本
書
の
学
問
体
系
﹇
第
Ⅰ
部
か
ら
Ⅵ
部
﹈
に
即
し
て
言
う
と
、
わ
た
し
た
ち
が
人
柄
や
行
為
を
是
認
す
る
と
き
感
ず
る
諸
感
情
は
、
四
つ
の
源
泉
に

由
来
し
、
そ
れ
ら
は
い
く
つ
か
の
点
で
相
互
に
ち
が
っ
て
い
ま
す
。

第
一
に
、
わ
た
し
た
ち
が
、
行
為
者
の
動
機
に
共
感
す
る
こ
と
。
第
二
に
、
彼
の
行
為
か
ら
恵
み
を
受
け
と
る
人
た
ち
の
感
謝
の
念
に
入
り
込
ん
で
ゆ

く
こ
と
。
第
三
に
、
彼
の
ふ
る
ま
い
を
見
て
、
上
の
二
つ
の
共
感
作
用
が
お
お
む
ね
従
う
一
般
的
準
則
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
。
最
後
に
、
わ

た
し
た
ち
の
考
察
す
る
行
為
が
、
当
該
個
人
や
そ
の
所
属
集
団
の
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
が
あ
る
行
動
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
る
と
き
、
こ
の「
役
立
つ
」

と
い
う
こ
と
か
ら
美
し
さ
を
引
き
出
す
と
映
る
こ
と
。
そ
の
美
し
さ
は
、
み
ご
と
な
仕
掛
け
の
機
械
の
属
性
と
み
な
さ
れ
る
美
し
さ
に
似
て
い
な
く
も
あ

り
ま
せ
ん
。

任
意
の
具
体
的
な
一
例
で
こ
れ
ら
四
つ
の
原
理
の
い
ず
れ
か
に
由
来
す
る
こ
と
が
ま
ち
が
い
な
い
と
認
定
さ
れ
る
感
情
を
差
し
引
い
て
い
き
、
そ
の
あ

と
に
ど
ん
な
も
の
が
残
る
か
が
わ
か
れ
ば
わ
た
し
は
う
れ
し
い
で
す
し
、
こ
の
残
余
の
も
の
の
正
体
を
き
め
細
や
か
に
見
極
め
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
れ
が

道
徳
感
覚
や
ほ
か
の
独
自
の
能
力
に
起
因
す
る
こ
と
を
率
直
に
認
め
ま
す
。

こ
の
道
徳
感
覚
は
、
独
自
の
原
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
も
し
も
そ
の
よ
う
な
原
理
が
あ
る
な
ら
ば
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
予

想
が
立
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
歓
び
・
悲
し
み
・
希
望
・
恐
怖
が
、
純
粋
で
ほ
か
の
情
動
と
混
じ
り
合
っ
て
い
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
よ

く
あ
る
よ
う
に
、
そ
ん
な
独
自
の
原
理
も
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
か
ら
切
り
離
さ
れ
・
分
離
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
具
体
例
が
あ
る
は
ず
だ
、
と

い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
ま
こ
と
し
や
か
に
言
う
こ
と
さ
え
で
き
な
い
と
わ
た
し
は
想
像
し
ま
す
。
こ
の
原
理
が
単
独
で
―
―
つ
ま

り
、
共
感
ま
た
は
反
感
、
感
謝
ま
た
は
憤
り
、
確
立
し
た
準
則
に
対
す
る
行
為
の
適
合
ま
た
は
不
適
合
の
認
識
、
生
物
に
よ
っ
て
も
無
生
物
に
よ
っ
て
も

搔
き
た
て
ら
れ
、
美
し
さ
と
秩
序
を
隔
て
な
く
愛
で
る
趣
味
、
以
上
の
ど
れ
と
も
混
じ
り
合
わ
な
い
で
―
―
発
現
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
報
告
例
を
わ
た

し
は
知
り
ま
せ
ん
。

17

Ⅱ

道
徳
感
情
の
起
源
を
共
感
か
ら
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
も
う
ひ
と
つ
の
学
問
体
系
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
打
ち
た
て
よ
う
と
努
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め
て
き
た
も
の
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
別
種
の
学
問
体
系
は
、
美
徳
の
本
質
を
「
役
立
つ
こ
と
」
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
の
説
明
に
よ
る
と
、
観
察
者

は
、
あ
る
資
質
が
役
立
つ
か
ど
う
か
を
調
べ
、
そ
の
と
き
い
だ
く
快
楽
は
、
そ
の
資
質
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
人
た
ち
の
幸
福
に
共
感
す
る
こ
と
か
ら

生
じ
る
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
共
感
は
、
わ
た
し
た
ち
が
行
為
者
の
動
機
に
入
り
込
ん
で
ゆ
く
と
き
は
た
ら
く
共
感
と
は
異
な
り
ま
す
し
、
彼
の
行
為
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
人
た

ち
の
感
謝
の
念
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
と
き
は
た
ら
く
共
感
と
も
異
な
り
ま
す
。
こ
の
共
感
は
、
わ
た
し
た
ち
が
み
ご
と
な
仕
掛
け
の
機
械
を
是
認
す
る
と

き
は
た
ら
く
原
理
と
同
じ
も
の
で
す
。
し
か
し
、
機
械
は
、
す
ぐ
上
で
言
及
し
た
二
つ
の
共
感
の
対
象
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
す
で
に
本
稿
第

四
部
で
（
70
）こ
の
体
系
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
し
ま
し
た
。

セ
ク
シ
ョ
ン
Ⅳ

さ
ま
ざ
ま
な
論
者
が
こ
れ
ま
で
道
徳
学
上
の
実
践
的
準
則
を
扱
っ
て
き
た
手
法
に
つ
い
て

1

本
稿
第
三
部
で
は
以
下
の
諸
点
が
観
察
さ
れ
ま
し
た
（
71
）。

正
義
の
準
則
は
、
道
徳
学
上
の
準
則
と
し
て
、
唯
一
、
精
密
・
精
確
な
も
の
で
あ
る
。
正
義

以
外
の
す
べ
て
の
美
徳
の
準
則
は
、
大
雑
把
・
あ
い
ま
い
・
あ
や
ふ
や
で
あ
る
。
正
義
の
準
則
は
、
文
法
の
準
則
に
た
と
え
ら
れ
、
ほ
か
の
美
徳
の
準
則

は
、
文
芸
批
評
家
が
格
調
高
い
雅
文
を
草
す
る
と
き
に
書
き
と
め
る
準
則
に
た
と
え
ら
れ
る
。
文
芸
批
評
家
の
準
則
は
、
わ
た
し
た
ち
が
め
ざ
す
べ
き
完

全
性
を
獲
得
さ
せ
る
確
実
な
無
謬
の
指
導
を
与
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
完
全
性
の
一
般
的
観
念
を
呈
示
す
る
。

2

道
徳
学
上
の
準
則
は
、
種
類
が
違
え
ば
、
上
の
よ
う
に
、
許
容
す
る
精
確
さ
の
度
合
い
も
違
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
準
則
を
集
め
て
体
系
に
編
纂
し
よ

う
と
努
め
て
き
た
論
者
た
ち
は
、
二
つ
の
異
な
る
手
法
で
そ
の
仕
事
を
や
り
ま
し
た
。

あ
る
部
類
の
論
者
は
、
一
貫
し
て
大
雑
把
な
方
法
に
従
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
数
あ
る
美
徳
が
「
種
族
」
を
単
位
と
し
て
存
在
す
る
と
考
え
る
こ

と
で
、
そ
の
方
法
へ
と
自
然
に
導
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。
一
方
、
も
う
ひ
と
つ
の
部
類
の
論
者
は
、
や
は
り
一
貫
し
て
、
あ
る
種
の
美
徳
だ
け
が
受
け
つ

け
る
た
ぐ
い
の
精
確
さ
を
み
ず
か
ら
の
根
本
教
義
に
導
入
し
よ
う
と
努
め
て
き
ま
し
た
。
第
一
の
部
類
の
論
者
は
、
文
芸
批
評
家
の
よ
う
に
書
き
、
第
二

の
部
類
の
論
者
は
、
文
法
教
師
の
よ
う
に
書
き
ま
し
た
。
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3

Ⅰ

第
一
の
部
類
に
は
、
古
代
の
道
徳
学
者
を
す
べ
て
数
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
徳
と
美
徳
を
概
括
的
な
手
法
で

記
述
し
、「
前
者
の
心
理
的
習
性
は
醜
く
不
幸
で
あ
り
、
後
者
の
心
理
的
習
性
は
適
切
で
幸
福
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
こ
と
で
満
足
し
て
、
個
々
の
あ
ら

ゆ
る
場
合
に
例
外
な
く
妥
当
す
べ
き
多
く
の
精
緻
な
準
則
を
訳
知
り
顔
に
書
き
と
め
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
ら
は
、
こ
と
ば
を
使
っ
て
見
極
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
以
下
の
二
点
を
見
極
め
る
こ
と
に
専
心
し
ま
し
た
。
第
一
に
、
各
種
美
徳
の
根
底
に
あ
る
胸
裏

の
感
情
の
本
質
は
何
か
、
つ
ま
り
、
友
情
、
情
け
深
さ
、
高
潔
無
私
、
正
義
、
豪
胆
、
そ
の
他
す
べ
て
の
美
徳
の
本
質
は
、
胸
中
の
ど
ん
な
種
類
の
心
情
・

情
動
な
の
か
、
ま
た
、
美
徳
と
対
立
す
る
悪
徳
の
本
質
は
、
ど
ん
な
心
情
・
情
動
な
の
か
と
い
う
点
で
す
。
第
二
に
、
そ
ん
な
各
種
感
情
が
指
導
し
よ
う

と
す
る
一
般
的
な
行
動
の
し
か
た
、
標
準
的
な
調
子
・
基
調
の
ふ
る
ま
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
つ
ま
り
、
友
好
的
な
人
、
高
潔
無
私
な
人
、
勇
敢
な

人
、
心
正
し
い
人
、
情
け
深
い
人
は
、
通
常
の
場
面
で
ど
ん
な
ふ
う
に
行
動
す
る
こ
と
を
選
ぶ
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
す
。

4

各
種
美
徳
の
根
底
に
あ
る
胸
裏
の
感
情
の
特
徴
を
描
く
こ
と
は
、
繊
細
で
き
め
細
や
か
な
筆
づ
か
い
を
要
し
ま
す
が
、
あ
る
程
度
の
正
確
さ
で
仕
上

げ
ら
れ
て
い
れ
ば
許
さ
れ
る
仕
事
で
す
。

実
際
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
が
四
囲
の
事
情
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
応
じ
て
現
実
に
被
る
か
、
あ
る
い
は
被
る
は
ず
の
変
化
を
も
れ
な
く
表
現
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
変
化
は
無
数
に
あ
り
、
言
語
に
は
そ
れ
ら
を
表
記
す
る
名
称
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
友
情
と
い
う
感
情
で
す

が
、
わ
た
し
た
ち
が
老
齢
の
人
に
い
だ
く
友
情
は
、
若
年
の
人
に
い
だ
く
友
情
と
は
違
い
ま
す
。
ま
た
、
謹
厳
な
人
へ
の
友
情
は
、
柔
和
で
心
や
さ
し
い

気
風
の
人
へ
の
友
情
と
は
違
い
、
ま
た
、
陽
気
に
は
し
ゃ
ぐ
元
気
な
人
へ
の
友
情
と
も
違
い
ま
す
。
男
性
に
対
し
て
心
に
い
だ
く
友
情
は
、
女
性
が
わ
た

し
た
ち
の
心
を
動
か
し
て
い
だ
か
せ
る
友
情
と
は
違
い
、
た
と
え
、
そ
こ
に
汚
ら
わ
し
い
情
念
が
交
じ
ら
な
い
と
し
て
も
違
い
ま
す
。
こ
の
感
情
が
被
る

可
能
性
の
あ
る
上
記
の
変
化
や
そ
れ
以
外
の
数
か
ぎ
り
な
い
変
化
を
残
ら
ず
数
え
あ
げ
て
見
極
め
ら
れ
る
論
者
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
上
に
述
べ
た
友
情
す
べ
て
に
共
通
す
る
一
般
的
な
感
情
と
し
て
の
友
情
・
な
じ
み
深
い
愛
着
は
、
十
分
な
正
確
さ
で
見
極

（
70
）IV

.2
.3
ff.

そ
こ
で
は
ス
ミ
ス
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
論
じ
た
。
ま
た
、V

II.ii.3
.21

参
照
。

（
71
）III.6

.9
－11
.
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め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
と
よ
り
、
友
情
を
描
い
た
図
柄
は
、
つ
ね
に
多
く
の
点
で
不
完
全
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
図
柄
を
目
に
す
れ
ば
原
物
が

わ
か
る
程
度
に
は
実
物
ら
し
さ
が
あ
り
、
友
情
と
相
当
似
か
よ
っ
た
ほ
か
の
感
情
―
―
た
と
え
ば
、
善
意
、
尊
敬
、
敬
意
、
賞
賛
―
―
か
ら
友
情
を
区
別

す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
ま
す
。

5

各
種
美
徳
は
、
わ
た
し
た
ち
を
触
発
し
て
ど
ん
な
標
準
的
な
行
動
の
し
か
た
に
向
か
わ
せ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
概
括
的
な
手
法
で
記

述
す
る
こ
と
は
、﹇
胸
裏
の
感
情
の
特
徴
を
描
く
よ
り
も
﹈
一
段
と
た
や
す
い
仕
事
で
す
。

た
し
か
に
、
こ
の
種
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
、
各
種
美
徳
の
根
底
に
あ
る
胸
中
の
感
情
・
情
動
を
記
述
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ま
せ
ん
。
妙
な
言

い
か
た
で
す
が
、
情
念
が
被
る
す
べ
て
の
様
々
な
修
整
か
ら
生
ず
る
目
に
見
え
な
い
特
色
を
、
胸
裏
に
現
前
す
る
と
お
り
に
、
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
す
。
そ
の
目
に
見
え
な
い
特
色
を
表
記
し
て
相
互
の
違
い
を
識
別
す
る
方
法
は
、
そ
れ
ら
が
外
部
に
生
み
出
す
効
果
―
―
そ
れ
ら
が
面
貌
、
風

貌
、
外
貌
に
引
き
起
こ
す
変
化
や
、
示
唆
す
る
決
意
や
、
触
発
す
る
行
為
―
―
を
記
述
す
る
以
外
に
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
キ
ケ
ロ
は
、『
義
務
論
』
の
第
一
編
で
、
四
基
徳
の
実
践
に
わ
た
し
た
ち
を
導
こ
う
と
努
め
ま
す
。
ま
た
、
同
じ
方
法
で
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
倫
理
学
』
の
実
践
的
な
部
門
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
習
慣
を
挙
示
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
わ
た
し
た
ち
に
み
ず
か
ら
の
態
度
を
紀
律
さ
せ
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
ば
、
太
っ
腹
、
貫
録
、
豪
胆
、
そ
し
て
、
冗
談
の
才
と
愛
想
の
よ
さ
す
ら
も
含
ま
れ
ま
す
が
、
こ
の
寛
大
な
哲
学
者

は
、
そ
れ
ら
の
資
質
を
美
徳
の
一
覧
に
載
せ
る
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
わ
け
で
す
（
72
）。

も
っ
と
も
、
そ
ん
な
資
質
は
、
わ
た
し
た
ち
か
ら
自
然
に
献
じ
ら
れ

る
是
認
の
程
度
が
軽
く
、
ま
こ
と
深
遠
な
威
厳
の
あ
る
名
称
﹇
美
徳
﹈
を
名
乗
る
資
格
は
な
い
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

6

上
の
よ
う
な
作
品
は
、
気
風
と
い
う
も
の
を
飲
み
込
み
や
す
く
生
き
生
き
と
眼
前
に
描
き
出
し
ま
す
。
そ
ん
な
作
品
は
、
記
述
の
躍
動
感
に
よ
っ
て
、

美
徳
へ
の
自
然
な
愛
を
燃
え
立
た
せ
る
一
方
、
悪
徳
へ
の
嫌
忌
を
増
幅
し
ま
す
し
、
観
察
の
精
度
と
繊
細
さ
に
よ
っ
て
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
に
か
か
わ

る
自
然
な
感
情
を
匡
正
す
る
と
と
も
に
見
極
め
る
手
助
け
を
よ
く
し
て
く
れ
ま
す
し
、
丹
念
で
繊
細
な
心
が
け
を
あ
ま
た
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

ん
な
教
示
が
な
け
れ
ば
夢
に
も
想
わ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
厳
正
な
態
度
を
躾
け
て
く
れ
ま
す
。

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
道
徳
学
上
の
準
則
を
扱
う
と
こ
ろ
に
、
適
切
な
意
味
で
倫
理
学
と
呼
ば
れ
る
学
識
は
成
立
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
文
芸
批
評
と
同
様
、
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こ
の
上
な
く
き
め
細
や
か
な
精
密
さ
と
は
相
容
れ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
ず
い
ぶ
ん
と
有
益
か
つ
飲
み
込
み
や
す
い
学
識
で
す
。
そ
れ
は
、
巧
み
な
弁
舌

に
よ
る
潤
色
を
ほ
ど
こ
さ
れ
や
す
い
学
識
の
最
た
る
も
の
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
ん
な
潤
色
に
よ
り
、
ど
ん
な
に
些
細
な
義
務
の
準
則
に
も
新
た
な
意

義
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

倫
理
学
の
根
本
教
義
は
、
こ
ん
な
ふ
う
に
装
飾
を
ほ
ど
こ
さ
れ
る
と
、
青
年
の
柔
軟
な
心
に
き
わ
め
て
気
高
く
色
あ
せ
な
い
印
象
を
生
み
出
す
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
高
潔
無
私
の
青
年
時
代
が
自
然
に
は
ぐ
く
む
豪
胆
と
合
致
す
る
の
で
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
、
こ
の
上
な
く
英
雄
然

と
し
た
決
意
を
湧
き
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
お
よ
そ
人
間
の
心
が
受
け
つ
け
る
も
っ
と
も
善
良
で
有
益
な
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
定
着

さ
せ
る
傾
向
を
も
ち
ま
す
。
お
よ
そ
訓
戒
と
説
教
が
心
を
高
ぶ
ら
せ
て
美
徳
を
実
践
さ
せ
る
た
め
に
な
し
う
る
こ
と
は
、
す
べ
て
こ
ん
な
ふ
う
に
叙
述
さ

れ
る
こ
の
学
識
の
な
せ
る
わ
ざ
で
す
。

7

Ⅱ

第
二
の
部
類
の
道
徳
学
者
と
し
て
は
、
中
世
と
そ
れ
以
降
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
の
決
疑
論
者
、
お
よ
び
、
今
世
紀
と
前
世
紀
に
い
わ
ゆ
る
自
然

法
学
を
扱
っ
た
人
た
ち
す
べ
て
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
彼
ら
は
、
勧
告
し
た
い
基
調
の
ふ
る
ま
い
の
特
徴
を
、
先
の
概
括
的
な
し
か
た
で
記

述
す
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
わ
た
し
た
ち
の
態
度
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
指
導
す
る
た
め
、
正
確
で
精
密
な
準
則
を
書
き
と
め
よ
う
と
努
力
し
ま

す
。
そ
ん
な
正
確
な
準
則
を
適
切
に
提
示
で
き
る
の
は
、
唯
一
、
正
義
に
つ
い
て
だ
け
で
す
か
ら
、
上
の
二
つ
の
異
な
る
種
類
の
著
述
者
﹇
決
疑
論
者
と

法
学
者
﹈
が
お
も
に
考
察
し
た
の
は
、
こ
の
美
徳
で
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
こ
の
美
徳
を
扱
う
手
法
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
っ
て
い
ま
す
（
73
）。

8

法
学
の
諸
原
理
に
つ
い
て
書
く
人
た
ち
が
も
っ
ぱ
ら
考
証
す
る
の
は
、「
債
権
者
は
、
何
を
力
ず
く
で
要
求
す
る
権
利
が
自
分
に
あ
る
と
考
え
る
べ

（
72
）Cicero,
D
e
officiis,

I.v.15

お
よ
びA

ristotle,
Nicom

achean
Ethics,

IV
.1
－3
,5
,8

参
照
。

（
73
）
ス
ミ
ス
は
、「
決
疑
論
」
と
い
う
語
を
一
般
的
な
意
味
で
用
い
（
後
出
パ
ラ
グ
ラ
フ
11
を
参
照
）、
個
々
の
事
例
の
研
究
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
た
道
徳
理
論
を
意
味
し
た
が
、
そ

れ
は
、
中
世
盛
期
か
ら
反
宗
教
改
革
ま
で
の
期
間
に
、
と
り
わ
け
イ
エ
ズ
ス
会
の
思
想
家
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
道
徳
神
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
指
す
。
パ
ス
カ
ル
はLettres
provinciales

（1656
－7

）,Letters
5
－10

で
決
疑
論
者
を
激
し
く
攻
撃
し
た
が
、
ス
ミ
ス
が
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
い
う
の
は
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
近
代
初

期
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
自
然
法
学
に
つ
い
て
は
、LJ

（B

）1－4

に
あ
る
ス
ミ
ス
の
簡
単
な
概
観
を
見
よ
。
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き
か
」、「
あ
ら
ゆ
る
公
平
な
観
察
者
は
、
債
権
者
が
何
を
要
求
す
る
と
き
に
是
認
す
る
だ
ろ
う
か
」、「
債
権
者
か
ら
訴
訟
事
件
を
託
さ
れ
、
彼
に
公
正
な

待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
引
き
受
け
た
裁
判
官
や
仲
裁
人
は
、
債
務
者
に
義
務
と
し
て
何
を
負
担
さ
せ
た
り
履
行
さ
せ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と

い
う
こ
と
で
す
。

一
方
、
決
疑
論
者
が
検
証
す
る
の
は
、
力
ず
く
で
要
求
し
て
も
適
切
で
許
さ
れ
る
こ
と
は
何
か
と
い
う
問
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
債
務
者
が
、
正
義

の
一
般
的
準
則
に
注
ぐ
こ
の
上
な
く
神
聖
で
潔
癖
な
配
慮
か
ら
果
た
す
べ
き
義
務
、
そ
し
て
ま
た
、
隣
人
を
侵
害
し
て
は
い
な
い
か
、
自
己
の
人
柄
の
実

直
さ
に
背
い
て
は
い
な
い
か
と
戦
々
恐
々
と
し
て
払
う
細
心
の
注
意
か
ら
果
た
す
べ
き
義
務
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
で
す
。

法
学
の
目
的
は
、
裁
判
官
や
仲
裁
人
が
﹇
専
門
家
集
団
と
し
て
﹈
お
こ
な
う
解
決
の
た
め
に
準
則
を
規
定
す
る
こ
と
で
す
。
決
疑
論
の
目
的
は
、
善
良

な
人
間
が
﹇
一
個
人
と
し
て
﹈
す
る
ふ
る
ま
い
の
た
め
に
準
則
を
規
定
す
る
こ
と
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
ん
な
に
法
学
の
準
則
を
完
全
で
あ
る
と
思

い
定
め
て
こ
と
ご
と
く
遵
守
し
て
も
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
は
、
外
面
的
な
処
罰
を
受
け
な
い
こ
と
だ
け
で
す
。
決
疑
論
の
準
則
を
そ
の
規
定
以
外

で
は
あ
り
え
な
い
と
思
い
定
め
て
遵
守
す
れ
ば
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
は
、
わ
た
し
た
ち
の
態
度
に
正
確
で
潔
癖
な
繊
細
さ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
相

当
に
称
え
ら
れ
る
資
格
を
得
る
こ
と
で
す
。

9

無
理
強
い
さ
れ
た
り
、
裁
判
官
や
仲
裁
人
か
ら
力
ず
く
で
押
し
つ
け
ら
れ
た
り
す
れ
ば
、
不
正
義
き
わ
ま
り
な
い
こ
と
で
も
、
そ
の
多
く
は
、
善
良

な
人
な
ら
、
正
義
の
一
般
的
準
則
を
神
聖
視
し
・
そ
れ
に
細
心
の
注
意
を
払
う
心
構
え
か
ら
、
自
分
に
課
さ
れ
た
義
務
と
し
て
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
―
―
し
ば
し
ば
こ
う
言
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
場
合
は
あ
り
え
ま
す
。
言
い
古
さ
れ
た
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
み
る
と
、
追
い
は

ぎ
が
、
殺
す
ぞ
と
い
っ
て
旅
人
に
し
か
る
べ
き
額
の
お
金
を
支
払
わ
せ
る
約
束
を
無
理
や
り
結
ば
せ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
不
正
な
実

力
に
よ
り
強
要
さ
れ
た
約
束
に
拘
束
力
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
い
ま
ま
で
ず
い
ぶ
ん
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
す
。

10

こ
の
問
題
を
純
粋
に
法
学
の
問
題
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
解
決
は
何
の
疑
い
も
容
れ
ま
せ
ん
。
追
い
は
ぎ
が
実
力
を
行
使
し
て
相
手
を
縮
み
あ
が

ら
せ
、
約
束
の
履
行
を
強
い
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
よ
い
と
考
え
る
な
ら
、
ば
か
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
約
束
の
締
結
を
強
要
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
い

処
罰
に
値
す
る
犯
罪
で
あ
れ
ば
、
そ
の
履
行
を
強
要
す
る
こ
と
は
、
前
者
の
犯
罪
に
新
た
な
犯
罪
を
付
け
加
え
る
だ
け
で
す
。
追
い
は
ぎ
は
、
相
手
に
殺

九
二
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さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
当
然
な
の
に
、
そ
の
相
手
に
だ
ま
さ
れ
た
だ
け
で
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
な
ど
と
文
句
を
言
え
た
義
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
官

は
そ
ん
な
約
束
か
ら
生
じ
る
債
務
を
強
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
政
権
担
当
者
は
法
律
上
そ
ん
な
約
束
が
訴
訟
の
正
当
な
理
由
に
な
る
と
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
正
気
の
沙
汰
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
で
す
か
ら
、
こ
の
問
題
を
法
学
の
問
題
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は

迷
わ
ず
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
74
）。

11

し
か
し
、
こ
れ
を
決
疑
論
の
問
題
と
し
て
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
は
決
着
し
な
い
で
し
ょ
う
。
善
良
な
人
は
、
ま
じ
め
に
結
ば
れ
た
約
束

を
す
べ
て
遵
守
せ
よ
と
命
じ
る
神
聖
き
わ
ま
り
な
い
正
義
の
準
則
に
細
心
の
注
意
を
払
う
心
か
ら
、
追
い
は
ぎ
と
の
約
束
を
履
行
す
る
義
務
が
自
分
に
あ

る
と
考
え
な
い
だ
ろ
う
か
―
―
そ
う
と
問
わ
れ
る
と
、
少
な
く
と
も
ず
っ
と
多
く
の
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。

善
良
な
人
を
こ
ん
な
境
遇
に
陥
れ
た
な
ら
ず
者
が
味
わ
う
失
望
は
見
向
き
も
さ
れ
な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
盗
賊
は
何
の
権
利
も
侵
害
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
力
ず
く
で
実
行
さ
れ
て
よ
い
債
権
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
点
に
争
い
の
余
地
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
す

ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
例
に
お
い
て
、
善
良
な
人
自
身
の
尊
厳
と
名
誉
は
、
虚
言
を
禁
ず
る
法
を
畏
敬
さ
せ
、
裏
切
り
と
虚
言
に
通
じ
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と

を
忌
避
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
彼
の
人
柄
の
不
可
侵
の
聖
域
に
は
配
慮
が
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
か
け
に
は
、
お

そ
ら
く
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
決
疑
論
者
の
意
見
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
大
き
く
分
か
れ
て
い
ま
す
。
一
方
の
陣
営
に
は
、
古
代
人
の
な
か
で
は
キ
ケ
ロ
を
、
近

代
人
の
な
か
で
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
、
そ
の
注
釈
者
の
バ
ル
ベ
イ
ラ
ッ
ク
、
と
り
わ
け
、
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
お
い
て
大
雑
把
な
決
疑
論
者
で
は
断
じ

て
な
い
故
ハ
チ
ス
ン
博
士
を
数
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
陣
営
は
、
上
の
よ
う
な
約
束
に
は
い
か
な
る
配
慮
も
ふ
さ
わ
し
く
な
く
、
そ
れ
以
外

の
考
え
は
浅
慮
・
妄
想
に
す
ぎ
な
い
と
迷
わ
ず
断
定
し
ま
す
（
75
）。

も
う
一
方
の
陣
営
に
は
、
古
代
の
教
父
の
幾
人
か
と
、
と
て
も
卓
越
し
た
近
代
の
決
疑
論

者
の
幾
人
か
を
数
え
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が

（
ｓ
）（
76
）、
こ
ち
ら
は
別
な
意
見
で
あ
っ
て
、
上
の
よ
う
な
約
束
の
す
べ
て
に
拘
束
力
が
あ
る
と
判
定
し
ま
し
た
。

（
74
）
約
束
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
契
約
に
つ
い
て
は
、
前
出II.ii.2

.2

お
よ
びLJ

（A

）ii.39
ff.,

（B

）175
ff.

を
見
よ
。
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12

こ
の
問
題
を
世
人
の
普
通
の
感
情
に
し
た
が
っ
て
考
察
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の
種
の
約
束
に
さ
え
配
慮
は
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
考

え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
で
あ
る
か
は
、
す
べ
て
の
事
例
に
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
一
般
的
準
則
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
か
な
か
気
さ
く
に
易
々
と
こ
の
種
の
約
束
を
結
ん
で
お
き
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
礼
儀
を
わ
き
ま
え
ず
踏
み
に
じ
る
人
が
い
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
彼

を
友
人
や
仲
間
と
し
て
選
ば
な
い
で
し
ょ
う
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
が
五
ポ
ン
ド
を
与
え
る
約
束
を
追
い
は
ぎ
と
結
ん
で
お
い
て
履
行
し
な
け
れ
ば
、
な
に

が
し
か
の
非
難
を
浴
び
せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
約
束
し
た
金
額
が
と
て
も
高
け
れ
ば
、
な
す
べ
き
適
切
な
お
こ
な
い
は
、
ま
す
ま
す
判
然
と
し
な
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、

支
払
い
金
が
約
束
者
の
家
族
を
す
っ
か
り
破
滅
さ
せ
る
ほ
ど
の
額
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
き
わ
め
て
有
益
な
諸
目
的
を
推
進
す
る
の
に
十
分
な
額
の
大
金

な
ら
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
几
帳
面
で
あ
る
こ
と
自
体
の
価
値
を
理
由
に
し
て
、
そ
ん
な
と
り
え
の
な
い
手
合
い
に
大
金
を
投
じ
る
こ
と
は
、
多
少
と
も

犯
罪
的
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
極
度
に
不
適
切
で
あ
る
と
映
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
盗
人
と
交
わ
し
た
そ
ん
な
口
約
束
を
守
る
た
め
に
、
物
乞
い
に
な
っ

た
り
、
あ
る
い
は
、
一
〇
万
ポ
ン
ド
を
工
面
で
き
る
と
し
て
も
そ
ん
な
大
金
を
手
放
し
た
り
す
る
人
が
い
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
世
人
の
普
通
の
感
覚

か
ら
す
る
と
、
愚
の
骨
頂
で
こ
の
上
も
な
く
野
放
図
と
映
る
で
し
ょ
う
。
こ
ん
な
散
財
は
、
約
束
者
の
義
務
、
約
束
者
が
自
分
に
も
他
人
に
も
果
た
さ
ね

ば
な
ら
な
い
事
柄
と
相
容
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
無
理
強
い
さ
れ
た
約
束
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
断
じ
て
で
き
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
ん
な
約
束
に
注
が
れ
る
べ
き
配
慮
の
程
度
や
、
そ
ん
な
配
慮
か
ら
支
払
わ
れ
る
適
正
な
金
額
の
上
限
が
、
精
緻
な
準
則
に
よ
っ
て
確
定
で

き
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
物
の
人
柄
、
そ
の
人
物
を
と
り
ま
く
事
情
、
そ
の
約
束
を
交
わ
し
た
形
式
の
厳
粛
さ
に
応

じ
て
変
わ
り
、
さ
ら
に
、
鉢
合
わ
せ
し
た
時
の
ふ
と
し
た
出
来
事
に
よ
っ
て
さ
え
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
約
束
者
が
、
き
わ
め
て
奔
放

な
人
柄
に
時
折
見
ら
れ
る
よ
う
な
豪
傑
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
ら
、
ほ
か
の
場
合
よ
り
も
高
額
の
支
払
い
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

一
般
論
と
し
て
は
、
厳
密
な
適
切
さ
を
期
す
る
な
ら
、
ど
ん
な
場
合
に
も
そ
ん
な
約
束
を
す
べ
て
守
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
そ
ん
な
約
束
が
、

も
っ
と
神
聖
な
ほ
か
の
義
務
―
―
た
と
え
ば
、
公
衆
の
利
益
へ
の
配
慮
、
あ
る
い
は
、
感
謝
の
念
や
ら
肉
親
の
愛
情
や
ら
適
切
な
恵
み
深
さ
の
法
や
ら
に

触
発
さ
れ
て
扶
養
す
る
相
手
へ
の
配
慮
―
―
と
矛
盾
し
な
い
場
合
に
は
、
と
い
う
条
件
付
き
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
そ
ん
な
動
機

に
配
慮
し
て
対
外
的
に
ど
ん
な
行
為
を
示
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
問
題
―
―
結
局
、
そ
の
よ
う
な
美
徳
が
、
無
理
強
い
さ
れ
た
約
束
の
遵
守
と
矛

九
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盾
す
る
時
点
は
い
つ
か
と
い
う
問
題
―
―
を
決
着
す
る
精
緻
な
準
則
を
わ
た
し
た
ち
は
も
ち
ま
せ
ん
。

13

し
か
し
、
ど
ん
な
に
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
約
束
が
破
ら
れ
る
と
き
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
約
束
し
た
人
物
に
多
少
の
不
名
誉
が

つ
ね
に
伴
う
と
い
う
事
実
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
約
束
が
結
ば
れ
た
あ
と
、
そ
れ
を
守
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
わ
た
し
た
ち
は
確
信
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
そ
ん
な

約
束
を
結
ん
だ
こ
と
に
な
に
が
し
か
の
落
ち
度
は
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
そ
ん
な
約
束
を
結
ん
だ
こ
と
は
、
豪
胆
と
名
誉
を
説
く
き
わ
め
て
誇
り
高

く
高
貴
な
処
世
訓
か
ら
逸
脱
し
て
い
ま
す
。
勇
者
な
ら
ば
、
守
れ
ば
愚
劣
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
か
れ
ず
、
破
れ
ば
必
ず
醜
聞
が
立
つ
よ
う
な
約
束
を
す
る
く

ら
い
な
ら
、
む
し
ろ
死
ぬ
べ
き
で
あ
る
。
思
え
ば
、
こ
の
種
の
境
遇
に
は
つ
ね
に
多
少
の
醜
聞
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。

裏
切
り
と
虚
言
は
、
ま
こ
と
に
危
険
な
、
ま
こ
と
に
お
ぞ
ま
し
い
悪
徳
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
に
ひ
た
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
た
や
す
く
、
そ

し
て
多
く
の
場
合
、
ま
こ
と
に
安
全
に
で
き
、
そ
の
せ
い
で
わ
た
し
た
ち
は
、
ほ
か
の
ほ
と
ん
ど
の
悪
徳
よ
り
も
裏
切
り
と
虚
言
に
対
し
て
疑
り
深
く
な

り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
た
ち
の
想
像
力
は
、
誓
約
の
破
棄
が
ど
ん
な
四
囲
の
事
情
、
ど
ん
な
境
遇
で
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と
、
そ
の
す
べ
て
に
恥
の

観
念
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
ま
す
。

こ
の
点
で
誓
約
へ
の
違
反
は
、
婦
人
が
貞
節
（chastity
）
に
違
反
す
る
場
合
と
似
て
い
ま
す
。
貞
節
は
、
同
様
な
理
由
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
が
あ
ま

（
75
）Cicero,

D
e
officiis,

I.x.31
－2
,
III.xxiii-xxiv.92

－5
,
III.xxix.107

,
et
al.
Sam
uel
Pufendorf,

D
e
Jure

N
aturae

et
G
entium

（1672

）III.vi.10
－13
;
IV
.ii.8

:
D
e

O
fficio

H
om
inis
etC
ivis

（1673

）I.ix.14
－15
.
Jean

Barbeyrac

（1674
－1744

）
の
見
解
を
知
る
手
が
か
り
は
、
み
ず
か
ら
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
し
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
作
品

（
一
七
〇
六
年
と
一
七
〇
七
年
に
順
次
出
版
）
に
つ
け
た
注
、
と
く
に
、D

e
jure

III.vi.10
,
note3

お
よ
びIV

.ii.8
,
note3

に
あ
る
。
こ
れ
ら
と
そ
の
他
の
多
く
の
注
で
、
バ
ル

ベ
イ
ラ
ッ
ク
は
、
虚
言
、
宣
誓
、
約
束
行
為
な
ど
に
つ
い
て
、
ユ
グ
ノ
ー
の
神
学
者
で
道
徳
学
者
で
も
あ
るJean

de
la
Placette

（1639
－1718

）
のTraité

du
serm
ent

（1701

）、
目

下
の
文
脈
に
つ
い
て
い
う
と
、
特
に
そ
のII.21

を
用
い
て
、
広
範
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。Francis

H
utcheson,

Philosophiae
M
oralis

Institutio
C
om
pendiaria/

Short

Introduction
to
M
oralPhilosophy,

II.ix.9
:
System

ofM
oralPhilosophy

（1775

）II.ix.5
.

（
ｓ
）
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
、
ラ
・
プ
ラ
セ
ッ
ト
。

（
76
）A

ugustine,
Letters,125

.3

を
見
よ
。
ラ
・
プ
ラ
セ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
上
掲
注
を
見
よ
。
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り
に
も
疑
り
深
い
目
を
向
け
る
美
徳
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
感
情
は
、
誓
約
へ
の
違
反
に
劣
ら
ず
、
貞
節
へ
の
違
反
に
対
し
て
繊
細
で
す
。
貞
節
に
背

け
ば
名
誉
を
毀
損
し
、
そ
れ
は
回
復
で
き
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
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
、
ど
ん
な
に
悲
し
ん

で
も
、
ど
ん
な
に
後
悔
し
て
も
、
そ
の
贖
罪
に
な
り
え
ま
せ
ん
。
こ
の
点
で
わ
た
し
た
ち
は
ま
こ
と
峻
厳
で
あ
っ
て
、
強
姦
で
す
ら
不
名
誉
を
も
た
ら
し
、

心
の
潔
白
は
体
の
よ
ご
れ
を
洗
い
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
想
像
し
ま
す
。

世
に
も
取
り
柄
の
な
い
人
が
相
手
で
あ
っ
て
も
、
誓
約
が
厳
粛
に
宣
言
さ
れ
た
と
き
に
は
、
貞
節
へ
の
違
反
と
同
様
の
こ
と
が
誓
約
へ
の
違
反
に
も
当

て
は
ま
り
ま
す
。「
忠
節
」（fidelity

）
は
、
ま
こ
と
な
く
て
は
な
ら
ぬ
美
徳
で
あ
り
、
そ
の
一
般
的
な
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、「
ほ
か
の
ど
ん

な
美
徳
に
も
値
せ
ず
、
殺
害
し
・
破
滅
さ
せ
て
も
法
に
も
と
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
相
手
に
さ
え
、
守
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
美
徳
」
と
い
う
こ
と
で
す

﹇fidelity

の
特
別
な
意
味
は
「
貞
節
」LJ

（A

）iii.13
－19

﹈。
忠
節
に
背
い
た
罪
を
と
が
め
ら
れ
る
人
が
、「
自
分
の
命
を
守
る
た
め
に
約
束
し
た
」
と

か
、「
約
束
を
守
れ
ば
、
ほ
か
の
尊
重
す
べ
き
義
務
と
矛
盾
す
る
の
で
約
束
を
破
っ
た
」
と
力
説
し
て
も
無
駄
な
こ
と
で
す
。
こ
ん
な
事
情
は
、
約
束
者

の
不
名
誉
を
軽
減
す
る
と
し
て
も
、
す
っ
か
り
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

彼
は
、
人
び
と
の
想
像
の
な
か
で
多
少
の
恥
ず
か
し
さ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
く
行
為
に
つ
い
て
罪
が
あ
っ
た
と
映
り
ま
す
。
彼
は
「
将
来
守
り
ま

す
」と
厳
粛
に
断
言
し
た
約
束
を
破
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
の
人
柄
に
つ
い
た
し
み
や
よ
ご
れ
は
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
く
て
も
、

少
な
く
と
も
、
そ
こ
に
は
物
笑
い
の
種
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
す
っ
か
り
消
し
去
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
の
想
像

で
は
、
こ
の
種
の
冒
険
を
経
験
し
た
人
は
、
だ
れ
も
そ
の
話
を
す
き
好
ん
で
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

14

こ
の
よ
う
に
決
疑
論
と
法
学
で
審
理
さ
れ
る
﹇
忠
節
違
反
の
﹈
事
案
は
、
二
つ
の
学
識
の
本
質
的
違
い
を
示
す
の
に
有
効
な
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら

の
学
識
が
正
義
の
一
般
的
準
則
の
責
務
を
考
証
す
る
例
を
検
討
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
有
効
で
し
ょ
う
。

15

し
か
し
で
す
。
こ
の
違
い
は
実
在
す
る
本
質
的
な
も
の
で
す
し
、
こ
の
二
つ
の
学
識
が
掲
げ
る
目
的
は
相
当
ち
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論

題
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
あ
い
だ
に
類
似
性
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
せ
い
で
、
法
学
を
扱
う
計
画
で
あ
る
と
称
す
る
大
半
の
著
者
は
、
正
義
の

一
般
的
準
則
に
か
か
わ
る
諸
問
題
を
法
学
の
原
理
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
決
疑
論
の
原
理
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
際
、
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い
つ
ど
ち
ら
を
用
い
た
の
か
を
区
別
せ
ず
、
た
ぶ
ん
自
分
で
も
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。

16

し
か
し
、
決
疑
論
者
の
学
説
が
扱
う
の
は
、「
正
義
の
一
般
的
準
則
に
そ
そ
ぐ
細
心
の
配
慮
か
ら
何
を
要
求
さ
れ
る
か
」
と
い
う
問
題
の
考
察
に
限

ら
れ
る
わ
け
で
は
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
キ
リ
ス
ト
者
の
道
徳
的
義
務
に
か
か
わ
る
ほ
か
の
部
門
も
多
く
含
ま
れ
ま
す
。

こ
の
種
の
学
識
の
発
達
を
も
た
ら
し
た
主
な
原
因
と
思
わ
れ
る
の
は
、
告
解
の
慣
習
で
あ
り
、
そ
れ
は
野
蛮
で
無
知
な
時
代
に
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク

の
迷
信
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
各
人
の
き
わ
め
て
内
密
な
行
為
、
さ
ら
に
は
そ
の
思
想
で
さ
え
、
キ
リ
ス
ト
者
の
清
心
を

定
め
る
準
則
か
ら
ご
く
わ
ず
か
で
も
遠
の
い
て
い
る
と
怪
し
ま
れ
る
心
配
が
あ
る
と
、
聴
罪
司
祭
に
打
ち
明
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
聴
罪
司
祭

は
告
解
者
た
ち
に
、
彼
ら
が
そ
の
義
務
に
違
反
し
た
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
点
で
違
反
し
た
か
、
ま
た
、
ど
ん
な
贖
罪
行
為
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
を
告
げ
、
そ
の
あ
と
、
侵
害
さ
れ
た
・
神
と
あ
が
め
ら
れ
る
存
在
の
名
に
お
い
て
免
罪
を
宣
告
し
ま
し
た
。

17

悪
事
を
は
た
ら
い
た
と
い
う
意
識
、
い
や
、
そ
の
嫌
疑
で
さ
え
、
だ
れ
の
心
に
も
重
荷
で
あ
っ
て
、
長
い
不
品
行
の
習
慣
で
神
経
が
図
太
く
な
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
だ
れ
に
だ
っ
て
不
安
と
怯
え
が
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
人
び
と
は
、
こ
の
辛
酸
や
ほ
か
の
す
べ
て
の
辛
酸
に
際
し
て
、
信
頼
で
き
る
口
の
堅

さ
と
時
宜
の
心
得
を
も
つ
だ
れ
か
に
胸
襟
を
開
き
、
苦
悶
を
打
ち
明
け
て
、
脳
裏
に
去
来
す
る
重
苦
し
い
感
じ
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
自
然
に
念
じ
ま
す
。

人
び
と
は
こ
の
よ
う
に
引
責
を
申
し
出
る
こ
と
か
ら
恥
ず
か
し
さ
に
苦
し
み
ま
す
が
、
信
頼
で
き
る
友
人
か
ら
共
感
さ
れ
る
と
、
彼
ら
の
不
安
は
ほ
と

ん
ど
必
ず
軽
減
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恥
ず
か
し
さ
は
完
全
に
埋
め
合
わ
さ
れ
ま
す
。
自
分
は
ま
っ
た
く
配
慮
に
値
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、

ま
た
、
過
去
の
自
分
の
ふ
る
ま
い
が
ど
ん
な
に
譴
責
さ
れ
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
現
在
の
心
理
的
習
性
は
、
是
認
の
対
象
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
過
去
の

ふ
る
ま
い
を
埋
め
合
わ
せ
、
少
な
く
と
も
、
友
人
か
ら
は
多
少
の
敬
意
を
払
わ
れ
て
暮
ら
し
続
け
る
に
は
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
以
上
の
点
が
わ
か

れ
ば
、
人
び
と
の
気
は
ま
ぎ
れ
ま
す
。

人
目
を
く
ら
ま
す
の
が
う
ま
い
多
く
の
聖
職
者
た
ち
は
、
迷
信
深
い
当
時
に
あ
っ
て
、
市
井
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
家
族
に
、
友
人
面
し
て
取
り
入
り

信
頼
を
得
ま
し
た
。
聖
職
者
た
ち
は
そ
の
時
代
が
提
供
で
き
た
わ
ず
か
ば
か
り
の
学
知
を
す
べ
て
も
ち
、
彼
ら
の
気
風
は
、
多
く
の
点
で
粗
野
・
不
作
法

で
し
た
が
、
同
時
代
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
洗
練
さ
れ
紀
律
が
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
彼
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
的
義
務
だ
け
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
道
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徳
的
義
務
の
偉
大
な
指
導
者
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。

聖
職
者
の
知
遇
は
、
そ
れ
を
得
る
ほ
ど
の
幸
せ
者
に
は
だ
れ
に
で
も
良
い
評
判
を
も
た
ら
し
、
ま
た
、
彼
ら
の
否
認
を
表
す
ど
ん
な
し
る
し
も
、
そ
の

烙
印
を
押
さ
れ
る
非
運
に
遭
っ
た
す
べ
て
の
人
に
き
わ
め
て
根
深
い
醜
聞
を
刻
み
つ
け
ま
し
た
。
彼
ら
は
正
邪
の
偉
大
な
裁
判
官
と
考
え
ら
れ
た
の
で
、

良
心
に
兆
す
や
ま
し
さ
に
つ
い
て
残
ら
ず
相
談
を
受
け
る
の
が
自
然
で
し
た
。
ま
た
、「
こ
う
し
た
聖
界
の
人
た
ち
を
そ
ん
な
秘
密
を
打
ち
明
け
ら
れ
る

友
人
と
し
て
も
ち
、
彼
ら
の
助
言
と
是
認
が
な
け
れ
ば
、
ふ
る
ま
い
に
際
し
て
重
要
な
一
歩
、
微
妙
な
一
歩
を
踏
み
出
さ
な
い
」
と
い
う
世
評
は
、
そ
の

人
の
株
を
上
げ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
聖
職
者
の
判
断
に
託
さ
れ
る
こ
と
が
す
で
に
慣
例
化
し
て
い
た
事
項
に
つ
い
て
、
彼
ら
に
託
す
べ
し
と
い
う
一
般

的
準
則
を
確
固
不
動
に
す
る
こ
と
は
彼
ら
に
と
っ
て
む
ず
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
そ
ん
な
一
般
的
準
則
が
確
立
し
て
い
な
く
て
も
一
般
に
彼
ら

に
託
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
そ
う
で
し
た
。

こ
う
し
て
、
聴
罪
司
祭
の
資
格
を
得
る
こ
と
は
、
教
会
人
と
神
学
者
の
必
修
の
学
習
課
程
に
な
り
、
そ
こ
で
彼
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
良
心
の
事
例
、
つ
ま

り
、
ふ
る
ま
い
の
適
切
さ
の
所
在
を
決
定
し
が
た
い
込
み
入
っ
た
微
妙
な
情
況
の
例
を
収
集
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
著
作
は
、
良
心
の
指
導

者
に
も
、
そ
の
指
導
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
た
ち
に
も
有
益
で
あ
ろ
う
と
彼
ら
は
想
像
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
決
疑
論
の
書
物
の
起
源
で
す
。

18

決
疑
論
者
が
お
も
に
考
証
し
た
道
徳
的
義
務
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
は
一
般
的
準
則
に
よ
っ
て
内
容
を
限
定
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
そ
の
義
務
に
違
反
す
れ
ば
、
多
少
の
悔
恨
と
、
処
罰
の
苦
し
み
へ
の
多
少
の
戦
慄
が
自
然
に
つ
き
ま
と
い
ま
す
。
決
疑
論
者
の
著
作
を
生
ん
だ
告
解

制
度
の
趣
意
は
、
そ
ん
な
義
務
違
反
に
つ
き
ま
と
う
良
心
の
怯
え
を
や
わ
ら
げ
る
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
種
の
と
て
も
つ
ら
い
良
心
の
う
ず
き
は
、
ど
ん
な
美
徳
が
不
足
す
る
場
合
に
も
必
ず
伴
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
わ
め
て
高
潔
無

私
、
き
わ
め
て
友
好
的
、
き
わ
め
て
豪
胆
、
そ
ん
な
行
為
を
実
行
で
き
る
条
件
下
に
あ
り
な
が
ら
実
行
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
聴
罪
司
祭
に
免
罪

の
宣
告
を
申
請
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の
種
の
行
為
を
し
そ
び
れ
た
場
合
、
違
反
し
た
準
則
の
内
容
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
す
し
、
概

し
て
そ
ん
な
準
則
の
性
質
は
、
守
れ
ば
名
誉
と
ね
ぎ
ら
い
へ
の
資
格
を
得
る
が
、
背
い
て
も
表
立
っ
て
非
難
・
譴
責
・
処
罰
に
さ
ら
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ

る
よ
う
な
も
の
で
す
。
決
疑
論
者
は
そ
ん
な
美
徳
の
実
践
を
一
種
の
「
義
務
外
で
施
す
善
行
」
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
善
行
は
あ

ま
り
厳
格
に
要
求
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
決
疑
論
者
に
は
扱
う
必
要
が
な
い
も
の
で
し
た
。

九
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し
た
が
っ
て
、
聴
罪
司
祭
の
法
廷
に
提
起
さ
れ
、
そ
の
罪
状
ゆ
え
に
決
疑
論
者
の
審
理
に
服
し
た
道
徳
的
義
務
の
違
反
に
は
、
お
も
に
三
つ
の
異
な

る
種
類
が
あ
り
ま
す
。

20

第
一
に
し
て
主
要
な
種
類
は
、
正
義
の
準
則
に
違
反
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
準
則
は
ど
れ
も
明
示
的
・
実
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
破
れ

ば
、
神
と
人
間
の
両
方
の
処
罰
に
値
す
る
と
い
う
意
識
と
、
処
罰
の
苦
し
み
へ
の
戦
慄
が
自
然
に
つ
き
ま
と
い
ま
す
。

21

第
二
の
種
類
は
、
貞
節
の
準
則
に
違
反
す
る
こ
と
で
す
。
比
較
的
重
大
な
事
件
の
審
理
に
み
ら
れ
る
こ
の
種
の
違
反
は
、
ど
れ
も
正
義
の
準
則
を
ま

ぎ
れ
も
な
く
破
っ
て
お
り
、
そ
の
せ
い
で
と
が
め
ら
れ
る
人
は
、
配
偶
者
に
対
し
、
き
わ
め
て
許
し
が
た
い
加
害
者
た
る
こ
と
を
免
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か

に
、
比
較
的
小
さ
な
事
件
の
審
理
に
み
ら
れ
る
そ
の
違
反
が
、
両
性
の
語
ら
い
で
守
ら
れ
る
べ
き
厳
正
な
礼
式
を
破
っ
た
だ
け
な
ら
、
正
義
の
準
則
に
違

反
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
正
当
で
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
一
般
に
、
か
な
り
明
瞭
な
準
則
の
違
反
で
あ
っ
て
、
そ
の
せ
い
で
と
が
め
ら

れ
た
ら
、
少
な
く
と
も
両
性
の
一
方
の
身
の
上
に
醜
聞
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
潔
癖
な
人
に
は
恥
ず
か
し
さ
と
自
責
の
念
が
多
少
は
つ
き
ま
と
う
傾

向
が
あ
り
ま
す
。

22

第
三
の
種
類
は
、
虚
言
を
禁
ず
る
準
則
に
違
反
す
る
こ
と
で
す
。
う
そ
を
つ
く
こ
と
は
、
多
く
の
場
合
、
正
義
へ
の
違
反
で
す
が
、
い
つ
も
そ
う
だ

と
は
か
ぎ
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
表
立
っ
て
処
罰
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
点
で
す
。
ふ
だ
ん
よ
く
あ
る

う
そ
つ
き
は
、
き
わ
め
て
さ
も
し
い
下
品
な
こ
と
で
す
が
、
こ
の
悪
徳
は
大
抵
だ
れ
も
傷
つ
け
ず
、
そ
ん
な
場
合
に
仕
置
き
や
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
が
、

だ
ま
さ
れ
た
人
や
ほ
か
の
人
に
与
え
ら
れ
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
で
す
。
う
そ
を
つ
く
こ
と
は
、
正
義
へ
の
違
反
で
あ
る
と
は
か
ぎ

り
ま
せ
ん
が
、
つ
ね
に
と
て
も
明
瞭
な
準
則
を
破
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
せ
い
で
と
が
め
ら
れ
た
人
の
心
を
自
然
に
恥
ず
か
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
す
る
傾

向
が
あ
り
ま
す
（
77
）。

（
77
）
つ
ぎ
の
五
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
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児
童
に
は
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
な
ん
で
も
信
じ
る
本
能
的
な
心
理
的
習
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
然
は
、「
児
童
は
、
自
分
の
幼
年
期

の
世
話
、
い
ち
ば
ん
早
い
必
修
の
教
育
課
程
の
世
話
を
託
さ
れ
た
人
び
と
に
、
少
な
く
と
も
し
ば
ら
く
は
盲
目
的
な
信
頼
を
よ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
の
身
を

保
存
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
児
童
の
信
じ
や
す
さ
は
並
外
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
適
度
に
人
を
怪
し

み
信
じ
な
く
な
る
に
は
、
世
人
の
虚
言
を
長
ら
く
た
っ
ぷ
り
と
経
験
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
成
人
の
場
合
、
信
じ
や
す
さ
の
程
度
は
す
い
ぶ
ん
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
概
し
て
、
知
恵
と
経
験
が
こ
の
上
な
く
豊
富
な
人
び
と
は
、
き
わ
め

て
信
じ
に
く
い
人
で
す
。
し
か
し
、
大
抵
、
世
に
暮
ら
す
人
は
、
必
要
以
上
に
信
じ
や
す
く
、
あ
と
で
真
っ
赤
な
う
そ
だ
と
判
明
す
る
話
だ
け
で
な
く
、

ず
い
ぶ
ん
月
並
み
な
反
省
と
注
意
を
す
る
だ
け
で
す
ぐ
に
う
そ
だ
と
わ
か
り
そ
う
な
話
で
も
信
用
し
ま
す
。
生
得
の
心
理
的
習
性
は
つ
ね
に
信
じ
る
こ
と

な
の
で
す
。
後
天
の
知
恵
と
経
験
だ
け
が
、
疑
り
深
く
あ
れ
と
教
示
し
ま
す
が
、
そ
の
教
示
の
力
が
十
分
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
皆

の
な
か
で
い
ち
ば
ん
知
恵
が
あ
り
用
心
深
い
人
で
も
、
大
抵
、「
よ
く
も
そ
ん
な
こ
と
を
信
じ
よ
う
と
思
い
立
っ
た
も
の
だ
」
と
あ
と
か
ら
自
分
で
も
恥

じ
入
り
啞
然
と
す
る
よ
う
な
話
を
信
用
し
ま
す
。

24

わ
た
し
た
ち
が
人
を
信
用
す
る
場
合
、
そ
の
根
拠
に
な
る
事
項
に
つ
い
て
そ
の
人
は
き
っ
と
わ
た
し
た
ち
の
先
導
者
・
指
導
者
で
あ
っ
て
、
し
か
る

べ
き
敬
意
と
尊
敬
を
こ
め
て
仰
ぎ
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
他
人
を
賞
賛
す
る
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
つ
ぎ
は
自
分
自
身
が
賞
賛
さ
れ
た

い
と
願
う
よ
う
に
な
り
、
し
か
ら
ば
、
他
人
に
よ
っ
て
先
導
・
指
導
さ
れ
る
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
つ
ぎ
は
自
分
自
身
が
先
導
者
・
指
導
者
に
な
り
た
い
と

願
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
わ
た
し
た
ち
は
、
単
に
賞
賛
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
自
分
が
多
少
と
も
真
に
賞
賛
に
値
す
る
と
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
つ
ね
に
満

足
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
ら
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
、
単
に
信
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
自
分
が
本
当
に
信
用
に
値
す
る
と
意
識

し
て
い
な
け
れ
ば
、
つ
ね
に
満
足
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
讃
辞
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
と
、
讃
辞
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
酷
似
し
て
い

ま
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
は
っ
き
り
違
う
別
々
の
欲
望
で
す
。
し
か
ら
ば
、
信
用
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
と
、
信
用
に
値
し
た
い
と
い
う
欲
望
も
酷

似
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
、
は
っ
き
り
違
う
別
々
の
欲
望
で
す
。
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人
か
ら
信
用
さ
れ
た
い
、
他
人
を
説
得
し
た
い
、
他
人
を
先
導
・
指
導
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
自
然
な
欲
望
の
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
強
力
な
も
の

の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
言
語
能
力
―
―
人
間
の
自
然
本
性
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
能
力
―
―
の
根
底
に
あ

る
本
能
で
す
。
ほ
か
の
動
物
は
言
語
能
力
を
そ
な
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
ほ
か
の
ど
ん
な
動
物
に
も
、
同
類
の
判
断
と
ふ
る
ま
い
を
先
導
・
指
導
し
た
い

と
い
う
欲
望
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
大
い
な
る
野
望
、
つ
ま
り
、
真
に
卓
越
し
て
人
を
先
導
・
指
導
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
ま
っ
た
く
人
間
に
独
特
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
言
語
は
、
真
に
卓
越
し
て
他
人
の
判
断
と
ふ
る
ま
い
を
先
導
・
指
導
し
た
い
と
い
う
野
心
の
偉
大
な
道
具
で
す
。

26

人
か
ら
信
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
つ
ね
に
気
を
滅
入
ら
せ
ま
す
。
そ
の
理
由
が
、「
自
分
は
信
用
に
値
せ
ず
、
本
気
で
故
意
に
人
を
あ
ざ
む
く
素
質
を

も
つ
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
い
う
不
審
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
気
分
は
倍
増
し
ま
す
。

人
を
う
そ
つ
き
呼
ば
わ
り
す
る
こ
と
は
、
み
く
び
り
の
う
ち
で
も
き
わ
め
て
痛
烈
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
本
気
で
故
意
に
人
を
あ
ざ
む
く
者
は
み
な
、

「
自
分
は
こ
の
み
く
び
り
に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
の
が
相
応
で
、
信
用
さ
れ
る
に
値
し
な
い
。
同
格
市
民
と
の
付
き
合
い
で
、
と
も
か
く
く
つ
ろ
ぎ
・
な
ぐ

さ
め
ら
れ
・
満
足
す
る
気
分
を
引
き
出
せ
る
最
低
限
の
信
望
に
つ
き
、
完
全
に
失
権
す
る
」
と
、
き
っ
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。
自
分
の
言
う
こ
と
は
一
言

だ
っ
て
だ
れ
も
信
じ
て
く
れ
な
い
と
想
像
す
る
非
運
に
見
舞
わ
れ
る
な
ら
、
そ
の
人
は
自
分
を
人
間
社
会
の
除
け
も
の
と
感
じ
、
人
間
社
会
に
足
を
踏
み

入
れ
た
り
、
そ
の
面
前
に
姿
を
現
し
た
り
す
る
と
思
う
だ
け
で
ぞ
っ
と
し
、
き
っ
と
絶
望
し
て
死
ぬ
だ
ろ
う
と
わ
た
し
は
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
お
そ
ら
く
、
自
分
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
卑
下
し
て
評
価
す
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
人
は
一
人
も
い
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
悪
名
高
い

う
そ
つ
き
で
さ
え
、
少
な
く
と
も
、
一
回
、
本
気
で
わ
ざ
と
う
そ
を
つ
く
と
す
れ
ば
、
二
十
回
は
お
お
む
ね
本
当
の
こ
と
を
言
う
―
―
わ
た
し
は
つ
い
そ

う
信
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
他
方
、
ど
ん
な
に
用
心
深
い
人
で
も
、
つ
い
信
じ
て
し
ま
う
心
理
的
習
性
が
、
つ
い
怪
し
み
疑
う
心
理
的
習
性
に
勝
り
が
ち
で

す
。
し
か
ら
ば
、
ど
ん
な
に
真
実
に
無
頓
着
な
人
で
も
、
つ
い
本
当
の
こ
と
を
言
う
生
得
の
心
理
的
習
性
が
、
つ
い
あ
ざ
む
い
た
り
、
つ
い
ど
こ
か
を
改

ざ
ん
・
偽
装
し
た
り
す
る
心
理
的
習
性
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
勝
り
ま
す
。

27

わ
た
し
た
ち
は
、
意
図
し
て
い
な
い
の
に
ふ
と
他
人
を
あ
ざ
む
い
た
り
、
自
分
の
ほ
う
が
だ
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
と
気
が
滅
入
り
ま
す
。
思

い
が
け
な
い
こ
ん
な
虚
言
は
、
大
抵
、
う
そ
を
つ
か
な
い
と
い
う
美
徳
を
欠
く
し
る
し
で
も
、
真
実
へ
の
き
わ
め
て
完
全
な
愛
を
欠
く
し
る
し
で
も
あ
り
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ま
せ
ん
が
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
常
に
、
判
断
力
の
不
足
、
記
憶
力
の
不
足
、
不
適
切
な
信
じ
や
す
さ
、
多
少
の
早
と
ち
り
と
性
急
さ
を
表
す
し
る
し
で

す
。
そ
れ
は
、
人
を
説
得
す
る
権
威
を
つ
ね
に
縮
減
し
、
人
を
先
導
・
指
導
す
る
適
格
性
を
多
少
と
も
つ
ね
に
疑
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
た
ま
に
う
っ
か

り
し
て
人
を
惑
わ
せ
誤
ら
せ
る
人
と
、
故
意
に
あ
ざ
む
く
素
質
の
人
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
前
者
は
多
く
の
場
合
、
安
心
し
て
信
用
さ
れ
ま
す
が
、

後
者
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
ま
ず
信
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

28

気
さ
く
で
腹
蔵
の
な
い
態
度
は
、
信
頼
を
得
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
自
分
を
進
ん
で
信
じ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
人
に
信
頼
を
よ
せ
ま
す
。

そ
ん
な
人
が
わ
た
し
た
ち
を
指
揮
し
て
た
ど
ろ
う
と
す
る
道
筋
は
は
っ
き
り
見
え
る
と
思
い
、
わ
た
し
た
ち
は
彼
の
道
案
内
と
指
導
に
喜
ん
で
身
を
ま
か

せ
ま
す
。
反
対
に
、
遠
慮
深
く
本
心
を
明
か
さ
な
い
態
度
は
、
不
信
を
招
き
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
知
ら
な
い
行
き
先
に
向
か
う
人
に
つ
い
て
い
く
の

を
た
め
ら
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
語
ら
い
と
親
睦
の
大
き
な
喜
び
は
、
感
情
同
士
、
意
見
同
士
の
し
か
る
べ
き
共
振
共
鳴
、
心
同
士
の
し
か
る
べ
き
調
和
か
ら
湧
き
あ
が
り
ま

す
。
そ
こ
で
は
お
互
い
が
、
ま
こ
と
多
く
の
楽
器
さ
な
が
ら
に
、
波
長
・
拍
子
を
合
わ
せ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
き
わ
め
て
甘
美
な
調
和
を
得
る
に
は
、

感
情
同
士
、
意
見
同
士
が
自
由
に
通
い
合
う
と
い
う
条
件
が
必
要
で
す
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
皆
、
お
互
い
が
ど
の
よ
う
に
心
を
動
か
さ
れ
る
の
か
を
感
じ
た
い
、
相
互
の
胸
の
う
ち
を
見
通
し
た
い
、
胸
裏
に

実
際
に
息
づ
く
感
情
・
心
の
動
き
を
察
知
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
自
然
な
情
念
に
ひ
た
る
の
を
大
目
に
見
て
く
れ
る
人
、
そ
の
胸
に
わ
た
し
た
ち
を

招
き
入
れ
て
く
れ
る
人
、
い
う
な
れ
ば
、
胸
の
と
び
ら
を
開
い
て
く
れ
る
人
は
、
な
に
よ
り
も
甘
美
な
一
種
の
も
て
な
し
を
ほ
ど
こ
す
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。通

常
の
穏
和
な
気
分
の
と
き
な
ら
だ
れ
で
も
、
思
い
切
っ
て
本
当
の
感
情
を
自
分
が
感
じ
る
ま
ま
に
、
そ
れ
を
感
じ
る
か
ら
こ
そ
口
に
出
せ
ば
、
き
っ

と
人
を
楽
し
ま
せ
ま
す
。
こ
の
遠
慮
の
な
い
真
心
こ
そ
、
子
ど
も
の
た
わ
い
な
い
お
し
ゃ
べ
り
さ
え
も
心
地
よ
く
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
胸
襟
を

開
い
て
語
る
人
の
見
解
が
ど
ん
な
に
浅
く
未
熟
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
こ
に
入
り
込
ん
で
い
く
の
が
う
れ
し
く
、
彼
ら
の
能
力
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
ま
で

自
分
の
理
知
を
引
き
下
げ
、
ど
ん
な
話
題
で
も
彼
ら
が
そ
れ
を
考
え
て
い
た
と
映
る
特
定
の
視
点
か
ら
考
え
る
努
力
を
懸
命
に
し
ま
す
。

他
人
の
本
当
の
感
情
を
探
り
出
し
た
い
と
い
う
こ
の
情
念
は
、
元
来
ま
こ
と
強
力
で
、
迷
惑
な
厚
か
ま
し
い
好
奇
心
に
堕
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
、
隣

一
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人
が
ご
く
当
然
な
理
由
か
ら
隠
す
秘
密
で
さ
え
根
ほ
り
葉
ほ
り
聞
こ
う
と
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
人
間
の
自
然
本
性
の
ほ
か
の
情
念
と
同
じ
く
こ
の
情
念

を
支
配
し
、
公
平
な
観
察
者
が
是
認
で
き
る
程
度
に
ま
で
弱
め
る
に
は
、
多
く
の
場
合
、
目
先
が
利
い
て
注
意
深
い
ば
か
り
か
、
適
切
さ
を
力
強
く
感
じ

る
能
力
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
好
奇
心
が
適
切
な
制
限
に
服
し
、
な
ん
ら
隠
す
べ
き
正
当
な
理
由
の
な
い
事
柄
に
向
か
う
場
合
、
好
奇
心
を
失
望
さ
せ

る
こ
と
は
一
転
し
て
不
快
な
感
じ
を
与
え
ま
す
。
少
し
も
邪
気
の
な
い
質
問
を
は
ぐ
ら
か
し
た
り
、
少
し
も
差
し
さ
わ
り
の
な
い
問
い
合
わ
せ
に
満
足
な

回
答
を
与
え
な
か
っ
た
り
、
心
の
う
ち
を
見
抜
か
れ
な
い
よ
う
に
晦
渋
な
こ
と
ば
で
そ
っ
け
な
く
包
み
隠
し
た
り
す
る
人
は
、
い
う
な
れ
ば
、
胸
の
周
り

に
壁
を
築
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
わ
た
し
た
ち
は
、
害
の
な
い
好
奇
心
か
ら
必
死
に
そ
の
壁
の
内
側
に
入
ろ
う
と
突
進
す
る
と
、
無
礼
千
万
で
神
経
を

こ
の
上
な
く
逆
な
で
す
る
横
暴
さ
で
突
然
押
し
戻
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
（
78
）。

29

遠
慮
深
く
本
心
を
明
か
さ
な
い
人
は
、
大
し
て
い
つ
く
し
ま
れ
る
人
柄
で
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
が
、
軽
く
見
ら
れ
た
り
見
下
さ
れ
た
り
は
し
ま
せ
ん
。

彼
は
、
わ
た
し
た
ち
に
冷
や
や
か
な
感
情
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
の
ほ
う
で
も
彼
に
冷
や
や
か
な
感
じ
を
も
ち
ま
す
。
彼
は
、
大
し
て
讃

辞
を
お
く
ら
れ
た
り
、
慕
わ
れ
た
り
し
ま
せ
ん
が
、
憎
ま
れ
た
り
非
難
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
は
、
自
分
の
用
心
深
い
態
度

を
悔
い
改
め
る
必
要
が
あ
る
と
は
ほ
と
ん
ど
思
わ
ず
、
一
般
的
に
は
む
し
ろ
、
自
分
の
遠
慮
深
さ
に
そ
な
わ
る
予
見
注
意
力
に
み
ず
か
ら
の
値
打
ち
を
認

め
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
彼
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
が
欠
点
だ
ら
け
で
危
害
す
ら
お
よ
ぼ
す
と
し
て
も
、
懸
案
を
決
疑
論
者
の
ま
え
で
陳
述
す

る
気
に
な
り
ま
せ
ん
し
、
決
疑
論
者
か
ら
無
罪
の
判
定
や
是
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
は
夢
に
も
想
い
ま
せ
ん
。

30

誤
報
を
伝
え
た
り
、
う
か
つ
で
あ
っ
た
り
、
早
合
点
し
て
急
ぎ
す
ぎ
た
り
し
て
、
思
い
が
け
ず
他
人
を
あ
ざ
む
い
て
し
ま
っ
た
人
は
、
決
疑
論
者
を

必
要
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
一
片
の
あ
り
ふ
れ
た
情
報
を
伝
え
る
と
き
に
、
些
細
な
問
題
で
思
い
が
け
ず
人
を
あ
ざ
む
く
場
合
、
彼
が

真
実
を
心
か
ら
愛
好
す
る
人
な
ら
、
わ
が
身
の
不
注
意
を
恥
じ
、
細
大
も
ら
さ
ず
引
責
を
申
し
出
る
最
初
の
機
会
を
き
っ
と
逃
し
ま
せ
ん
。
多
少
と
も
重

（
78
）
つ
ぎ
の
三
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
第
六
版
で
追
加
さ
れ
た
。
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要
な
問
題
で
思
い
が
け
ず
人
を
あ
ざ
む
く
場
合
、
彼
の
自
責
の
念
は
も
っ
と
強
く
、
ま
た
、
誤
報
を
伝
え
た
せ
い
で
不
運
な
結
果
や
致
命
的
な
結
果
が
生

じ
た
ら
、
金
輪
際
、
自
分
自
身
を
許
せ
ま
せ
ん
。
彼
は
自
分
の
こ
と
を
有
罪
で
な
く
て
も
、
古
代
人
が
い
う
ケ
ガ
レ
の
最
た
る
身
の
上
で
あ
る
と
感
じ
（
79
）、

自
分
に
で
き
る
贖
罪
は
何
で
も
し
た
い
と
切
望
し
、
一
心
に
そ
れ
を
求
め
ま
す
。
そ
ん
な
人
は
、
往
々
つ
い
決
疑
論
者
の
ま
え
で
懸
案
を
陳
述
す
る
気
に

な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
一
般
に
決
疑
論
者
は
、
そ
ん
な
人
に
と
て
も
好
意
的
で
し
た
し
、
彼
の
性
急
さ
を
い
み
じ
く
も
有
罪
と
判
定
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
う
そ
を
つ
い
た
と
い
う
醜
聞
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
無
罪
と
判
定
し
て
き
た
か
ら
で
す
。

31

し
か
し
、
決
疑
論
者
に
相
談
す
る
こ
と
を
も
っ
と
も
頻
繁
に
必
要
と
し
た
人
は
、
言
を
左
右
に
し
て
本
心
を
明
か
さ
ず
、
本
気
で
わ
ざ
と
他
人
を
あ

ざ
む
く
つ
も
り
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
真
実
を
告
げ
た
の
だ
と
自
分
に
信
じ
込
ま
せ
た
い
人
で
し
た
。
彼
に
対
す
る
決
疑
論

者
の
扱
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
、
そ
の
欺
瞞
の
動
機
を
と
て
も
強
く
是
認
す
る
場
合
、
無
罪
と
判
定
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
決
疑
論
者
に
公

正
を
期
す
る
た
め
に
言
っ
て
お
き
ま
す
が
、
総
じ
て
彼
ら
は
、
そ
ん
な
人
を
無
罪
よ
り
も
有
罪
と
判
定
す
る
こ
と
が
ず
っ
と
多
く
あ
り
ま
し
た
。

32

し
た
が
っ
て
、
決
疑
論
者
の
著
作
で
扱
わ
れ
る
主
な
論
題
は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。
ま
ず
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
正
義
の
準
則
に
与
え
る
べ
き

配
慮
、
つ
ま
り
、
隣
人
の
生
命
と
財
産
に
払
う
べ
き
尊
重
の
念
の
程
度
で
あ
り
、
原
状
回
復
の
義
務
で
す
。
つ
ぎ
に
、
貞
節
と
慎
み
の
法
、
つ
ま
り
、
決

疑
論
者
の
言
い
か
た
で
情
欲
の
罪
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
本
質
で
す
。
そ
し
て
、
虚
言
を
禁
ず
る
準
則
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宣
誓
・
約
束
・
契
約

か
ら
生
じ
る
責
務
で
す
﹇V
II.iv.19

－22

﹈。

33

一
般
的
に
い
う
と
、
決
疑
論
者
の
著
作
は
、
心
情
・
感
情
に
し
か
判
断
で
き
な
い
こ
と
を
精
緻
な
準
則
に
よ
っ
て
指
導
し
よ
う
と
す
る
無
駄
な
試
み

で
し
た
。

正
義
の
繊
細
な
感
覚
が
、
良
心
の
些
末
で
浅
は
か
な
潔
癖
さ
と
交
錯
し
は
じ
め
る
正
確
な
時
点
を
、
そ
の
都
度
、
準
則
に
よ
っ
て
見
極
め
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
口
が
堅
く
遠
慮
深
い
態
度
が
、
本
心
の
偽
装
に
な
り
は
じ
め
る
の
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。
心
地
よ
い
皮
肉
が
続
け
ら
れ
る
の

は
ど
こ
ま
で
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
と
わ
し
い
う
そ
に
堕
落
し
は
じ
め
る
正
確
な
時
点
は
い
つ
で
し
ょ
う
か
。
態
度
が
の
び
の
び
と
し
て
く
つ
ろ
ぎ
、
そ
れ

一
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で
い
て
気
品
が
あ
り
し
っ
く
り
す
る
と
み
な
さ
れ
る
限
界
点
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
が
だ
ら
し
な
く
人
目
も
は
ば
か
ら
な
い
け
じ
め
な
さ
と
交
錯
し
は
じ

め
る
端
緒
は
ど
こ
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
事
例
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
別
の
事
例
に
も
ぴ
っ
た
り
当
て
は
ま
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
何
が
適
切
で
申
し
分
な
い
態
度
に
な
る
か
は
、
境
遇
に
わ
ず
か
な
差
異
が
あ
る
だ
け
で
も
事
例
ご
と
に
違
っ
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
決
疑
論
の
著
作
は
、
ふ
つ
う
退
屈
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
概
し
て
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
た
ま
に
そ
れ
を
参
照
す
る
人
が
い
て
、
そ

こ
に
書
か
れ
た
判
定
を
正
し
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
役
に
立
た
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
膨
大
な
事
例
が
収
集
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
さ
ら
に
上
回
る
多
様
な
四
囲
の
事
情
が
可
能
性
と
し
て
は
あ
り
、
収
集
さ
れ
た
全
事
例
の
な
か
に
懸
案
と
ぴ
っ
た
り
照
応
す
る

例
が
見
つ
か
る
と
す
れ
ば
僥
倖
だ
か
ら
で
す
。

真
に
自
分
の
義
務
を
果
た
し
た
い
と
切
望
す
る
人
が
、
決
疑
論
の
著
作
を
参
照
す
る
必
要
が
大
い
に
あ
る
と
想
像
す
る
よ
う
な
ら
、
ず
い
ぶ
ん
浅
は
か

で
あ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
自
分
の
義
務
に
無
頓
着
な
人
と
の
か
か
わ
り
で
い
う
と
、
決
疑
論
の
著
作
の
書
き
ぶ
り
は
、
よ
い
心
が
け
を
喚

起
し
そ
う
な
し
ろ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
ま
っ
た
く
、
わ
た
し
た
ち
を
高
ぶ
ら
せ
て
高
潔
無
私
で
気
高
い
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
傾
向
も
、
わ

た
し
た
ち
を
柔
和
に
し
て
心
や
さ
し
く
情
け
深
い
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
傾
向
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
決
疑
論
の
著
作
の
多
く
は
、
む
し
ろ
、
各
自
の
良
心
を
三
百
代
言
で
ご
ま
か
し
な
さ
い
と
教
え
る
傾
向
が
あ
り
、
無
用
の
微
細
な
分

類
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
本
質
的
な
義
務
の
諸
箇
条
を
潜
脱
す
る
・
無
数
の
巧
み
な
逃
げ
口
上
を
正
当
化
す
る
効
果
が
あ
り
ま
す
。
決
疑
論
者
が
軽
薄
な

細
密
化
を
導
入
し
て
処
理
し
よ
う
と
し
た
主
題
は
、
そ
ん
な
細
密
化
と
相
容
れ
ず
、
彼
ら
が
細
密
化
に
幻
惑
さ
れ
て
そ
ん
な
危
険
な
弄
筆
に
陥
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
時
に
、
彼
ら
の
著
作
は
、
細
密
化
の
せ
い
で
、
無
味
乾
燥
な
心
地
悪
い
も
の
に
な
り
、
秘
伝
の
晦
渋
で
形
而
上

学
的
な
区
分
で
あ
ふ
れ
、
道
徳
学
の
書
物
の
主
要
な
用
途
か
ら
す
れ
ば
搔
き
た
て
る
べ
き
情
動
を
、
何
ひ
と
つ
胸
に
搔
き
た
て
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

34

し
た
が
っ
て
、
道
徳
哲
学
の
有
益
な
二
つ
の
部
門
は
、
倫
理
学
と
法
学
で
あ
り
、
決
疑
論
は
そ
こ
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
う
し
て
み
る
と
、
古
代
の
道
徳
学
者
た
ち
は
、
は
る
か
に
賢
明
な
判
断
を
し
て
い
た
と
映
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
、
同
じ
主
題
を
扱
う
際
に
、

（
79
）II.iii.3

.4
－5

に
付
し
た
注
29
を
見
よ
。
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上
の
よ
う
に
微
妙
な
正
確
さ
を
衒
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
む
し
ろ
彼
ら
は
、
正
義
を
守
り
、
慎
み
を
深
く
し
、
真
実
を
語
る
と
い
っ
た
美
徳
の
根
底
に

あ
る
感
情
に
つ
い
て
、
ま
た
、
こ
う
し
た
美
徳
が
ふ
だ
ん
わ
た
し
た
ち
を
触
発
し
て
向
か
わ
せ
る
標
準
的
な
行
動
の
し
か
た
に
つ
い
て
、
概
括
的
な
手
法

で
記
述
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
ま
し
た
。

35

た
し
か
に
、
決
疑
論
者
の
教
義
と
似
て
い
な
く
も
な
い
こ
と
が
、
幾
人
か
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
種
の

こ
と
が
、
キ
ケ
ロ
の
『
義
務
に
つ
い
て
』
第
三
編
に
あ
り
、
彼
は
そ
こ
で
決
疑
論
者
の
よ
う
に
、
多
く
の
微
妙
な
事
例
―
―
ど
の
あ
た
り
に
適
切
さ
の
到

達
点
が
あ
る
の
か
決
定
し
が
た
い
事
例
―
―
に
お
け
る
ふ
る
ま
い
の
準
則
を
提
示
し
よ
う
と
努
め
て
い
ま
す
（
80
）。
さ
ら
に
、
同
書
に
含
ま
れ
る
多
く
の
文
章

か
ら
す
る
と
、
ほ
か
の
幾
人
か
の
哲
学
者
も
、
キ
ケ
ロ
以
前
か
ら
同
種
の
こ
と
を
試
み
て
い
た
と
映
り
ま
す
。

し
か
し
、
キ
ケ
ロ
も
ほ
か
の
哲
学
者
も
、
こ
の
種
の
完
全
な
体
系
を
提
示
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
は
映
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
心
づ
も
り
は
、
こ

の
上
な
く
適
切
に
ふ
る
ま
う
に
は
、
標
準
的
な
事
例
に
通
用
す
る
義
務
の
準
則
を
守
る
べ
き
か
、
そ
こ
か
ら
後
退
す
る
べ
き
か
、
い
ず
れ
と
も
判
然
と
し

な
い
境
遇
が
訪
れ
る
次
第
を
示
す
だ
け
で
あ
っ
た
と
映
り
ま
す
。

36

あ
ら
ゆ
る
実
定
法
シ
ス
テ
ム
は
、
自
然
法
学
の
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
、
具
体
的
な
正
義
の
準
則
を
条
文
に
し
た
総
覧
に
向
か
っ
て
、
多
少
と
も
近
づ

こ
う
と
す
る
不
完
全
な
試
み
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

正
義
に
背
く
行
為
を
相
手
か
ら
受
け
れ
ば
、
人
び
と
は
お
と
な
し
く
甘
受
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
ら
、
公
職
に
あ
る
政
権
担
当
者
は
、
こ
の
美
徳

コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス

の
実
践
を
補
強
す
る
た
め
に
政
治
共
同
体
の
権
力
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
事
前
措
置
が
な
け
れ
ば
、
各
人
は
自
分
の
権
利
を
侵
害
さ
れ

た
と
思
い
込
ん
だ
ら
い
つ
だ
っ
て
自
身
の
手
で
仕
返
し
を
し
ま
す
か
ら
、
市
民
社
会
は
、
流
血
と
無
秩
序
の
一
場
と
化
す
で
し
ょ
う
。

各
人
が
自
力
で
公
正
な
処
遇
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
つ
き
ま
と
う
混
乱
を
予
防
す
る
た
め
、
相
当
な
権
威
を
獲
得
し
た
政
府
で
は
、
政
権
担
当
者
が
全
員

に
公
正
な
処
遇
を
与
え
る
こ
と
を
引
き
受
け
、
権
利
侵
害
の
苦
情
を
す
べ
て
聴
聞
し
救
済
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
。
ま
た
、
お
よ
そ
統
治
が
よ
く
行
き

届
い
た
国
家
で
は
、
個
人
間
の
紛
争
に
決
着
を
つ
け
る
た
め
に
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
上
、
裁
判
官
の
判
決
を
紀
律
す
る
た
め
に
準
則
が
前
も
っ
て

規
定
さ
れ
、
一
般
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
準
則
は
自
然
的
正
義
の
準
則
と
一
致
す
る
べ
く
意
図
さ
れ
て
い
ま
す
。
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実
際
に
は
、
そ
の
準
則
が
例
外
な
く
自
然
的
正
義
の
準
則
に
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
い
わ
ゆ
る
国
家
体
制
、
つ
ま
り
、
政
府
の
権
益

が
、
時
に
は
暴
政
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
特
定
の
身
分
団
体
の
権
益
が
、
そ
の
国
の
実
定
法
を
ね
じ
ま
げ
て
、
自
然
的
正
義
の
規
定
か
ら
引
き
離
し
ま
す
。

あ
る
国
で
は
、
人
民
が
粗
暴
・
野
蛮
な
せ
い
で
、
正
義
の
自
然
な
感
情
は
発
達
せ
ず
、
も
っ
と
文
明
化
さ
れ
た
国
民
な
ら
当
然
達
す
る
精
緻
で
き
め
細
や

か
な
レ
ベ
ル
に
到
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
法
律
は
、
そ
の
気
風
に
似
て
、
野
卑
・
粗
暴
で
、
雑
然
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
別
の
国
で
は
、
人
民
の

気
風
は
改
良
さ
れ
、
ど
ん
な
精
緻
な
法
学
体
系
と
も
相
容
れ
る
ほ
ど
な
の
に
、
司
法
裁
判
所
の
不
運
な
体
制
の
せ
い
で
、
お
よ
そ
法
学
の
紀
律
正
し
い
体

系
は
ま
っ
た
く
確
立
し
て
い
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
国
で
も
、
実
定
法
に
基
づ
く
諸
判
決
が
、
そ
の
都
度
、
正
義
の
自
然
な
感
覚
が
指
令
す
る
準
則
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
実
定
法
の
シ
ス
テ
ム
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
国
民
に
起
こ
っ
た
人
類
の
感
情
の
記
録
と
し
て
き
わ
め
て
偉
大
な
権
威
書
の
価
値
を
も
ち
ま

す
が
、
自
然
的
正
義
の
準
則
の
精
緻
な
シ
ス
テ
ム
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
ま
せ
ん
。

37

国
が
違
え
ば
法
律
も
不
完
全
で
あ
っ
た
り
改
良
さ
れ
て
い
た
り
、
そ
の
程
度
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、﹇
一
般
的
準
則
を
大
前
提
に
措
く
﹈
法
律
家
の

論
法
は
﹇III.4

.11

﹈、
そ
ん
な
事
実
に
接
し
、「
い
か
な
る
実
定
的
法
制
か
ら
も
独
立
し
た
・
正
義
に
関
す
る
自
然
の
準
則
と
は
何
か
」
と
い
う
問
題
を

探
究
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
予
想
が
立
て
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
法
律
家
は
こ
う
し
た
論
法
に
導
か
れ
て
、
自
然
法
学
と

適
切
に
呼
ば
れ
て
よ
い
体
系
―
―
あ
ら
ゆ
る
国
民
の
法
に
脈
打
ち
、そ
の
土
台
た
る
べ
き
一
般
的
準
則
の
理
論
―
―
の
確
立
を
め
ざ
し
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
ん
な
予
想
が
立
て
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
で
し
ょ
う
（
81
）。

し
か
し
で
す
。
法
律
家
の
論
法
は
、
現
に
こ
の
種
の
も
の
を
生
み
出
し
ま
し
た
し
、
ど
こ
か
特
定
の
国
の
法
律
を
体
系
的
に
扱
っ
た
人
は
、
必
ず
こ
の

種
の
知
見
を
た
く
さ
ん
自
著
に
織
り
込
み
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
一
般
的
体
系
が
思
考
の
対
象
に
な
り
、
法
の
哲
学
が
そ
れ
自
体
と
し
て
、
つ
ま

り
、
一
つ
の
国
民
が
も
つ
特
定
の
法
制
度
と
は
別
個
に
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
有
史
以
来
や
っ
と
ご
く
最
近
で
す
。

（
80
）Cicero,

D
e
officiis

III.xiii.89
ff.

（
81
）LJ

（B

）1

参
照
。
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古
代
の
道
徳
学
者
の
な
か
に
、
正
義
の
準
則
の
特
別
な
総
覧
を
作
ろ
う
と
試
み
た
人
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
キ
ケ
ロ
が『
義
務
に
つ
い
て
』で
、
ま
た
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
倫
理
学
』
で
正
義
を
扱
う
手
法
は
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
美
徳
を
扱
う
手
法
と
同
じ
く
、
概
括
的
に
論
じ
る
と
い
う
も
の
で
し
た
（
82
）。

キ
ケ
ロ
と
プ
ラ
ト
ン
は
、
法
律
を
論
じ
た
著
作
で
（
83
）、

ど
ん
な
国
に
も
そ
の
実
定
法
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
べ
き
自
然
的
衡
平
の
準
則
が
あ
る
と
し
て
こ
れ

を
総
覧
に
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
予
想
が
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
当
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
両
者
の
著
作
に
こ
の
種
の
試

み
は
皆
無
で
す
。
彼
ら
が
扱
う
法
は
、
国
内
行
政
の
法
で
あ
っ
て
、
司
法
の
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
（
84
）。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
こ
そ
、諸
国
民
の
法
に
脈
打
ち
、そ
の
土
台
た
る
べ
き
諸
原
理
の
体
系
に
類
す
る
も
の
を
世
に
提
示
し
よ
う
と
試
み
た
最
初
の
人
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
戦
争
と
平
和
の
法
を
扱
う
彼
の
論
説
は
、
そ
の
不
完
全
な
箇
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
こ
の
主
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で

世
に
出
さ
れ
た
著
作
の
う
ち
、
現
時
点
で
も
っ
と
も
完
全
な
も
の
で
す
（
85
）。

わ
た
し
は
別
の
論
稿
で
、
法
と
統
治
の
一
般
的
諸
原
理
に
つ
い
て
、
ま
た
、
社
会
の
様
々
な
時
代
や
時
期
に
そ
の
諸
原
理
が
被
っ
た
様
々
な
変
革
に
つ

い
て
説
明
し
よ
う
と
努
め
る
つ
も
り
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
司
法
に
か
か
わ
る
事
柄
ば
か
り
で
な
く
、
国
内
行
政
、
公
の
財
源
、
軍
備
、
そ
の
他
、
法

の
対
象
で
あ
る
こ
と
す
べ
て
に
わ
た
り
ま
す
（
86
）。

で
す
か
ら
、
わ
た
し
は
さ
し
あ
た
り
法
学
の
歴
史
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
細
部
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
し

ま
し
ょ
う
。

（
82
）Cicero,

D
e
officiis

I.vii.20
－xiii.41

;
A
ristotle,

Nicom
achean

Ethics,
V
.

（
83
）
プ
ラ
ト
ン
『
法
律
』
お
よ
び
キ
ケ
ロ
『
法
律
に
つ
い
て
』

（
84
）LJ

（A

）i.1
－4
,
vi.1

－2
;
LJ

（B

）5,203

参
照
。﹇「
司
法
」justice

が
「
国
内
行
政
」police

か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
権
利
保
障
の
要
件LJ

（B

）63
－74

。﹈

（
85
）LJ

（B

）1

の
以
下
の
文
を
参
照
。「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
こ
そ
、
自
然
法
学
の
紀
律
正
し
い
体
系
に
類
す
る
も
の
を
世
の
中
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
最
初
の
人
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

戦
争
と
平
和
の
法
に
関
す
る
彼
の
論
説
は
、
そ
の
不
完
全
な
箇
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
そ
ら
く
こ
の
主
題
に
つ
い
て
現
時
点
で
も
っ
と
も
完
全
な
も
の
で
す
。」

（
86
）
前
出
・
発
刊
の
辞
の
§
2
を
参
照
。
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