
論

説

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）
第
5
部

�
慣
習
が
道
徳
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
�
の
一
分
析

―
―
ク
ロ
ー
ド
・
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
の
関
連
を
中
心
に
―
―山

本

陽

一

要

旨

ス
ミ
ス
に
お
け
る
慣
習
の
意
味
は
、
慣
習
規
範
と
そ
れ
を
形
成
す
る
原
理
に
大
別
さ
れ
る
。
慣
習
規
範
に
つ
い
て
は
、
法
学
上
、「
一

般
的
慣
習
」
と
「
特
定
慣
行
」
に
分
か
れ
、
ス
ミ
ス
も
概
ね
こ
の
区
分
に
従
う
。
ス
ミ
ス
の
主
た
る
関
心
は
、
原
理
と
し
て
の
慣
習
で
あ

る
。
慣
習
規
範
は
こ
の
原
理
か
ら
生
ず
る
様
式
（
型
）
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

慣
習
は
、「
環
境
適
応
原
理
」
で
あ
っ
て
、
主
観
的
側
面
と
客
観
的
側
面
を
も
つ
。
そ
れ
は
、
行
為
の
様
式
を
学
習
す
る
心
に
美
意
識

を
う
む
観
念
連
合
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
集
団
に
お
い
て
時
間
的
・
空
間
的
に
そ
の
様
式
を
普
及
・
変
遷
さ
せ
る
原
理
で
あ
る
。
と
く
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に
、
そ
の
客
観
的
側
面
が
、
ス
ミ
ス
の
自
然
誌
的
手
法
で
解
釈
さ
れ
た
ビ
ュ
フ
ィ
エ
（
一
六
六
一－

一
七
三
七
年
）
の
審
美
的
議
論
か
ら
導

出
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

し
か
し
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
慣
習
理
論
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
と
は
ち
が
う
方
法
論
的
基
礎
を
も
つ
。
そ
れ
は
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン

ス
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
「
道
徳
的
確
実
性
」
で
あ
り
、
真�

偽�

に
つ
い
て
の
「
証
言
」
に
か
か
わ
る
。
一
方
、
ス
ミ
ス
の
理
論
は
、
正�

邪�

に
つ
い
て
の
規
範
感
情
―
―
正
義
の
感
覚
あ
る
い
は
自
然
法
―
―
を
あ
つ
か
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ミ
ス
は
、
慣
習
理
論
と

み
ず
か
ら
の
観
察
者
理
論
の
両
立
を
推
定
し
、
各
理
論
に
も
と
づ
く
規
範
の
多
元
性
を
重
ん
じ
た
。
慣
習
規
範
と
自
然
法
は
、
国
家
の
権

威
を
正
当
性
の
裏
づ
け
に
も
た
ず
、
そ
の
内
容
も
国
家
の
関
心
と
か
な
ら
ず
し
も
重
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
も
、
法
を
国
家
の
命
令
と
み
な

す
理
論
と
は
異
質
で
あ
る
。

『
感
情
論
』
第
5
部
で
言
及
さ
れ
る
「
子
捨
て
」
は
、
慣
習
規
範
と
自
然
法
が
競
合
す
る
一
例
で
あ
る
。
未
開
社
会
で
の
子
捨
て
（
監

護
権
の
放
棄
）
は
、
緊
急
避
難
と
し
て
認
め
ら
れ
、
親
の
責
任
は
免
除
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
然
法
の
適�

用�

に
お
け
る
修
整
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
同
書
第
2
部
の
無
過
失
責
任
と
同
じ
で
あ
る
。
第
5
部
に
お
い
て
、
特
定
慣
行
は
、
一
般
的
慣
習
よ
り
「
道
徳
的
確
実
性
」

が
低
く
て
も
、
慣
習
規
範
で
あ
る
か
ぎ
り
、
子
捨
て
を
正
当
化
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
正
当
化
の
仕
方
は
、
特
権
の
付
与
で
あ
っ
て
、
一

般
的
規
準
へ
の
包
摂
で
は
な
い
。

も
と
よ
り
、
慣
習
規
範
が
自
然
法
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
推
定
は
、
検
証
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
る
場
合
が
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
理
由
で

慣
習
原
理
が
機
能
不
全
に
な
り
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
規
範
を
形
成
で
き
な
け
れ
ば
、
慣
習
は
陋
習
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
先
の
推
定
は
、

自
然
法
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
、
く
つ
が
え
る
。

二
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一

問
題
の
呈
示
と
予
備
的
考
察

小
論
の
目
的
は
、『
道
徳
感
情
論
』（
6
版
）
第
5
部
「
慣
習
と
流
行
が
、
道
徳
的
是
認
と
道
徳
的
否
認
の
感
情
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い

て
」
に
お
け
る
慣
習
理
論
の
分
析
で
あ
る
。
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
は
少
な
く
と
も
「
法
」
と
呼
ば
れ
る
三
つ
の
代
表
的
な
規
範
が
競
合
し

て
い
た
。
議
会
主
権
に
も
と
づ
く
国
家
制
定
法
、
裁
判
所
が
形
成
す
る
慣
習
法
（
コ
モ
ン
・
ロ
ー
）、
そ
し
て
、
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
伝

統
の
自
然
法
（
権
）
で
あ
る
。
第
5
部
の
テ
ー
マ
は
、
慣
習
法
に
か
か
わ
る
が
、
ス
ミ
ス
の
お
も
な
関
心
は
、
実
定
法
規
で
は
な
く
、
一

般
的
な
原
理
と
し
て
の
慣
習
で
あ
る
。

ⅰ
�
環
境
道
徳
論

ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』
第
7
部
で
自
説
の
要
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
が
（
1
）、
第
5
部
へ
の
言
及
が
な
い
。
迂
遠
な
よ
う
だ
が
、

そ
こ
に
は
本
稿
の
テ
ー
マ
に
か
か
わ
る
問
題
が
伏
在
す
る
。

本
書
の
学
問
体
系
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
ふ
た

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
、

い
か
に
も
当
該
個
人
や
そ
の
人
と
暮
ら
す
人
た
ち
の
幸
福
を
促
進
し
そ
う
な
行
動
シ
ス
テ
ム
に
寄
与
す
る
と
き
、
こ
の
「
役
立
つ
」

四
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と
い
う
こ
と
﹇
効
用
﹈
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
。（V

II.iii.3
.16
.

（
下
）
三
六
二
頁
）
（
2
）（﹇

﹈
は
引
用
者
）

こ
れ
は
、『
感
情
論
』
の
摘
要
で
あ
り
、
文
中
四
つ
の
源
泉
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
書
第
1
部
か
ら
第
4
部
の
議
論
に
該
当
す
る
。
し
か

し
、
第
5
部
に
該
当
す
る
記
述
が
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
第
5
部
に
お
い
て
慣
習
も
美
し
さ
の
源
泉
の
ひ
と
つ
と
認
め
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
を
省
略
し
て
い
る
。

こ
の
省
略
の
理
由
は
、
第
5
部
で
い
わ
ゆ
る
環
境
道
徳
論
（
環
境
が
徳
の
あ
り
か
た
に
影
響
す
る
と
い
う
見
方
）
が
展
開
さ
れ
、『
感

情
論
』
の
倫
理
学
的
な
主
題
と
は
必
ず
し
も
合
わ
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
環
境
道
徳
論
は
、
た
と
え
ば
、「
一
般
に
、
国

民
の
な
か
に
成
立
す
る
気�

風�

の�

類�

型�

は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
の
国
民
の
境�

遇�

に�

き�

わ�

め�

て�

似�

つ�

か�

わ�

し�

い�

と
い
っ
て
ふ
つ
う
は
さ

し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。
忍
耐
の
強
さ
は
、
野
人
の
環�

境�

に�

き�

わ�

め�

て�

似�

つ�

か�

わ�

し�

い�

人�

柄�

で
あ
り
、
…
」（V

.2
.13
.

（
下
）八
八
頁
）（
傍

点
は
引
用
者
）
と
い
う
記
述
に
み
ら
れ
る
。

環
境
道
徳
論
は
、
す
く
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
理
由
か
ら
、
狭
義
の
倫
理
学
と
は
ち
が
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
人
間
の
内
面
の
あ

り
か
た
が
、
環
境
と
い
う
外
在
的
要
因
に
よ
っ
て
他
律
的
に
規
定
さ
れ
、
人
間
は
自
律
的
な
道
徳
的
主
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
つ

ぎ
に
、
環
境
の
影
響
を
受
け
る
の
が
個
人
で
は
な
く
、
そ
の
環
境
に
置
か
れ
た
社
会
集
団
で
あ
る
。
環
境
道
徳
論
で
は
、
主
体
的
に
生
き

る
個
人
よ
り
も
、
所
与
の
環
境
に
順
応
し
な
が
ら
暮
ら
す
群
像
が
対
象
に
な
る
。

環
境
道
徳
論
は
、『
国
富
論
』
に
も
見
ら
れ
、「
ス
ミ
ス
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
な
ら
っ
て
こ
う
し
た
性
格
決
定
論
な
い
し
環
境
道
徳
論
を
展
開

し
た
の
は
、
直
接
的
に
は
『
国
富
論
』
の
主
題
が
道
徳
論
で
は
な
く
、
自
然
の
原
理
に
立
脚
す
る
人
間
行
動
の
そ
れ
ぞ
れ
の
慣
行
に
即
し

た
必
然
法
則
の
解
明
に
あ
っ
た
」
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
（
3
）。
し
か
し
、『
感
情
論
』
の
主
題
は
道
徳
論
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
環
境
道
徳
論

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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が
展
開
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ま
た
、
環
境
道
徳
論
の
基
礎
理
論
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
だ
け
で
な

く
、
第
5
部
に
お
い
て
は
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
で
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
に
つ
い
て
「
こ
の
独
創
的
な
学

問
体
系
の
真
理
を
一
定
限
度
で
な
ら
認
め
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。」（V

.1
.9
.

（
下
）六
三
頁
）と
述
べ
て
い
る
。
後
述
の
と
お
り
、
ビ
ュ
フ
ィ

エ
の
認
識
論
は
懐
疑
主
義
へ
の
批
判
で
あ
り
、
こ
れ
を
基
礎
に
す
る
慣
習
理
論
が
『
感
情
論
』
に
編
み
込
ま
れ
た
。

『
感
情
論
』
第
5
部
の
環
境
道
徳
論
や
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
意
義
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
新
村
教
授
に
よ
れ
ば
、
第
5
部
は
「
長
い
間
多
く
の
ス
ミ
ス
研
究
者
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
付
論
と
見
な
さ
れ
軽
視
さ
れ
て

き
た
」
（
4
）。
一
七
九
三
年
の
時
点
で
す
で
に
ド
ゥ
ー
ガ
ル
ド
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、
第
5
部
を
「
付
帯
的
探
究
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
重
要

性
を
認
め
な
が
ら
も
、『
感
情
論
』
本
体
の
理
論
か
ら
区
別
し
て
い
る
（
5
）。

ⅱ
�「
気
風
」
を
あ
つ
か
う
方
法

す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
環
境
道
徳
論
は
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
人
柄
、「
気
風
」（m

anners

）
を
身
に
つ
け
て
ふ
る
ま
う
人
間
を
あ

つ
か
う
が
、
そ
の
「
気
風
」
は
、
個�

人�

の
ふ
る
ま
い
や
人
柄
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
社�

会�

集�

団�

の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
3
部
に
み
え
る
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
数
学
者
と
自
然
哲
学
者
の
協
会
で
す
が
、
フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
氏
は
、
そ
の
会
員
の
生
涯
と
人
柄
を
書
い
た
と
き
、

彼
ら
の
気
風
に
い
つ
く
し
ま
れ
る
べ
き
素
直
さ
が
あ
る
事
実
を
難
な
く
取
材
で
き
、
随
所
で
こ
れ
を
特
筆
し
て
讃
辞
を
贈
っ
て
い
ま

す
。
そ�

の�

気�

風�

は�

、�

彼�

ら�

の�

あ�

い�

だ�

に�

ま�

こ�

と�

広�

く�

行�

き�

わ�

た�

り�

、�

だ�

れ�

か�

特�

定�

個�

人�

の�

特�

徴�

と�

い�

う�

よ�

り�

も�

、�

こ�

の�

分�

類�

に�

属�

す�

る�

文�

人�

全�

体�

の�

特�

徴�

を�

表�

し�

て�

い�

る�

、
と
い
う
の
が
彼
の
観
察
で
す
。（III.2

.23
.

（
上
）
三
九
九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
（
6
）
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「
気
風
」は
、個
人
の
特
徴
で
あ
る
よ
り
も
、社
会
集
団
の
一
般
的
特
徴
で
あ
る
。第
5
部
に
は
、「
気
風
の
類
型
」（the

style
of
m
anners

）

の
ほ
か
、「
人
柄
と
態
度
の
一
般
的
類
型
」（the

generalstyle
of
character

and
behaviour

）、「
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
類
型
」（the

general
style

of
conduct

or
behaviour

）
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
が
、
同
様
の
趣
旨
で
あ
り
、
エ
ー
ト
ス
（
あ
る
社
会
集
団
に
伝
承

さ
れ
普
及
し
て
い
る
性
格
や
態
度
）
で
あ
る
（
以
下
で
は
、
お
も
に
「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
と
表
記
す
る
）。

そ
う
す
る
と
、
社
会
集
団
の
一
般
的
特
徴
を
あ
つ
か
う
エ
ー
ト
ス
論
は
、
個
人
の
心
理
作
用
を
分
析
す
る
観
察
者
理
論
と
は
ち
が
う
方

法
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
わ
く
。
か
つ
て
ビ
ッ
タ
ー
マ
ン
教
授
は
、『
道
徳
感
情
論
』
は
「
個
人
の
視
点
か
ら
倫
理
的

問
題
を
み
る
」
の
で
、
原
則
的
に
は
、「
直
接
に
社
会
的
理
想
を
定
式
化
し
な
か
っ
た
」
と
述
べ
、「
公
平
な
観
察
者
」
の
役
割
を
、「
個

人
主
義
的
な
心
理
学
の
枠
組
み
」
に
お
け
る
判
断
に
限
定
し
た
（
7
）。
だ
が
、
個
人
主
義
的
心
理
学
か
ら
言
及
し
に
く
い
の
は
、
社
会
的
理
想

だ
け
で
な
く
、
社
会
的
資
質
の
「
気
風
」
も
ま
た
そ
う
で
あ
ろ
う
。

内
田
教
授
は
、『
感
情
論
』
の
方
法
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
が
、『
道
徳
感
情
の
理
論
』
を
初
め
て
読
ん
だ
と
き
か
ら
、
腑
に
お
ち
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
非
歴
史
的
な
構
造
を

と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
に
飛
ん
だ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
と
ん
だ
か
と
思
う
と
イ
ギ
リ
ス
の
例
が
で
て
き

た
り
、
歴
史
や
時
代
を
超
越
し
て
人
間
の
道
徳
感
情
を
と
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
素�

材�

は�

歴�

史�

的�

に�

で�

は�

な�

く�

て�

、�

状�

況�

に�

応�

じ�

て�

処�

理�

さ�

れ�

て�

い�

る�（
8
）。（
傍
点
は
引
用
者
）

内
田
教
授
が
「
歴
史
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
と
対
比
す
る
「
状
況
」
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
い
わ
ゆ
る
観
察
者
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
察

者
が
想
像
力
を
使
っ
て
当
事
者
と
立
場
を
交
換
し
、
共
感
の
成
否
を
検
証
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
9
）。
こ
の
ス
ミ
ス
の
理
論
は
、
個
人
の
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行
為
に
ま
つ
わ
る
状
況
の
要
素
を
で
き
る
限
り
多
く
斟
酌
す
る
。「
観
察
者
は
、
仲
間
の
状
況
を
ま
る
ご
と
、
そ
の
ど
ん
な
に
細
か
な
ふ

と
し
た
事
で
さ
え
も
残
ら
ず
く
み
上
げ
、
共
感
の
根
底
に
あ
る
想
像
上
の
境
遇
の
取
り
替
え
を
で
き
る
だ
け
完
全
に
仕
上
げ
よ
う
と
懸
命

に
な
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。」（I.i.4

.6
.

（
上
）
五
六
頁
）
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
、
事
柄
の
軽
重
に
つ
い
て
予
断
を
排
し
た
公
平
な
判
断

を
可
能
に
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
気
風
は
、
個
人
よ
り
も
、
社
会
集
団
の
人
柄
や
ふ
る
ま
い
の
特
質
で
あ
り
、
そ
の
集
団
の
種
類
に
応
じ
て
多
様
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
国
家
的
関
心
と
重
な
ら
ず
（
10
）、
た
と
え
ば
社
会
全
体
の
「
大
黒
柱
」
で
あ
る
正
義
（II.ii.3

.4
.

（
上
）
二
二
四

頁
）
に
か
か
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
集
団
固
有
の
規
範
に
な
り
え
て
も
、
よ
り
一
般
的
な
行
為
規
範
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
11
）。

以
上
の
よ
う
な
第
5
部
の
環
境
道
徳
論
は
、『
感
情
論
』
の
観
察
者
理
論
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
気
風
の
類

型
」
は
、
環
境
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
が
、「
普
遍
的
」
と
も
考
え
ら
れ
る
「
自
然
法
」
と
い
か
な
る
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
（
12
）。
従
来

の
解
釈
も
こ
れ
ら
の
点
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

ⅲ
�「
類
型
」
と
い
う
語

環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
「
気
風
の
類
型
」
に
関
連
し
て
、
前
項
で
は
「
気
風
」
の
語
義
に
触
れ
た
が
、「
類
型
」‘style’

に
つ
い
て
も
、

環
境
道
徳
論
と
の
関
連
を
示
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
ひ
と
つ
の
術
語
と
し
て
理
解
す
る
。
第
5
部
1
章
に
お
い
て‘style’

は
、
作
品
や
作
家
の
卓
越
性
に
よ
っ
て
、
ほ
か
の
人
に
模
倣
さ
れ
、
流
行
す
る
「
様
式
」「
型
」「
文
体
」
で
あ
る
（V

.1
.4
.

（
下
）
五
一
頁；

V
.1
.7
.

（
下
）
五
六
頁
）。
こ
の
場
合
に
、‘style’

が
普
及
す
る
の
は
、
作
品
や
作
家
の
個
と
し
て
の
優
美
、
つ
ま
り
、
集
団
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
個
体
そ
の
も
の
の
美
し
さ
に
よ
る
（
13
）。

こ
の
用
法
と
は
ち
が
っ
た‘style’

が
、
第
5
部
2
章
に
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
こ
ち
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

八

香川法学38巻3・4号（2019）

141（391）



ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
「
一
般
的
類
型
」‘the

generalstyle’

は
、
同
じ
集
団
を
構
成
す
る
個
体
群
に
共
有
さ
れ
る
型
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
型
も
、あ
る
種
の
美
し
さ
を
も
つ
が
、そ
れ
は
、集
団
全
体
の
特
徴
で
あ
っ
て
、特
定
の
個
体
の
資
質
で
は
な
い
。そ
し
て
、こ
の‘style’

は
、
そ
の
集
団
が
「
環
境
」
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
同
様
の
用
例
が
、『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』
に
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
「
文
体
」‘style’

は
、「
著
者
の
性
格
と
同
じ
特
徴
を
も
つ
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
性
格
は
、
著
者
の
「
境
遇
」
に
適
し
た
も
の
と

さ
れ
、
結
局
、「
文
体
」
は
、
著
者
の
境
遇
（
環
境
）
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
る
（
14
）。
た
と
え
ば
、
弁
論
家
と
歴
史
家
の
文
体
が
異
な
る

の
は
、
置
か
れ
た
境
遇
の
ち
が
い
に
よ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
の
著
者
は
個
人
で
は
な
く
集
団
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
し
か
も
、
文

体
の
間
に
優
劣
は
な
く
、「
多
く
の
も
の
が
ひ
と
し
く
快
適
」
と
い
わ
れ
る
（
15
）。

こ
の
よ
う
に
、‘style’

は
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
多
様
な
「
文
章
表
現
の
類
型
」
で
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
第
5
部
2
章
の
「
ふ

る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
も
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
多
様
な
「
人
間
の
性
格
の
類
型
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
型
を
形
成
す
る

原
理
が
、「
慣
習
」
で
あ
る
。
な
お
、‘style’
の
訳
語
は
、
ス
ミ
ス
に
よ
る
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
の
議
論
（
本
稿
三
⑵
ⅰ
�）
を
ふ
ま
え
、
同

じ
種
類
の
個
体
に
共
通
な
特
徴
を
示
す
型
と
い
う
意
味
で
「
類
型
」
と
し
た
（
16
）。

二

第
5
部
を
め
ぐ
る
従
来
の
解
釈

第
5
部
に
対
す
る
従
来
の
解
釈
は
、
観
察
者
理
論
に
基
づ
く
。
た
し
か
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
自
説
の
摘
要
で
第
5
部
に
言

及
し
な
い
が
、
そ
こ
に
観
察
者
理
論
へ
の
手
が
か
り
は
あ
る
し
、
な
に
よ
り
『
感
情
論
』
の
主
題
は
観
察
者
理
論
で
あ
る
か
ら
、
第
5
部

も
そ
れ
と
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
観
察
者
理
論
に
重
点
を
お
く
解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
、
つ
ぎ
に
、
そ
れ
と
は
ち

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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が
う
展
開
を
示
唆
す
る
研
究
に
注
目
す
る
。

⑴

三
つ
の
議
論

ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
は
、
想
像
上
の
立
場
の
交
換
に
よ
っ
て
状
況
に
即
し
た
適
切
さ
を
認
識
す
る
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
5
部

と
の
関
係
で
は
、
慣
習
規
範
を
批
判
す
る
理
論
と
し
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
ス
ミ
ス
は
、
第
5
部
の
末
尾
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
「
子
捨

て
」
の
慣
行
を
挙
げ
、
文
明
社
会
に
生
き
た
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
も
こ
れ
を
批
判
し
な
か
っ
た
の
は
不
当
で
あ
る
と
論

じ
る
。
卓
越
し
た
哲
学
者
た
ち
さ
え
も
、
自
国
の
慣
行
を
対
象
化
し
て
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
、
慣
習
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
し
が
ら
み
を
断
ち
切
る
の
が
、
観
察
者
理
論
で
あ
る
。
従
来
の
解
釈
は
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
哲
学
者
は
、
自
己
の
所
属
す
る
社
会
を
批
判
で
き
な
か
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
自
身
の
生
き
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も

例
外
で
は
な
い
。
第
5
部
に
は
別
の
例
示
が
あ
る
。

北
ア
メ
リ
カ
に
い
る
野
人
の
い
く
つ
か
の
民
族
で
は
、
子
ど
も
の
頭
に
四
枚
の
板
を
巻
い
て
縛
り
、
骨
が
や
わ
ら
か
く
て
し
な
や
か

な
う
ち
に
こ
ん
な
ふ
う
に
頭
を
締
め
つ
け
て
ほ
と
ん
ど
真
四
角
に
し
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
こ
の
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
野
蛮
な

風
習
に
仰
天
し
ま
す
。
こ
の
風
習
の
盛
ん
な
民
族
が
き
わ
だ
っ
て
愚
か
な
の
は
そ
の
せ
い
だ
と
決
め
つ
け
た
宣
教
師
も
い
ま
す
。
し

か
し
、彼
ら
は
、そ
ん
な
野
人
を
そ
し
る
と
き
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
婦
人
た
ち
が
ほ
ん
の
つ
い
数
年
前
ま
で
ほ
と
ん
ど
一
世
紀
に
わ
た
っ

て
、
自
然
の
美
し
い
ふ
く
よ
か
な
体
つ
き
を
ほ
と
ん
ど
真
四
角
に
変
形
し
よ
う
と
締
め
つ
け
る
努
力
を
し
て
き
た
こ
と
に
想
到
し
ま

せ
ん
。さ
ら
に
彼
ら
は
、こ
の
風
習
が
多
く
の
捻
転
と
疾
病
を
ひ
き
起
こ
す
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
の
に
、お
そ
ら
く
世
界
史
上
も
っ

一
〇

香川法学38巻3・4号（2019）

139（389）



と
も
文
明
化
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
国
民
に
さ
え
も
、
こ
の
風
習
が
慣
習
に
よ
り
心
地
よ
く
な
っ
て
い
た
こ
と
を
没
却
し
ま
す
。（V

.

1
.8
.

（
下
）
六
〇－

一
頁
）

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
も
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宣
教
師
も
、
自
己
を
相
対
化
し
批
判
す
る
視
点
を
も
て
な
か
っ
た
が
、
ス
ミ
ス
の

観
察
者
理
論
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
観
察
者
理
論
は
そ
れ
を
な
し
う
る
か
。
以
下
で
は
、
三
つ
の
解
釈
を
瞥
見

す
る
。
そ
の
際
、‘propriety’

の
訳
語
は
、
各
解
釈
者
に
従
い
「
適
宜
性
」「
適
正
」「
適
切
さ
」
と
し
た
。

①
「
歴
史
的
状
況
」
の
主
題
化

前
述
の
よ
う
に
、
内
田
教
授
は
、「
歴
史
」
と
「
状
況
」
を
異
な
る
視
点
と
し
て
と
ら
え
、『
感
情
論
』
は
後
者
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て

い
る
と
理
解
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
感
情
論
』
の
第
5
部
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
超
歴
史
的
な
書
き
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、『
法
学

講
義
』
の
歴
史
的
分
析
を
媒
介
し
た
と
い
う
見
方
も
有
力
で
あ
る
。
田
中
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
感
情
論
』
第
5
部
は
…
徳
の
原
理
と
し
て
の
「
適
宜
性
の
感
覚
」
や
法
の
根
本
原
理
と
し
て
の
「
正
義
に
つ
い
て
の
自
然
的
感
覚
」

が
上
流
人
の
徳
と
下
層
民
の
徳
（TM

S,
V
.2
.3

）
や
未
開
国
民
と
文
明
国
民
（TM

S,
V
.2
.8
f

）
の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
環

境
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
で
は
そ
れ
な
り
の
「
自
然
的
適
宜
性
」
を
も
つ
次
第
を
明
ら
か

に
す
る
と
共
に
、
慣
行
や
特
権
が
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
根
拠
が
歴�

史�

的�

状�

況�

の
変
化
に
あ
る
次
第
を
論
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
17
）。

（
傍
点
は
引
用
者
）
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田
中
教
授
の
見
解
は
、
第
5
部
に
歴
史
の
視
点
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
そ
こ
に
大
き
な
意
義
を
認
め
る
。「
こ
れ
ま
で
の
ス
ミ
ス
解

釈
の
最
大
の
難
点
の
一
つ
は
、
こ
う
し
た
同
感
原
理
に
基
づ
く
自
然
法
の
歴
史
的
相
対
性
が
明
確
に
自
覚
さ
れ
る
こ
と
な
く
…
、
観
察
者

の
同
感
を
原
理
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
胸
中
の
感
情
と
し
て
の
自
然
的
正
義
感
が
そ
の
ま
ま
超
歴
史
的
な
実
定
法
批
判
原
理
と
し
て
無
規
定

的
に
定
立
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
ぬ
も
の
は
す
べ
て
《
自
然
》
に
反
す
る
《
歴
史
》
と
し
て
切
り
す
て
ら
れ
て
き
た
点
に
あ
る
（
18
）。」
と
い
わ

れ
、
第
5
部
に
つ
い
て
は
、
通
説
的
な
ス
ミ
ス
解
釈
に
変
更
を
せ
ま
る
重
大
な
契
機
―
―「『
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
』
の
概
念
自
体
の
歴

史
的
相
対
性
の
自
覚
」―
―
が
ふ
く
ま
れ
る
と
さ
れ
る
（
19
）。
そ
し
て
、「
そ
の
自
覚
に
基
づ
く
自
然
法
の
歴
史
的
批
判
の
論
理
を
具
体
的
に
展

開
し
た
」
の
が
『
法
学
講
義
』
で
あ
っ
た
（
20
）。

②
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
の
卓
越
性

新
村
教
授
は
、「
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
」の
判
断
に
つ
い
て
、
第
5
部
に
は
ふ
た
つ
の
種
類
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
第
一
は
、「
慣

習
に
基
づ
く
適
正
」
で
あ
る
。
新
村
教
授
に
よ
る
と
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
者
の
情
念
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
是
認
す
る
公
平
な
観
察
者

の
共
感
も
、
生
活
状
態
と
と
も
に
歴
史
的
に
変
化
す
る
」。
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
状
況
の
な
か
で
成
立
す
る
の
が
「
慣
習
に
基
づ
く
適

正
」
で
あ
る
（
21
）。
こ
の
場
合
の
「
慣
習
」
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
的
慣
習
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
ス
ミ
ス
的
慣
習
」
で
あ
り
、
歴
史
と
と
も
に
変

化
す
る
「
共
感
に
よ
る
適
正
の
判
断
」
で
あ
る
（
22
）。
さ
て
、
そ
の
第
二
は
、「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
哲
学
者
ス
ミ

ス
の
注
意
深
い
観
察
と
共
感
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
に
生
き
る
公
平
な
観
察
者
の
共
感
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」
第
一
の
「
適
正
」
と
は
区
別
さ
れ
る
（
23
）。
第
二
の
「
適
正
」
が
優
位
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
適

正
概
念
の
二
層
化
に
よ
っ
て
、
特
定
の
慣
行
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
相
対
化
さ
れ
る
。
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ス
ミ
ス
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
や
国
に
お
け
る
「
特
定
の
慣
行
」
が
、〈
た
ん
な
る
慣
習
〉
に
よ
っ
て
継
続
す
る
た
め
に
、〈
慣
習
と

無
関
係
な
適
正
〉
を
失
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
か
れ
は
、
そ
の
例
と
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
幼
児
遺
棄
の
慣
行
を

あ
げ
て
い
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
も
っ
と
も
未
開
な
社
会
の
極
端
に
窮
乏
し
た
生
活
状
態
で
は
〈
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
〉
を
持
っ

て
い
た
幼
児
遺
棄
の
慣
行
は
、
生
活
状
態
が
変
化
し
て
も
は
や
〈
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
〉
を
失
っ
た
ギ
リ
シ
ャ
後
期
に
な
っ
て
も

〈
た
ん
な
る
慣
習
〉
と
し
て
継
続
し
た
の
で
あ
る
（
24
）。

ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー

③
「
異
邦
人
」
と
の
遭
遇

鈴
木
教
授
に
よ
る
と
、
公
平
な
観
察
者
は
、
社
会
的
規
範
や
日
常
的
思
考
を
共
有
し
な
い
「
異
邦
人
」
と
し
て
の
側
面
を
も
ち
、
こ
の

よ
う
な
「
異
人
」
と
の
遭
遇
が
、
日
常
的
思
考
圏
を
相
対
化
す
る
。
そ
の
「
異
人
性
」
は
、
自
己
の
所
属
す
る
集
団
か
ら
見
た
他
集
団
と

の
「
差
異
」
で
あ
り
、
こ
の
差
異
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
存
続
を
保
証
し
て
い
る
境
遇
（situation

）
の
差
異
」
か
ら
生
じ
る
（
25
）。
こ
の

よ
う
な
「
異
人
性
」
は
、
同
感
（
共
感
）
の
成
立
を
妨
げ
る
が
、
む
し
ろ
、「
同
感
の
不
成
立
が
日
常
的
思
考
の
相
対
性
を
人
び
と
に
自

覚
さ
せ
る
」
と
い
わ
れ
（
26
）、
①
田
中
説
と
②
新
村
説
の
「
適
宜
性
（
適
正
）」
と
は
大
き
く
異
な
る
見
方
で
あ
る
。
既
存
の
習
慣
の
相
対
化

は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
習
慣
的
雰
囲
気（
習
慣
的
思
考
）に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
特
定
の
社
会
集
団
内
部
の
日
常
的
生
活
者
に
そ
く
し
て
み
れ
ば
、

か
れ
ら
は
、
社
会
生
活
が
こ
れ
ま
で
そ
う
で
あ
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
続
く
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
…
…
だ
が
、

こ
の
集
団
の
部
外
者
で
あ
る
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
た
ち
は
、
こ
う
し
た
習
慣
的
雰
囲
気
（
思
考
）
に
拘
束
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
眼
前

に
生
起
す
る
自
己
の
出
身
母
体
で
は
予
想
し
え
な
か
っ
た
光
景
に
び
っ
く
り
し
…
…
ま
た
、
同
時
に
、
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
た
ち
が
接
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触
し
た
社
会
集
団
内
部
に
お
い
て
も
、
習
慣
的
な
生
活
ス
タ
イ
ル
の
存
続
を
当
然
の
も
の
と
し
て
い
る
そ
の
集
団
の
生
活
者
に
と
っ

て
、
同
感
が
成
立
し
え
な
い
異
邦
人
と
し
て
の
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
自
明
視
し
て
い
る
相
対
的
に
自
然
な
世
界

観
を
根
底
か
ら
覆
す
存
在
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
日
常
的
思
考
へ
の
信
頼
に
対
す
る
最
初
の
衝
撃
と
な
る
（
27
）。

⑵

テ
キ
ス
ト
上
の
根
拠

つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
①
②
③
（
以
下
、
前
項
の
三
説
に
は
番
号
に
よ
っ
て
言
及
す
る
）
の
解
釈
が
成
り
立
つ
理
由
を
第
5
部
の
テ
キ
ス
ト

に
即
し
て
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
感
情
論
』
第
5
部
2
章
の
概
要
も
理
解
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
争
点
も

明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
以
下
で
は
、
ひ
と
つ
の
新
た
な
視
点
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
慣
習
と
特
定
慣
行
と

ア
ク
シ
ョ
ン

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

い
う
法
学
的
区
分
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
慣
習
規
範
で
あ
る
が
、
行
為
ま
た
は
実
践
を
正
当
化
す
る
仕
方
が
ち
が
う
。

ⅰ
�
特
定
自
然
法
と
し
て
の
「
自
然
的
適
宜
性
」

①
で
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
は
、「
歴
史
的
状
況
」
に
即
し
た
適
宜
性
を
呈
示
し
う
る
も
の
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

そ
れ
ら
の
慣
習
や
流
行
も
必
ず
し
も
事
物
の
自
然
に
即
し
た
適
宜
性
を
も
た
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
生
ま
れ
た
最
初
の
状
況

で
は
そ
の
「
状
況
の
す
べ
て
の
環
境
に
適
切
に
適
合
し
た
」（TM

S,
V
.2
.5

）「
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
」
を
も
つ
特�

定�

自
然
法
と

し
て
の
「
自
然
的
適
宜
性
」（TM

S,
V
.2
.14

）
を
も
つ
場
合
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
ち
が
っ
た
状
況
に

な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
墨
守
さ
れ
慣
行
化
さ
れ
る
場
合
、
公
益
の
名
に
お
い
て
「
行
為
の
自
然
的
適
宜
性
」
に
反
す
る
慣
行
が
是
認
さ
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れ
る
に
至
る
次
第
を
解
析
し
て
い
る
（
28
）。（
傍
点
は
原
文
）

こ
こ
で
参
照
さ
れ
る
第
5
部
の
該
当
箇
所
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
慣
習
規
範
の
適
格
性
が
検
証

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
①
の
論
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
敷
衍
す
れ
ば
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
行
為
の
自
然
的
適
宜
性
」
は
、
観

察
者
が
行
為
者
の
「
状
況
の
す
べ
て
の
環
境
」
を
考
慮
す
る
と
き
に
い
だ
く
こ
と
の
で
き
る
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
観
察
者
は
、
観
察
対
象

を
個
人
の
行
為
か
ら
社
会
集
団
の
慣
行
に
拡
張
し
、
そ
れ
が
所
与
の
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。
そ
れ
は
、「
あ
く
ま

で
も
何
ら
か
の
所
与
の
歴
史
的
状
況
の
枠
の
中
で
の
適
宜
性
で
し
か
な
く
、
従
っ
て
、
歴�

史�

的�

状�

況�

が�

ち�

が�

え�

ば�

、�

適�

宜�

性�

な�

い�

し�

功�

績�

可�

能�

性�

の�

感�

覚�

自�

体�

が�

異�

な�

っ�

て�

く�

る�

」（
傍
点
は
引
用
者
）
（
29
）。
こ
れ
が
「
特�

定�

自
然
法
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
（
30
）。
そ
し
て
、
仔
細

に
見
れ
ば
、
観
察
者
は
、「
所
与
の
環
境
」
に
お
い
て
、
い
わ
ば
静
態
的
に
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
環
境
自
体
が
変
化
す
る
こ
と

を
も
認
識
し
、
変
化
後
の
新
し
い
状
況
に
お
け
る
適
格
性
判
断
も
お
こ
な
う
（
こ
の
動
態
的
判
断
の
適
宜
性
を
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」

と
し
て
詳
し
く
論
じ
た
の
が
②
で
あ
る
）。

さ
て
、
上
記
引
用
文
中
の
参
照
箇
所
の
う
ち
、「
自
然
的
適
宜
性
」
は
、
以
下
の
ス
ミ
ス
の
記
述
に
出
て
く
る
。

慣
習
が
、
行
為
の
自
然
な
適
切
さ
﹇
自
然
的
適
宜
性
﹈
に
も
と
る
ど
ん
な
非
道
を
正
当
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ふ�

る�

ま�

い�

や�

態�

度�

の�

一�

般�

的�

類�

型�

に
は
か
か
わ
り
ま
せ
ん
。
特�

定�

慣�

行�

に
つ
い
て
い
え
ば
、
慣
習
の
影
響
は
、
し
ば
し
ば
善
良
な
習
俗
に
ず
っ
と

深
刻
な
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
個�

々�

の�

具�

体�

的�

行�

為�

に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
明
白
な
正
邪
の
原
理
を
お
び
や
か
す
行

為
で
あ
っ
て
も
、
慣�

習�

は�

こ�

れ�

を�

適�

法�

で�

非�

難�

に�

値�

し�

な�

い�

例�

と�

し�

て�

確�

立�

す�

る�

こ�

と�

が�

で�

き�

ま�

す�

。（V
.2
.14
.

（
下
）八
九
頁
）（
傍

点
と
﹇

﹈
は
引
用
者
）
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ま
ず
、
慣
習
規
範
に
お
け
る
法
学
上
の
区
分
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
一
般
的
慣
習
と
特
定
慣
行
で
あ
る
。
一
般
的
慣
習
（general

custom
）
は
、
王
国
の
一
般
的
な
慣
習
法
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
と
同
義
で
あ
り
、
一
方
、
特
定
的
慣
習
（particular

custom

）
や
慣
行

（usage
）
は
、
通
用
す
る
範
囲
が
狭
く
、
ま
た
、
規
範
性
が
弱
い
規
範
で
あ
る
（
31
）。
ス
ミ
ス
は
、「
特
定
慣
行
」（particular

usages

）
と
い

う
語
を
使
う
の
で
、
こ
れ
を
規
範
性
の
弱
い
慣
習
規
範
と
し
て
理
解
し
、「
一
般
的
慣
習
」か
ら
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、

「
一
般
的
慣
習
」
に
相
当
す
る
の
は
、
引
用
文
中
の
「
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
類
型
」
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
実
定
法
規
よ
り
も
広
い

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
慣
習
規
範
で
あ
る
以
上
、
行
為
ま
た
は
実
践
を
正
当
化
す
る
が
、
す
ぐ
述
べ
る
よ
う
に
、
正
当
化
の

仕
方
は
異
な
る
。

こ
の
法
学
的
区
分
を
「
子
捨
て
」
の
例
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
。
未
開
社
会
に
お
い
て
、
子
捨
て
は
「
緊
急
避
難
」（necessity

）
で

あ
っ
て
、
自
己
が
生
き
延
び
る
た
め
に
ほ
か
に
方
法
が
な
く
、
や
む
を
え
ず
お
こ
な
う
行
為
で
あ
り
、
法
的
責
任
を
阻
却
す
る
理
由
で
あ

る
（
32
）。
ス
ミ
ス
は
、
子
捨
て
に
つ
い
て
、「
わ
た
し
た
ち
は
こ
ん
に
ち
、
こ
の
実
践
（practice

）
が
野
人
の
諸
国
民
す
べ
て
で
盛
ん
に
お
こ

な
わ
れ
て
い
る
事
実
を
認
め
ま
す
。」
と
い
い
、「
そ
ん
な
﹇
極
限
の
窮
乏
の
﹈
場
合
に
野
人
が
子
を
遺
棄
す
る
と
し
て
も
不
可
解
で
は
あ

り
ま
せ
ん
（W

e
cannotw

onder

）。」「
社
会
が
こ
ん
な
状
態
の
と
き
に
は
子
の
養
育
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
定
を
親
に
ま
か
せ
る
べ

し
と
言
わ
れ
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
さ
ほ
ど
驚
か
な
い
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。（oughtnotto

surprise
us

）」（V
.2
.15
.

（
下
）
九
〇－

一

頁
）（﹇

﹈
は
引
用
者
）と
い
う
。
こ
こ
で
「
公
平
な
観
察
者
」
で
あ
る
「
わ
た
し
た
ち
」
は
、
こ
の
実
践
の
広
が
り
を
認
め
て
い
る
が
、

そ
れ
に
「
共
感
」（sym

pathize
w
ith/go

along
w
ith

）
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
33
）。

こ
の
実
践
は
、
そ
れ
だ
け
広
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
類
型
」
と
も
区
別
さ
れ
、
一
般
的
な
慣

習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
子
捨
て
は
緊
急
避
難
で
あ
り
、
法
的
責
任
を
阻
却
す
る
「
特
権
（prerogative

）」（V
.2
.15
.

（
下
）

九
一
頁
）」
を
付
与
さ
れ
る
が
、
一
般
的
な
行
為
規
範
を
形
成
す
る
と
は
い
え
な
い
。
慣
習
に
よ
っ
て
子
捨
て
が
一
般
的
な
行
為
規
範
に
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な
る
に
は
、
第
5
部
の
ス
ミ
ス
の
論
理
で
は
、
こ
の
忌
ま
わ
し
い
行
為
が
「
美
し
い
」
と
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
慣
習
に
そ

こ
ま
で
の
力
は
な
い
（V

.2
.1
.

（
下
）
六
四－

五
頁
）。
未
開
社
会
に
お
い
て
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
子
捨
て
が
緊
急
避
難
と

し
て
承
認
さ
れ
る
と
い
う
点
に
と
ど
ま
り
、
子
捨
て
が
「
美
し
い
ふ
る
ま
い
」
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な

責
任
阻
却
の
特�

権�

を�

付�

与�

す�

る�

特�

定�

慣�

行�

は
あ
り
う
る
が
、「
子
捨
て
」
の
実
践
を
一�

般�

的�

に�

指�

示�

す�

る�

慣�

習�

法�

は
、
ス
ミ
ス
が
い
み
じ

く
も
い
う
よ
う
に
、
あ
り
え
な
い
（V

.2
.16
.

（
下
）
九
二
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
子
捨
て
の
実
践
を
正
当
化
す
る
慣
習
規
範
は
、
特
定
慣
行

で
あ
り
、
そ
の
正
当
化
の
仕
方
は
、
特
権
の
付
与
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
な
慣
習
法
が
行
為
を
一
般
的
規
準
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
正
当
化
す
る
場
合
と
は
異
な
る
。
こ
の
法
的
判
断
の
ち
が
い
が
、「
慣
習
が
、
行
為
の
自
然
な
適
切
さ
に
も
と
る
ど
ん
な
非
道
を
正
当

化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
類
型
に
は
か
か
わ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
自
然
法
上
ゆ
る
さ
れ
な
い
非
行
が
、
特
定
慣
行
に
よ
っ
て
特
権
を
付
与
さ
れ
許
容
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
れ
ば
、

自
然
法
の
蚕
食
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
は
な
ら
な
い
。
子
捨
て
は
、
故
意
ま
た
は
重
大
な

過
失
に
よ
っ
て
人
命
を
奪
う
行
為
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
不
正
義
で
あ
る
。
正
義
の
法
に
例
外
は
な
い
（
34
）。
す
な
わ
ち
、
公
平
な
観
察
者
は
、

遺
棄
さ
れ
た
幼
子
の
「
架
空
の
憤
り
」（II.i.2

.5
.

（
上
）
一
八
四－

五
頁
）
に
必
ず
共
感
す
る
。
も
し
、
公
平
な
観
察
者
が
、「
子
捨
て
」
の

よ
う
な
非
行
を
「
状
況
に
即
し
た
適
宜
性
」
が
あ
る
と
し
て
承
認
す
れ
ば
、
観
察
者
の
道
徳
的
権
威
に
き
ず
が
つ
き
、
自
然
法
の
蚕
食
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
幼
子
の
「
架
空
の
憤
り
」
が
観
察
者
の
胸
に
宿
る
こ
と
と
、
そ
の
「
憤
り
」
を
実
際
に
加
害
者
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
と

は
別
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
平
な
観
察
者
は
、
正
義
の
内
容
を
適
切
に
認�

識�

し
な
が
ら
も
、
正
当
な
理
由
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
適�

用�

し
な
い

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が
、「
子
捨
て
」
を
緊
急
避
難
と
し
て
許
容
す
る
特
定
慣
行
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
慣
習
は
自

然
法
の
適
用
を
修
整
す
る
。
逆
か
ら
い
え
ば
、
自
然
法
の
実
践
は
、
慣
習
に
対
し
て
「
寛
容
」
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
は
、「
道
徳

感
情
の
不
規
則
性
」
と
し
て
『
感
情
論
』
第
2
部
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
本
稿
四
ⅰ
�参
照
）。
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と
こ
ろ
で
、
社
会
が
文
明
化
し
た
あ
と
ま
で
も
子
捨
て
が
継
続
す
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
実
践
は
責
任
阻
却
の
特
権
を
付
与
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
文
明
化
に
よ
っ
て
慣
習
規
範
（
一
般
的
慣
習
お�

よ�

び�

特�

定�

慣�

行�

）
の
あ
り
か
た
が
変
化
し
、
子
捨
て
は
慣
習
規
範
に
よ
っ
て

正
当
化
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
慣
習
原
理
が
機
能
不
全
に
な
り
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
規
範
を
形
成
で
き
な
け
れ
ば
、

慣
習
は
陋
習
に
な
る
。
ス
ミ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
生
き
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
例
に
挙
げ
る
。「
間
断
な
く
つ
づ
い
て
き
た
慣
習
は
、
こ
の
時

代
ま
で
に
徹
底
し
て
こ
の
実
践
を
正
当
化
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
世
間
の
い
い
か
げ
ん
な
処
世
訓
が
、
こ
の
野
蛮
な
特
権
に
寛
大
で
あ
っ

た
ば
か
り
か
、
も
っ
と
正
当
か
つ
精
密
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
哲
学
者
の
学
説
ま
で
も
が
、
こ
の
確
立
し
て
久
し
い
慣
習
に
誘
導
さ

れ
て
正
道
を
逸
れ
ま
し
た
。」（V

.2
.15
.

（
下
）
九
一
頁
）
そ
の
よ
う
な
場
合
、
慣
習
規
範
は
自
然
法
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ
る
（
本
稿
四
ⅱ
�

参
照
）。
た
だ
し
、
こ
の
件
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
批
判
は
、
時
代
遅
れ
の
慣
行
そ
の
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
に

使
わ
れ
た
「
効
用
」
に
向
け
ら
れ
る
。「
効
用
」
批
判
の
論
理
は
、『
感
情
論
』
第
2
部
（II.ii.3

.6
－12
.

（
上
）
二
二
七－

三
六
頁
）
で
展
開

さ
れ
て
い
る
。

ⅱ
�
二
種
類
の
「
適
正
」
と
「
慣
習
」

②
に
お
い
て
特
定
の
慣
行
を
相
対
化
し
批
判
す
る
の
は
、「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

わ
た
し
た
ち
は
慣
習
に
誘
導
さ
れ
て
、
身
分
や
職
業
ご
と
に
独
自
の
人
柄
と
気
風
を
専
用
に
あ
て
が
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
人
柄
と
気

風
は
、
お
そ
ら
く
、
慣
習
か
ら
独
立
し
た
適
切
さ
﹇
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
﹈
を
も
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
人
び
と
の

暮
ら
し
ぶ
り
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
も
、
そ�

の�

心�

を�

自�

然�

に�

動�

か�

す�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

事�

情�

を�

す�

べ�

て�

考�

慮�

す�

れ�

ば�

、�

人�

柄�

と�

気�

風�

は�

、�

そ�

れ�

自�

体�

で�

是�

認�

さ�

れ�

る�

対�

象�

に�

な�

り�

ま�

す�

。
個�

人�

の�

態�

度�

（a
person’s

behaviour

）
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
、
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彼
の
態
度
が
そ
の
境
遇
に
ま
つ
わ
る
ど
れ
か
ひ
と
つ
の
事
情
に
似
つ
か
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
わ
た
し

た
ち
が
彼
の
こ
と
を
親
し
く
心
に
描
く
と
き
、
自
然
に
彼
の
注
意
を
喚
起
す
る
だ
ろ
う
と
感
じ
ら
れ
る
す�

べ�

て�

の�

事�

情�

に
似
つ
か
わ

し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。（V

.2
.5
.

（
下
）
七
〇
頁
）（
傍
点
と
﹇

﹈
は
引
用
者
）

こ
の
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
を
導
く
の
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
で
考
察
さ
れ
る
の
は
、「
個
人
の
態
度
」

に
か
か
わ
り
、
し
か
も
、「
す
べ
て
の
事
情
」
で
あ
り
、
網
羅
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
観
察
に
際
し
て
何
が
重
要
で

あ
り
、
何
が
末
節
で
あ
る
か
、
事
柄
の
軽
重
に
つ
い
て
予
断
や
偏
見
を
排
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
理
論
が
個
人
の
事
情
を

す
べ
て
考
慮
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
道
徳
理
論
に
批
判
力
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
観
察
対
象
の
「
個
人
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
自
然
状
態
」
の
人
間
で
は
な
い
（
35
）。
現
実
の
人
間
は
、
ち
が
っ
た
職
業
集
団
や
年
齢

層
、
あ
る
い
は
国
民
に
属
し
、
多
様
な
特
性
を
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
、「
す
べ
て
の
事
情
」
に
は
、
特
定
の
社
会
集
団
に
由
来
す
る
属
性
も

ふ
く
ま
れ
る
。

人
び
と
の
職
種
が
違
え
ば
、
ふ
だ
ん
折
に
ふ
れ
て
興�

味�

関�

心�

を�

占�

め�

る�

対�

象�

も
違
う
は
ず
で
あ
り
、
し
か
ら
ば
、
習
慣
と
し
て
自
然

に
身
に
つ
い
て
く
る
情
念
も
違
う
は
ず
で
す
。
そ
し
て
、
と
く
に
こ
の
点
に
着
目
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
び
と
の
境
遇
を
親
し

く
思
い
描
く
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
つ
ぎ
の
事
実
に
気
づ
く
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
お
よ
そ
身
に
起
こ
る
こ
と
が
ど

れ
ほ
ど
心
を
動
か
す
か
は
、
そ
れ
が
搔
き
た
て
る
情
動
と
、
職�

業�

柄�

、�

心�

に�

定�

着�

し�

た�

習�

慣�

や�

気�

性�

と
の
波
長
が
合
う
か
合
わ
な
い

か
に
応
じ
て
、
自
然
に
強
く
も
な
れ
ば
弱
く
も
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（V

.2
.5
.

（
下
）
七
一
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
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人
は
職
業
の
区
分
に
応
じ
た
社
会
集
団
を
形
成
す
る
。
そ
の
よ
う
な
社
会
集
団
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
興
味
関
心
を
ひ
く
事
項
が
あ

る
。
そ
ん
な
事
項
に
関
心
を
も
っ
て
長
期
間
に
わ
た
り
活
動
す
る
う
ち
に
、
そ
の
影
響
は
構
成
員
の
大
多
数
に
及
び
、
そ
の
集
団
全
体
に

特
徴
的
な
人
柄
と
気
風
を
形
成
す
る
。
②
に
よ
れ
ば
、
こ
の
集
団
全
体
の
特
徴
は
、「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
を
有
す
る
。
実
際
、
ス

ミ
ス
は
、
聖
職
者
を
例
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

世
間
の
人
び
と
を
待
ち
受
け
る
畏
怖
す
べ
き
来
世
を
忘
却
せ
ぬ
よ
う
彼
ら
に
促
す
こ
と
が
独
自
の
仕
事
で
あ
る
人
は
、
お
よ
そ
義
務

の
準
則
を
逸
脱
す
れ
ば
必
ず
至
る
結
末
を
通
告
す
る
の
に
適
任
で
あ
り
、
ま
た
、
自
身
が
き
わ
め
て
厳
密
に
そ
の
準
則
を
遵
奉
す
る

模
範
と
な
る
の
に
適
任
で
あ
っ
て
、
こ
ん
な
人
こ
そ
、
軽
々
し
く
も
よ
そ
よ
そ
し
く
も
告
知
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
の
使
者
だ
と
思

わ
れ
ま
す
。
彼
の
心
は
、
あ
ま
り
に
も
壮
大
で
厳
粛
な
こ
と
に
絶
え
ず
専
念
し
て
、
放
蕩
者
や
道
楽
者
を
夢
中
に
さ
せ
る
軽
薄
な
対

象
が
印
象
を
刻
む
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
慣�

習�

か�

ら�

独�

立�

し�

て�

、
即
座
に
、

「
慣
習
が
こ
の
職
業
に
割
り
あ
て
た
気
風
に
は
適
切
さ
が
あ
る
」
と
感
じ
、
ま
た
、「
聖
職
者
の
態
度
に
習
慣
と
し
て
期
待
さ
れ
る
人

柄
は
、
謹
厳
・
禁
欲
・
浮
世
離
れ
し
た
厳
格
さ
が
も
っ
と
も
似
つ
か
わ
し
い
」
と
感
じ
ま
す
。（V

.2
.5
.

（
下
）
七
一－

二
頁
）（
傍
点

は
引
用
者
）

こ
の
よ
う
に
、
②
の
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
は
、
個
人
の
態
度
だ
け
で
な
く
、
社
会
集
団
の
一
般
的
性
格
に
つ
い
て
も
成
り
立
ち

う
る
。
こ
こ
に
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
が
、
個
人
の
心
理
分
析
を
こ
え
て
、
社
会
集
団
の
性
格
分
析
へ
と
拡
張
さ
れ
る
端
緒
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
意
外
に
も
、「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
の
適
用
範
囲
は
、
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
、
職
業
に
よ
る
社
会
区
分
に
つ
い
て
は
、

二
〇
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上
記
の
聖
職
者
の
例
だ
け
で
あ
る
。「
聖
職
者
以
外
で
、
そ
の
職
な
ら
で
は
の
見
慣
れ
た
人
柄
が
形
成
さ
れ
る
理
由
は
、
さ
ほ
ど
明
瞭
で

な
く
、
そ
の
た
め
、
わ�

た�

し�

た�

ち�

が�

そ�

の�

人�

柄�

を�

是�

認�

す�

る�

理�

由�

は�

、�

も�

っ�

ぱ�

ら�

習�

慣�

で�

あ�

っ�

て�

、�

こ�

の�

種�

の�

省�

察�

に�

よ�

っ�

て�

は�

補�

強�

さ�

れ�

る�

こ�

と�

も�

、�

あ�

ざ�

や�

か�

に�

よ�

み�

が�

え�

る�

こ�

と�

も�

あ�

り�

ま�

せ�

ん�

。」（V
.2
.6
.

（
下
）
七
二
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
文
中
の
「
こ
の
種
の
省

察
」
と
は
、「
す
べ
て
の
事
情
」
を
考
慮
す
る
公
平
な
観
察
者
の
そ
れ
で
あ
る
（
36
）。
し
た
が
っ
て
、
社
会
集
団
に
生
ず
る
気
風
の
検
証
に
お

い
て
、
観
察
者
理
論
は
、
ま
っ
た
く
使
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
射
程
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
（
37
）。

と
こ
ろ
で
、
②
は
、
慣
習
概
念
を
ふ
た
つ
に
分
け
る
。
ひ
と
つ
は
、
観
念
連
合
論
に
立
つ
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
慣
習
」
で
あ
る
。「
対
象
の

組
み
合
わ
せ
に
不
適
切
さ
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
不
適
切
だ
と
感
じ
る
わ
た
し
た
ち
の
感
覚
は
、
慣
習
に
よ
っ
て
減
退
す
る
か
、
す
っ
か
り

そ
こ
な
わ
れ
る
」（V

.1
.2
.

（
下
）
四
八－

九
頁
）
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
慣
習
」
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
的
」
な
そ
れ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら

に
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
が
失
わ
れ
る
と
、「
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
〈
た
ん
な
る
慣
習
〉」
に
な
る
（
38
）。

も
う
ひ
と
つ
は
、
観
察
者
理
論
に
立
つ
「
ス
ミ
ス
的
慣
習
」
で
あ
る
。「
ス
ミ
ス
的
慣
習
」
は
、「
境
遇
の
必
然
性
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
、

当
事
者
な
ら
び
に
観
察
者
の
生
活
状
態
と
そ
の
感
情
の
間
に
「
慣
習
的
関
係
」
を
形
成
す
る
と
い
わ
れ
る
（
39
）。

野
人
は
だ
れ
も
が
一
種
の
ス
パ
ル
タ
式
鍛
錬
を
受
け
、ま
た
、そ
の
境
遇
か
ら
い
や
お
う
な
し
に（by

the
necessity

of
his
situation

）

﹇
境
遇
の
必
然
性
に
よ
っ
て
﹈、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
試
練
に
慣
れ
て
平
気
に
な
り
ま
す
。
野
人
は
絶
え
ず
危
険
な
状
況
に
あ
り
、
た
と

え
ば
、
飢
餓
の
極
限
状
態
に
し
ば
し
ば
さ
ら
さ
れ
、
食
糧
不
足
だ
け
が
原
因
で
落
命
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
野
人
は
そ
ん
な

環
境
に
い
る
せ
い
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
辛
酸
に
慣
れ
る
（habituate
）
ば
か
り
か
、
そ
ん
な
辛
酸
が
搔
き
た
て
が
ち
な
ど
ん
な
情

念
に
も
屈
す
る
な
か
れ
と
教
わ
り
ま
す
。
野
人
は
、
そ
ん
な
場
合
の
ひ
弱
さ
に
対
し
て
同
国
人
か
ら
同
情
さ
れ
た
り
大
目
に
み
ら
れ

た
り
す
る
こ
と
を
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
自
分
自
身
が
多
少
と
も
心
安
ら
か
で
な
け
れ
ば
、
他
人
を
案
じ
て
深
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く
感
じ
入
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。（V

.2
.9
.

（
下
）
七
七
頁
）（﹇

﹈
は
引
用
者
）

こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
、
未
開
社
会
の
人
び
と
が
そ
の
環
境
に
適
応
し
て
自
制
心
の
強
い
人
柄
を
身
に
つ
け
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ

は
、「
時
代
や
国
が
違
え
ば
、
そ
の
境
遇
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
職
業
の
場
合
と
同
様
、
そ
こ
に
暮
ら
す
大
方
の
人
び
と
に
さ
ま
ざ
ま

な
人
柄
を
授
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
」（V

.2
.7
.

（
下
）
七
五
頁
）
と
い
う
命
題
に
即
し
た
一
例
で
あ
る
。
で
は
、
未
開
社
会
の
環
境
に
ふ

さ
わ
し
い
人
柄
と
気
風
を
形
成
す
る
要
因
は
な
に
か
。
そ
れ
が
、「
ス
ミ
ス
的
慣
習
」
で
あ
る
。

②
に
よ
れ
ば
、「
ス
ミ
ス
的
慣
習
」
は
人
び
と
の
あ
い
だ
に
「
慣
習
的
関
係
」
を
形
成
す
る
環
境
適
応
原
理
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
慣

習
に
基
づ
く
適
正
」
の
概
念
が
導
か
れ
る
（
40
）。
右
の
引
用
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
第
5
部
に
は
、「
慣
習
に
基
づ
く
適
正
」
に
類
す
る
表
現

が
何
度
か
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
に
よ
れ
ば
、「
慣
習
に
基
づ
く
適
正
」
が
、「
共
感
」
に
よ
る
正
当
化
を
必
要
と

す
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
（
本
稿
三
⑶
ⅰ
�）
（
41
）。
し
か
し
、
②
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
慣
習
に
基
づ
く
適
正
」
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
と
社
会
に
生
き
る
公
平
な
観
察
者
の
共
感
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
」
（
42
）。
こ
う
し
て
②
は
、
二
種
類
の
「
共
感
」
と
「
適
正
（
適
切
さ
）」

を
区
別
す
る
。
一
つ
は
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
共
感
と
そ
れ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
適
正
、
も
う
一
つ
は
、「
哲
学
者
ス
ミ
ス
の
い
わ
ば

超
歴
史
的
な
共
感
と
そ
れ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
『
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
』」
で
あ
る
（
43
）。

ⅲ
�
ス
ミ
ス
の
論
証
不
備

③
は
、
慣
習
に
支
配
さ
れ
る
伝
統
社
会
が
、
異
人
の
来
訪
に
よ
っ
て
受
け
る
文
化
的
衝
撃
と
い
う
視
点
か
ら
、
時
代
や
国
に
よ
っ
て
ち

が
う
気
風
を
相
対
化
す
る
議
論
で
あ
る
が
、
第
5
部
に
以
下
の
よ
う
な
典
拠
を
も
つ
（
44
）。

二
二

香川法学38巻3・4号（2019）

127（377）



わ
た
し
た
ち
は
、
見
ず
知
ら
ず
（a

stranger

）
よ
り
も
友
人
の
前
で
の
ほ
う
が
、
思
い
切
っ
て
情
動
を
強
く
表
せ
ま
す
が
、
そ
の
理

由
は
、
見
ず
知
ら
ず
よ
り
も
友
人
の
ほ
う
が
大
目
に
み
て
く
れ
る
と
期
待
す
る
か
ら
で
す
。
す
る
と
国
民
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
、

文
明
化
さ
れ
た
国
民
同
士
の
礼
法
は
、
未
開
の
人
び
と
同
士
で
是
認
さ
れ
る
水
準
以
上
に
高
ぶ
っ
た
態
度
を
許
容
し
ま
す
。
文
明
化

さ
れ
た
国
民
の
社
交
に
は
、
友
人
同
士
の
開
け
っ
広
げ
な
感
じ
が
あ
り
、
未
開
の
人
び
と
の
社
交
に
は
、
見
ず
知
ら
ず
同
士

（strangers
）
の
遠
慮
が
あ
り
ま
す
。
…
…
文
明
化
さ
れ
た
国
民
と
未
開
の
国
民
で
は
、
こ
ん
な
に
大
き
く
か
け
離
れ
た
水
準
の
自

制
心
が
そ
れ
ぞ
れ
に
要
求
さ
れ
、
で
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
大
き
く
異
な
っ
た
規
準
に
照
ら
し
て
、
態
度
の
適
切
さ
も
判
断
さ
れ
ま

す
。（V

.2
.10
.

（
下
）
八
二－
四
頁
）

こ
の
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
論
で
は
、『
感
情
論
』
第
1
部
の
議
論
（
上
記
引
用
の
第
一
文
）
が
「
類
比
」
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
て
い
る
（
45
）。

第
1
部
の
該
当
箇
所
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

た
だ
の
知
り
合
い
か
ら
期
待
す
る
共
感
は
、
友
人
か
ら
期
待
す
る
そ
れ
よ
り
も
弱
く
、
だ
か
ら
そ
ん
な
知
り
合
い
に
は
、
友
人
に
打

ち
明
け
ら
れ
る
よ
う
な
細
か
な
事
情
を
包
み
隠
さ
ず
言
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
た
だ
の
知
り
合
い

の
前
で
は
こ
と
さ
ら
に
心
穏
や
か
さ
を
装
い
、
相
手
が
気
後
れ
し
な
い
一
般
的
な
身
の
上
話
だ
け
に
集
注
し
よ
う
と
努
め
ま
す
。
見

ず
知
ら
ず
の
集
ま
り
か
ら
期
待
す
る
共
感
は
、
さ
ら
に
も
っ
と
弱
く
、
し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
彼
ら
の
前
で
は
一
段
と
心

穏
や
か
さ
を
装
い
、
自
分
も
座
に
連
な
る
そ
こ
の
同
席
者
に
期
待
さ
れ
る
共
感
の
調
子
に
ま
で
情
念
を
低
く
抑
え
る
よ
う
常
に
努
力

し
ま
す
。（I.i.4

.9
.

（
上
）
五
九－

六
〇
頁；

cf.III.3
.38
.

（
上
）
四
四
二－

三
頁
）
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こ
こ
で
は
、「
自
制
心
」
の
あ
り
か
た
が
、
周
囲
に
い
る
人
の
「
知
り
合
い
の
程
度
」
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
く
る
と
説
明
さ
れ
る
。
他

方
、
第
5
部
で
は
、
未
開
の
国
の
人
び
と
は
文
明
国
の
人
び
と
よ
り
自
制
心
を
習
得
す
る
環
境
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
環
境
と
は
、

飢
餓
の
極
限
状
態
や
戦
争
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
の
不
幸
に
よ
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
暮
ら
し
に
追
い
つ
め
ら
れ
る
な
ら
、
隣
人
の
不
幸
を
気
づ
か
う
余
裕
は
な
い
で
し
ょ
う
。

野
人
は
み
ん
な
そ
う
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
は
、
自
分
に
欠
乏
し
必
要
な
品
々
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
他
人
の
ぶ
ん
ま
で
気
づ
か
う
こ

と
が
さ
ほ
ど
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
野
人
は
、
自
分
の
味
わ
う
辛
酸
が
ど
ん
な
性
格
の
も
の
で
も
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
か
ら
同

情
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
う
か
つ
に
弱
音
を
吐
い
て
心
の
う
ち
を
露
呈
す
る
こ
と
を
潔
し
と
し
ま
せ
ん
。

（V
.2
.9
.

（
下
）
七
七－

八
頁
）

こ
れ
は
、「
自
制
心
」
の
あ
り
か
た
が
、「
生
産
力
や
安
全
の
程
度
」
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
く
る
と
い
う
説
明
で
あ
る
。
未
開
の
国
の
人

び
と
の
自
制
心
は
、「
知
り
合
い
の
程
度
」
か
ら
育
ま
れ
る
の
で
は
な
い
。

「
知
り
合
い
の
程
度
」
が
自
制
心
の
あ
り
か
た
を
規
定
す
る
と
い
う
第
1
部
の
議
論
は
、
個
人
の
心
理
的
状
態
の
分
析⇒

自
制
心
の
強

弱
と
い
う
行
論
で
あ
る
が
、
他
方
、「
生
産
力
や
安
全
の
程
度
」
が
自
制
心
の
あ
り
か
た
を
規
定
す
る
と
い
う
第
5
部
の
議
論
は
、
国
民

の
社
会
的
状
態
（
環
境
）
の
分
析⇒

自
制
心
の
強
弱
と
い
う
行
論
で
あ
る
。
前
者
は
個
人
主
義
的
な
心
理
学
、
後
者
は
環
境
道
徳
論
で
あ

る
。
こ
う
し
た
違
い
が
あ
る
た
め
に
、
ス
ミ
ス
は
ふ
た
つ
の
議
論
を
「
類
比
」
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
つ
な
い
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
。こ

う
し
て
、「
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
」（
異
人
）
の
観
察
者
は
、「
子
捨
て
」
の
よ
う
な
慣
行
に
「
社
会
的
規
範
の
歴
史
的
相
対
性
」
を
見

二
四
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出
す
が
（
46
）、
じ
つ
は
、
③
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、『
感
情
論
』
に
こ
の
よ
う
な
「
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
の
用
例
は
少
な
い
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
③
が
「
異
人
論
」
を
展
開
し
た
の
は
、
集
団
の
社
会
的
規
範
を
相
対
化
す
る
視
点
を
、
①
②
と
は
異
な
り
、
人
間
の
心
の
外

に
求
め
る
た
め
で
あ
っ
た
（
47
）。
③
に
よ
れ
ば
、「
そ
も
そ
も
実
定
法
に
対
す
る
超
越
的
な
批
判
原
理
を
、
同
感
論
に
よ
っ
て
経
験
的
に
導
出

し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
無
理
（
48
）」
で
あ
っ
て
、
自
然
法
に
頼
ら
ず
法
の
展
開
を
説
明
す
る
理
論
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
異
人
論
」

で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く
慣
習
論
で
あ
っ
た
。
③
は
、「
法
と
か
一
般
的
規
則
の
起
源
を
道
徳
（m

oral

）
に
求
め
、
さ
ら
に
道
徳
の
起
源

を
慣
習
（m

ores

）
に
求
め
、
ま
た
、
慣
習
は
環
境
（circum
stance

）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
『
感
情
論
』
の
議
論
で
あ
っ

た
と
い
う
（
49
）。

こ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
、
③
は
、『
感
情
論
』
第
5
部
を
「
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
る
」
と
評
価
し
（
50
）、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
、
注
意

深
い
目
を
ス
ミ
ス
自
身
の
論
理
に
向
け
、
そ
こ
に
不
備
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
慣
習
原
理
の
本
質
に
か
か
わ
る
問
題
に
触
れ
て
い
る
。

こ
こ
﹇
第
5
部
﹈
で
提
出
さ
れ
て
い
る
論
理
の
範
囲
内
で
言
え
ば
、
社
会
が
存
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
だ
け
が
、
正
邪
の
自
然
的

原
理
と
一
致
し
て
な
い
慣
習
や
流
行
は
、
行
為
と
行
動
の
一
般
的
形
態
と
性
格
に
対
し
て
限
定
的
な
影
響
し
か
も
ち
え
な
い
と
す
る

か
れ
﹇
ス
ミ
ス
﹈
の
立
論
を
支
え
て
い
る
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
で
の
、
ス
ミ
ス
の
論
理
に
し
た
が
え
ば
、
社
会

が
存
続
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
慣
習
と
流
行
は
、
正
邪
の
自
然
的
原
理
と
一
致
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
一
致
し
て
い
な
い
場
合
は
、

そ
の
影
響
は
、
個
々
の
し
き
た
り
﹇
特
定
慣
行
﹈
の
範
囲
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
説
明
は
論
理
的
説
明
で

は
な
い
（
51
）。（﹇

﹈
は
引
用
者
）

こ
こ
で
「
論
理
的
説
明
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
直
接
的
に
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
子
捨
て
に
関
す
る
以
下
の
文
章
で
あ
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る
。

ふ�

る�

ま�

い�

や�

態�

度�

の�

一�

般�

的�

な�

類�

型�

と�

特�

徴�

に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
は
、
慣
習
の
せ
い
で
ゆ
が
む
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
が
み
具
合
は
、

特
定
慣
行
の
適
切
さ
や
不
適
法
性
に
つ
い
て
い
だ
く
感
情
の
場
合
と
け
っ
し
て
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
明
白
な
理
由
が

あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
慣
習
な
ど
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
も
し
人
間
の
ふ
る
ま
い
と
態
度
の
ふ
だ
ん
の
調
子
が
、
た
っ
た
今
わ
た
し
の

言
及
し
た
忌
ま
わ
し
い
実
践
と
同
じ
な
ら
ば
、
そ
ん
な
社
会
は
片
時
も
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ま
い
。（V

.2
.16
.

（
下
）

九
二
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
記
述
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。

こ
う
し
た
慣
習
と
流
行
が
、
人
類
の
道
徳
感
情
に
も
た
ら
す
効
果
は
、
そ
れ
が
ほ
か
の
場
合
に
も
た
ら
す
効
果
に
比
べ
る
と
、
す
べ

て
取
る
に
足
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
慣
習
と
流
行
の
原
理
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
く
判
断
を
ゆ
が
め
て
も
、
そ
れ
は
、
人�

柄�

と�

態�

度�

の�

一�

般�

的�

類�

型�

に
か
か
わ
る
判
断
で
は
な
く
、
特
定
慣
行
の
適
否
に
か
か
わ
る
判
断
で
す
。（V

.2
.12
.

（
下
）
八
七
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

慣
習
が
、
行
為
の
自
然
な
適
切
さ
に
も
と
る
ど
ん
な
非
道
を
正
当
化
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
ふ�

る�

ま�

い�

や�

態�

度�

の�

一�

般�

的�

類�

型�

に
は
か
か
わ
り
ま
せ
ん
。
特
定
慣
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
慣
習
の
影
響
は
、
し
ば
し
ば
善
良
な
習
俗
に
ず
っ
と
深
刻
な
害
を
も
た
ら

し
ま
す
。（V

.2
.14
.

（
下
）
八
九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
特
定
慣
行
と
一
般
的
慣
習
と
い
う
法
学
的
区
分
の
視
点
か
ら
す
で
に
解
釈
し
た
（
本
章
⑵
ⅰ
�）。
そ
れ
以
外

の
解
釈
と
し
て
、
ふ
た
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
教
授
に
よ
る
と
、「
行
為
の
自
然
的
適
切
さ
」
を
特
定
レ
ベ
ル
で

追
求
し
な
く
て
も
さ
ほ
ど
心
配
な
い
が
、
こ
れ
を
一
般
的
レ
ベ
ル
で
追
求
し
な
い
と
す
れ
ば
、
社
会
が
崩
壊
の
危
機
に
立
つ
（
52
）。
し
た
が
っ

て
、「
性
格
や
行
動
の
一�

般�

的�

形
態
」
は
、
す
で
に
観
察
者
理
論
に
よ
っ
て
「
自
然
的
適
切
さ
」
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
慣
習
や
流
行
の

影
響
を
ま
ぬ
か
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
問
題
を
自
然
法
と
慣
習
の
競
合
と
し
て
と
ら
え
た
う
え
で
、
前
者
を
優
位
に
置
く
一
方
、
後
者
に

は
独
自
の
規
範
性
を
認
め
ず
、
基
本
的
に
は
、
①
②
と
同
様
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
次
項
で
見
る
よ
う
に
、
教
授
の
そ
の
後
の
見
解
は
、

多
元
主
義
を
指
向
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
ピ
ッ
ツ
教
授
は
、
文
化
人
類
学
的
な
観
点
か
ら
こ
の
問
題
を
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
は
有
機
的
な
統
一
体
で
あ
っ
て
、

子
捨
て
の
よ
う
な
個
々
の
文
化
的
実
践
は
、
非
難
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
全
体
の
存
続
に
貢
献
す
る
働
き
（function

）
な

の
で
、
社
会
は
完
全
に
は
堕
落
し
な
い
（
53
）。
こ
の
議
論
は
、
社
会
全
体
の
存
続
と
い
う
事
実
か
ら
、「
性
格
や
行
動
の
一
般
的
形
態
」
の
道

徳
的
正
し
さ
を
推
測
し
て
お
り
、
③
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
う
る
だ
け
で
な
く
、
次
項
で
示
す
よ
う
に
、
社
会
全
体
が
堕
落
す
る
可
能
性
に

つ
い
て
疑
問
も
出
さ
れ
て
い
る
（
54
）。

⑶

小
括
と
展
望

③
が
指
摘
し
た
ス
ミ
ス
の
「
論
証
不
備
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ミ
ス
自
身
は
「
慣
習
は
、
ふ
る
ま
い
や
態
度
の
一
般
的
類
型
に
つ
い

て
の
判
断
を
ゆ
が
め
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
文
章
を
三
度
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
こ
の
命
題
は
、
ス
ミ
ス
に
と
っ
て
は
す
で
に
『
感
情
論
』

第
5
部
1
章
で
「
論
証
済
み
」
だ
っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
の
解
釈
は
、
そ
れ
が
慣
習
原
理
の
本
質
に
ふ

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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れ
る
命
題
で
あ
る
と
は
認
識
し
な
い
ま
ま
、
観
察
者
理
論
の
応
用
に
よ
っ
て
慣
習
の
相
対
化
と
批
判
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
観
察
者
概

念
を
深
化
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
各
解
釈
に
お
け
る
そ
の
深
化
の
方
向
は
ち
が
っ
て
い
た
。
①
は
「
適
宜
性
」
の
概
念
を
「
歴
史
的
状
況
」
に
も
当
て
は
め

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
②
は
そ
の
際
の
「
適
宜
性
」（
適
正
）
に
レ
ベ
ル
の
ち
が
い
を
設
け
た
。
③
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
「
適

宜
性
」
が
な
く
共
感
が
成
立
し
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
て
、
観
察
者
の
「
異
人
性
」
に
着
目
し
た
。
①
と
②
に
よ
れ
ば
、「
適
宜

性
」
に
よ
る
歴
史
の
検
証
が
、「
自
然
法
」
を
確
定
す
る
。
③
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
な
社
会
規
範
が
、
異
邦
人
と
し
て
の
観
察
者
に
遭
遇

し
て
変
化
す
る
。

以
上
の
解
釈
に
お
い
て
、
慣
習
は
、
観
察
者
理
論
に
よ
っ
て
と
も
か
く
そ
の
是
非
を
評
価
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
原
理
と
し
て
の
独

自
性
を
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
枠
組
み
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
慣
習
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
多
様
性
に
重
点
を

お
く
議
論
が
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
観
察
者
理
論
は
重
要
で
あ
る
が
、
中
心
的
な
役
割
は
む
し
ろ
慣
習
に
お
か
れ
る
。
以
下
で
は
、
慣
習

原
理
を
重
視
す
る
多
元
主
義
的
解
釈
を
瞥
見
す
る
。

ⅰ
�
自
生
的
秩
序
と
慣
習

①
②
③
に
従
え
ば
、
第
5
部
の
主
題
は
、
観
察
者
理
論
に
よ
る
慣
習
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
慣
習
擁
護
と
み
れ
ば
、
別
の
解

釈
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
が
、
ク
レ
イ
グ
・
ス
ミ
ス
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
政
治
哲
学
。
見

え
ざ
る
手
と
自
生
的
秩
序
』
で
あ
る
（
55
）。

同
書
は
、「
自
生
的
秩
序
」
を
「
環
境
へ
の
適
応
か
ら
生
ず
る
意
図
せ
ざ
る
結
果
」
と
と
ら
え
、
そ
の
形
成
原
理
が
「
慣
習
」
で
あ
る

と
い
う
（
56
）。
そ
れ
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
哲
学
の
特
色
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
社
会
的
交
流
を
通
じ

二
八
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て
、討
議
で
は
な
い
や
り
か
た
で
受
容
さ
れ
た
行
動
様
式
に
従
う
よ
う
に
な
る
が
、そ
の
様
式
自
体
は
個
人
自
身
の
合
理
的
な
反
省
に
よ
っ

て
完
全
に
壊
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
強
力
に
わ
れ
わ
れ
の
心
は
そ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
57
）。」
要
す
る
に
、
慣

習
は
、
良
心
の
よ
う
な
個
人
の
「
合
理
的
な
反
省
」
と
も
、
制
定
法
の
よ
う
な
集
団
の
「
討
議
」
に
よ
る
意
思
決
定
と
も
ち
が
う
独
自
の

規
範
を
形
成
す
る
。

同
書
は
、
こ
の
よ
う
な
慣
習
概
念
の
基
礎
と
し
て
「
効
用
性
」
を
想
定
す
る
。
慣
習
は
変
化
し
に
く
い
た
め
、
こ
れ
を
動
態
化
す
る
に

は
「
効
用
性
」
の
原
理
が
必
要
な
の
で
あ
る
（
58
）。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
概
念
に
基
づ

く
（
59
）。
著
者
に
よ
れ
ば
、
環
境
へ
の
適
応
は
、
生
存
と
い
う
目
的
に
有
益
な
手
段
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
り
、
伝
統
的
な
行
動
様
式
が
反
復

さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
（
60
）。

し
か
し
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
解
は
、
ス
ミ
ス
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
是
認
と
否
認
の
感
情
が
最

初
に
湧
い
て
く
る
源
泉
も
、
主
と
し
て
湧
い
て
く
る
源
泉
も
、
こ
の
よ
う
に
役
立
つ
と
か
有
害
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
は
な
い
。」（IV

.

2
.3
.

（
下
）
三
四
頁
）
と
述
べ
、
効
用
性
と
道
徳
的
判
断
の
因
果
関
係
を
は
っ
き
り
と
否
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
慣
習
の
基
礎
に
効

用
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
慣
習
も
道
徳
的
判
断
と
は
無
関
係
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
慣
習
と
道
徳
的
判
断
の
因
果
関
係
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
肯

定
さ
れ
る
。「
ど
ん
な
種
類
の
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
も
、
慣
習
と
流
行
に
よ
っ
て
こ
ん
な
に
強
く
影
響
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
ふ
る

ま
い
の
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
が
、
こ
れ
ら
の
原
理
の
支
配
を
す
っ
か
り
免
れ
る
と
い
う
予
想
は
立
て
ら
れ
ま
せ
ん
。」（V

.2
.1
.

（
下
）

六
四
頁
）。
ス
ミ
ス
の
慣
習
論
の
基
礎
に
あ
る
の
は
効
用
性
で
は
な
く
、
後
述
の
と
お
り
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
審
美
的
議
論
で
あ
る
。

ま
た
、
同
書
は
、「
子
捨
て
」
の
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。「
当
初
の
慣
習
は
、
効
用
性
に
な
ん
ら
か
の
基
礎
を
も
っ
て
い
た

に
ち
が
い
な
く
、
外
的
環
境
が
変
化
し
て
実
践
の
効
用
性
を
取
り
去
る
な
ら
ば
、
ほ
ど
な
く
人
び
と
は
新
し
い
環
境
に
反
応
し
、
新
し
い

慣
習
を
発
展
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
61
）。」
要
す
る
に
、
一
般
の
人
た
ち
の
自
覚
に
よ
っ
て
問
題
は
お
の
ず
か
ら
解
決
す
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
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は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
さ
え
も
「
子
捨
て
」
の
実
践
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
、
ま
し
て
「
世
間
の
い

い
か
げ
ん
な
処
世
訓
」
に
従
う
一
般
人
の
自
覚
を
期
待
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と
い
う
論
調
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
、
よ

り
多
く
の
個
人
が
子
捨
て
を
否
認
す
れ
ば
、
そ
の
彼
ら
の
共
感
を
得
よ
う
と
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
が
徐
々
に
そ
の
慣
行
を
や
め
、

新
た
な
道
徳
的
基
準
を
採
用
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
る
（
62
）。
こ
こ
で
著
者
は
観
察
者
理
論
に
訴
え
、
す
で
に
み
た
①
②
の
解
釈
に
接
近
し
、
結

局
、
慣
習
は
、「
共
感
と
効
用
性
の
バ
ラ
ン
ス
」
の
う
え
に
成
り
立
つ
と
い
う
（
63
）。

ⅱ
�
文
化
多
元
論
と
「
権
利
」
の
思
想

前
項
で
見
た
自
生
的
秩
序
を
つ
く
る
慣
習
は
、
よ
り
快
適
な
社
会
へ
の
変
化
を
う
な
が
す
「
啓
蒙
的
」
な
原
理
で
あ
る
が
（
64
）、
そ
こ
に
は

「
文
明
化
」・「
近
代
化
」
と
い
う
共
通
の
価
値
観
が
す
で
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
慣
習
は
も
っ
と
根
源
的
な
価
値
の
多
様
性
を
人
類

に
も
た
ら
す
原
理
で
あ
る
と
み
な
す
解
釈
が
あ
る
。

慣
習
が
多
様
な
環
境
へ
の
適
応
を
促
す
原
理
な
ら
ば
、
そ
れ
は
世
界
に
文
化
的
多
様
性
を
も
た
ら
す
。
も
と
よ
り
、
人
権
を
抑
圧
す
る

文
化
ま
で
も
容
認
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ス
ミ
ス
の
多
元
主
義
と
消
極
的
正
義
論
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ

ば
、「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
は
「
文
化
」
で
あ
り
、「
子
捨
て
」
の
よ
う
な
特
定
慣
行
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、「
文
化
」
自

体
が
根
元
か
ら
腐
る
こ
と
も
あ
り
、
消
極
的
正
義
が
重
要
に
な
る
（
65
）。
そ
れ
は
、
多
様
な
文
化
の
壁
を
超
え
た
人
間
の
本
能
的
な
感
情
の
発

露
で
あ
り
、「
希
薄
な
、
超
文
化
的
な
人
道
的
倫
理
」
で
あ
る
（
66
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
教
授
が
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

人
間
の
生
活
で
正
義
が
と
て
も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く
見
ず
知
ら
ず
の
間
柄
で
行
動
を
規
律
で
き
る
と
い
う
特
色
を
も
つ

三
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か
ら
で
あ
る
。
見
ず
知
ら
ず
が
互
い
に
つ
い
て
知
る
の
は
、
権
利
を
侵
害
し
た
り
、
侵
害
さ
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
だ
け

で
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
あ
て
は
ま
る
可
能
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
を
権
利
の
侵
害
に
数�

え�

る�

の
か
と
い
う
こ
と
は
普
遍
的

な
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
社
会
の
タ
イ
プ
に
応
じ
て
劇
的
に
違
う
。
た
し
か
に
、
ス
ミ
ス
が
認
め
る
よ
う
に
、
世
に
知
ら
れ
る
す

べ
て
の
社
会
は
、
身
体
へ
の
暴
力
、
人
格
の
否
定
、
環
境
へ
の
ア
ク
セ
ス
妨
害
を
権
利
侵
害
と
し
て
認
識
す
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
は
、

そ
の
種
の
行
動
に
反
対
す
る
権
利
が
「
自
然
権
」
で
あ
る
こ
と
も
躊
躇
せ
ず
認
め
る
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
が
語
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
化

の
多
く
の
例
は
、
身
体
の
自
律
性
や
道
徳
的
行
為
者
と
し
て
の
地
位
さ
え
普
遍
的
概
念
で
な
い
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
き
わ
め
て
重

要
な
こ
と
だ
が
、
個
人
と
そ
の
環
境
の
つ
な
が
り
は
多
様
で
あ
る
こ
と
を
示
す
（
67
）。（
傍
点
は
原
著
）

権
利
の
概
念
は
、
西
欧
中
世
に
う
ま
れ
、
ス
ミ
ス
の
時
代
で
も
す
で
に
五
百
年
以
上
の
伝
統
を
も
っ
て
い
た
（
68
）。
ス
ミ
ス
の
文
化
多
元
論

は
こ
の
伝
統
の
中
に
あ
る
。
権
利
の
内
容
は
時
代
や
場
所
に
よ
り
多
様
で
あ
っ
て
も
、
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
き
の
感
情
は
、
ス
ミ
ス
に

よ
れ
ば
、
格
別
で
あ
る
。
人
間
社
会
の
不
幸
に
は
、
天
災
の
よ
う
な
非
運
も
あ
れ
ば
、
権
利
の
侵
害
も
あ
る
が
（cf.I.i.4

.5
.

（
上
）
五
四

頁
）、
と
く
に
後
者
の
問
題
は
、
加
害
者
個
人
の
意
図
が
か
か
わ
り
、
被
害
者
を
憤
ら
せ
る
特
別
な
原
因
に
な
る
の
で
放
置
で
き
な
い
（II.

iii.1
.6
.

（
上
）
二
五
一－

二
頁
）。
さ
も
な
く
ば
、
社
会
は
自
力
救
済
の
修
羅
場
に
な
る
（V

II.iv.36
.

（
下
）
三
九
七
頁
）。
こ
の
憤
り
に
対
す

る
共
感
は
、
悲
し
み
へ
の
共
感
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
と
さ
れ
（II.i.2

.5
.

（
上
）
一
八
四
頁；

II.i.5
.6
.

（
上
）
一
九
七
頁
）、
被
害
者
の
人

柄
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
生
じ
る
。

た
と
え
わ
た
し
た
ち
が
毛
嫌
い
す
る
人
物
で
も
、
腹
立
た
し
い
扱
い
を
し
て
も
い
な
い
相
手
か
ら
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
な
ら
、
わ
た

し
た
ち
は
彼
の
憤
り
に
入
り
込
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
わ
た
し
た
ち
が
日
ご
ろ
彼
の
人
柄
と
ふ
る
ま
い
を
否
認
し
て
い
る
と
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い
う
事
情
は
、
彼
の
自
然
な
怒
り
に
同
類
感
情
を
よ
せ
る
妨
げ
に
は
ま
っ
た
く
な
り
ま
せ
ん
。（II.ii.3

.10
.

（
上
）
二
三
二
頁
）

し
か
し
、
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
教
授
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
環
境
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
権
利
の
内
容
に
変
化
を
も
た
ら
す
原
理
は
何
か
と
い

う
問
題
は
残
る
。
既
定
の
権
利
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
新
た
な
経
験
が
そ
の
社
会
で
常
態
化
し
て
く
る
と
、
そ
れ
を
権
利
と
し
て
保
護

す
る
必
要
が
生
ま
れ
る
。
法
的
実
践
に
お
い
て
権
利
の
内
容
が
変
化
す
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
法
哲
学
の
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
る
（
69
）。

こ
れ
に
つ
い
て
『
感
情
論
』
に
は
ふ
た
つ
の
理
論
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
同
書
第
2
部
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
き
の
憤
り
の
程
度
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
そ
の
憤
り
が

強
け
れ
ば
強
い
ほ
ど
権
利
は
神
聖
で
あ
り
、
そ
の
保
障
は
重
要
で
あ
る
。「
正
義
の
法
の
う
ち
最
も
神
聖
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が

踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
仕
置
き
・
処
罰
が
こ
の
上
も
な
く
声
高
ら
か
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
法
と
は
、
隣
人
の
生
命
と

身
柄
を
保
護
す
る
法
で
す
。
そ
の
次
に
神
聖
な
正
義
の
法
は
、
所
有
権
と
占
有
物
を
保
護
す
る
法
で
す
。
最
後
に
く
る
正
義
の
法
は
、
債

権
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
約
諾
者
か
ら
受
諾
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
適
正
な
権
利
を
保
護
す
る
法
で
す
。」（II.ii.2

.2
.

（
上
）

二
一
九
頁
）。
こ
の
分
類
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
に
も
と
づ
い
て
お
り
、『
法
学
講
義
』
で
応
用
さ
れ
る
（
70
）。

も
う
ひ
と
つ
の
理
論
は
、
第
5
部
の
慣
習
論
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
慣
習
に
は
一
定
の
「
様
式
」
を
心
理
的
に
固
定
す
る
面
が
あ
り
、

い
っ
た
ん
固
定
さ
れ
た
「
様
式
」
は
急
激
に
は
変
化
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
権
利
内
容
の
変
化
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
は
、
同
じ
く
漸

進
的
だ
が
分
節
化
さ
れ
、
規
則
性
を
示
す
歴
史
段
階
論
の
ほ
う
が
適
し
て
い
る
（
71
）。
し
か
し
、
変
化
の
方
向
づ
け
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、

慣
習
論
は
、
歴
史
段
階
論
と
は
異
な
り
、
進
歩
の
観
念
を
前
提
に
し
な
い
（
72
）。
そ
こ
に
文
化
的
多
様
性
が
う
ま
れ
る
根
本
の
理
由
が
あ
る
。

第
5
部
2
章
で
論
じ
ら
れ
る
文
明
社
会
と
未
開
社
会
は
、
社
会
区
分
の
一
例
で
あ
り
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
進
歩
と
し
て
描
か
れ
て
い
な

い
（
73
）。
第
5
部
1
章
と
の
関
係
も
考
慮
す
れ
ば
、
慣
習
は
、
建
築
様
式
や
詩
型
の
よ
う
に
、
人
間
の
内
面
以
外
の
「
型
」
を
も
広
範
に
支
配
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す
る
価
値
中
立
的
な
一
般
原
理
で
あ
る
。

こ
の
一
般
原
理
が
、「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
を
形
成
す
る
場
合
、
環
境
道
徳
論
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
の
が
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
審
美
的
議
論
で
あ
る
。

三

ス
ミ
ス
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈

慣
習
は
、
文
化
的
多
様
性
を
も
た
ら
す
が
、
も
と
よ
り
、
権
利
の
侵
害
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
何
が
権
利
の
侵
害
に
該
当
す
る
か

は
、
ま
さ
し
く
「
文
化
」
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
文
化
」
を
多
様
化
す
る
要
因
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
、
権
利
の
侵

害
に
対
処
で
き
な
い
。
そ
の
要
因
が
、
慣
習
で
あ
る
。
侵
害
の
認
定
と
処
罰
の
方
法
は
、
第
2
部
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る

種
の
実
質
的
正
義
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
運
用
す
る
た
め
の
い
わ
ば
実
施
細
則
が
各
社
会
に
は
な
お
必
要
で
あ
る
。
第
5
部
は
、
そ
の
根

本
原
理
を
考
察
し
た
箇
所
で
あ
る
。

こ
の
考
察
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
は
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
審
美
的
議
論
を
自
然
誌
的
手
法
で
解
釈
し
、
そ
れ
を
物
や
生
物
を
超
え
て
人
間
社
会

に
応
用
し
た
。
そ
し
て
、
慣
習
は
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
慣
習
規
範
を
形
成
す
る
原
理
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、「
慣
習
に
も
と
づ
く
適
切

さ
」
が
、「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
と
両
立
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
第
5
部
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
方
の
適
切
さ
は
、
他
方
の
適
切
さ
と
ど
う
ち
が
う
の
か
。
そ
の
違
い
が
明
確
で
な
い
た
め
、
慣
習
を
め
ぐ
る
ス
ミ
ス
解
釈
は
む
ず

か
し
く
な
る
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
ビ
ュ
フ
ィ
エ
自
身
の
方
法
論
を
見
る
。
そ
こ
に
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
か
ら
影
響
を

受
け
た
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
論
が
あ
る
。
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ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
で
あ
り
、
教
育
者
、
文
法
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
本
稿
と
の
関
係
で
は
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
の
本
格
的
な
紹
介
者
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
つ
い
て
は
、
デ
カ
ル
ト
の
影
響
も
指
摘
さ
れ

る
が
、
ロ
ッ
ク
の
経
験
主
義
か
ら
大
い
に
学
ん
だ
（
74
）。
ま
た
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
も
面
識
が
あ
り
、
ほ
か
の
多
く
の
ジ
ェ

ズ
イ
ッ
ト
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
で
世
俗
へ
の
関
心
が
深
か
っ
た
（
75
）。
し
か
し
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
一
種
の
偏
見
を
生
ん
で
、
ビ
ュ

フ
ィ
エ
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
（
76
）。
こ
の
指
摘
は
半
世
紀
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
ス
ミ
ス
研
究
で
も

事
情
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
77
）。

⑴

第
5
部
の
テ
ー
マ
と
ビ
ュ
フ
ィ
エ

第
5
部
の
テ
ー
マ
は
、
慣
習
が
道
徳
感
情
に
お
よ
ぼ
す
影
響
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
調
度
品
や
衣
服
な
ど
の
「
型
」「
様
式
」
は
、
人
び
と
の
美
意
識
の
移
り
変
わ
り
に
よ
っ
て
普
及
・
変
遷
す
る
。
こ
れ
が
、

慣
習
原
理
の
力
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
型
」、
つ
ま
り
、
慣
習
規
範
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
時
代
や
社
会
の
美
意
識
と
と
も
に
普
及
・
変
遷
す
る
。
で
は
、
こ
の
「
美
し
い
」
慣
習
規
範
は
、
同
時
に
「
正
し
い
」
と
い
え
る
か
。

こ
こ
に
、「
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
」
と
「
ふ
る
ま
い
の
正
し
さ
」
は
同
じ
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。

こ
の
問
題
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
解
答
は
、「
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感
情
の
場
合
、
ほ
か
の
ど
ん
な
美
し
さ
に
か
か
わ
る
感

情
よ
り
も
、
慣
習
と
流
行
の
影
響
は
ず
っ
と
弱
い
」（V

.2
.1
.

（
下
）
六
四
頁
）
が
、「
道
徳
感
情
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
に
影
響
を
及
ぼ
す

場
合
と
瓜
ふ
た
つ
」（V

.2
.2
.

（
下
）
六
五
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ラ
フ
ィ
ル
教
授
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
ス
ミ
ス
は
「
道
徳
的
判

断
を
美
的
評
価
の
一
形
態
と
み
な
し
て
い
る
」
が
、「
そ
の
連
結
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
知
覚
し
て
い
た
」
と
評
す
る
（
78
）。
い
わ
ば
、
一
定
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の
限
界
内
で
は
、「
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
」＝

「
ふ
る
ま
い
の
正
し
さ
」
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
美
し
さ
（
慣
習
に
も
と
づ
く

適
切
さ
）
と
正
し
さ
（
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
）
は
、
後
述
の
よ
う
に
そ
の
判
定
方
法
が
ち
が
う
の
で
（
本
章
⑶
ⅱ
�）、
質
的
に
異
な

る
感
覚
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
第
5
部
と
第
4
部
で
論
じ
ら
れ
る
「
美
し
さ
」
の
性
格
の
ち
が
い
で
あ
る
。
第
5
部
で
の
「
ふ

る
ま
い
の
美
し
さ
」
は
、
ふ
る
ま
い
の
「
様
式
美
」、「
型
の
美
し
さ
」
で
あ
っ
て
、
家
具
や
衣
服
な
ど
の
「
様
式
美
」
と
変
わ
ら
な
い
。

一
方
、
第
4
部
で
は
、「
機
能
美
」
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
シ
ス
テ
ム
の
一
部
が
全
体
の
目
的
の
実
現
に
手
段
と
し
て
「
役
立
つ

こ
と
」「
効
用
が
あ
る
こ
と
」（utility

）か
ら
生
じ
る
美
し
さ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
機
能
美
に
つ
い
て
は
、「
ふ
る
ま
い
の
美
し
さ
」＝

「
ふ

る
ま
い
の
正
し
さ
」
が
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
効
用
性
と
道
徳
的
判
断
の
あ
い
だ
に
因
果
関
係
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
前
出
二
⑶

ⅰ
�）。「
美
徳
を
是
認
す
る
感
情
は
、
便�

利�

で�

精�

巧�

な�

建
物
を
是
認
す
る
と
き
に
介
在
す
る
感
情
と
同
じ
種
類
で
は
あ
り
え
な
い
」（IV

.

2
.4
.

（
下
）
三
四
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
と
き
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
建
物
の
「
様
式
」
で
は
な
く
、「
機
能
」
で
あ
る
。

こ
の
ち
が
い
に
注
意
し
な
け
れ
ば
、
第
5
部
1
章
の
「
様
式
美
」
の
本
質
論
が
同
2
章
の
環
境
道
徳
論
の
理
解
に
生
か
さ
れ
な
い
お
そ
れ

も
あ
る
。

さ
て
、
右
の
解
答
に
至
る
道
筋
は
、
第
5
部
1
章
で
準
備
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
占
め
る
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
位
置
は
重
要
で
あ
る
。

第
1
章
の
最
初
で
、
慣
習
と
流
行
が
観
念
連
合
論
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
様
式
」
を
生
み
だ
す
原
理
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
一
定
の
観
念
の
組
み
合
わ
せ
が
反
復
に
よ
っ
て
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
な
り
パ
タ
ン
化
さ
れ
、
そ
こ
に
心
理
的
な
満
足
感＝

美
し

い
と
い
う
感
じ
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
79
）。
こ
れ
は
、
様
式
美
を
感
じ
る
人
の
主�

観�

に
着
目
し
た
慣
習
原
理
の
説
明
で
あ
る
。
ビ
ュ

フ
ィ
エ
と
観
念
連
合
論
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
本
章
⑵
ⅲ
�で
述
べ
る
。

こ
れ
に
続
い
て
、
衣
装
、
調
度
品
、
建
築
、
詩
歌
、
音
楽
の
「
様
式
」「
型
」「
流
儀
」
が
模
倣
、
継
承
さ
れ
、
広
ま
っ
て
い
く
こ
と
、
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ま
た
、
そ
れ
ら
の
「
型
」
が
変
化
す
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
慣
習
は
、
客�

観�

的�

に
見
れ
ば
、「
型
」
の
漸
進
的
な
普
及
・
変
遷
の
原
理

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
定
の
型
が
、
空
間
的
に
広
ま
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
に
一
個
の
人
生
を
超
え
る
と
い
う
意
味
で
も

客
観
的
で
あ
る
。

衣
装
と
調
度
品
の
様
式
は
、
た
え
ま
な
く
変
化
し
て
お
り
、
五
年
前
に
賞
賛
さ
れ
た
流
行
も
、
こ
ん
に
ち
で
は
無
粋
に
映
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
経
験
に
よ
っ
て
、「
そ
の
人
気
は
、
お
も
に
、
い
や
全
面
的
に
、
慣
習
と
流
行
の
せ
い
だ
」
と
確
信
し

ま
す
。
…
そ
の
ほ
か
の
生
産
技
術
か
ら
作
ら
れ
る
品
は
、
ず
っ
と
長
も
ち
し
ま
す
し
、
佳
作
と
想
像
さ
れ
る
な
ら
そ
の
出
来
栄
え
を

流
行
と
し
て
ず
っ
と
長
期
に
わ
た
り
普
及
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
う
ま
く
工
夫
さ
れ
た
建
物
は
、
何
世
紀
も
風
雪
に
耐
え
、
美
し
い
旋
律

は
、
一
種
の
伝
承
に
よ
っ
て
幾
世
代
も
脈
々
と
受
け
継
が
れ
、
巧
み
に
書
か
れ
た
詩
歌
は
、
世
界
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
生
き
つ
づ
け
ら

れ
ま
す
。
…
お
よ
そ
こ
れ
ら
の
技
術
に
お
い
て
流
行
が
激
変
す
る
の
を
自
分
の
生
き
て
い
る
う
ち
に
見
ら
れ
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま

せ
ん
。
…
で
す
か
ら
、
お
よ
そ
こ
う
し
た
技
術
か
ら
作
ら
れ
る
品
の
美
醜
に
つ
い
て
自
分
の
く
だ
す
判
断
に
、
慣
習
や
流
行
が
大
い

に
影
響
す
る
こ
と
を
進
ん
で
認
め
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
人
び
と
は
、
そ
ん
な
各
技
術
で
守
ら
れ
る
べ
し
と
自
分

が
思
う
準
則
の
根
底
に
は
、
こ
と
ご
と
く
理
性
と
自
然
が
あ
り
、
習
慣
や
先
入
観
は
な
い
と
想
像
し
ま
す
。
し
か
し
、
ほ
ん
の
少
し

注
意
し
て
み
れ
ば
、
事
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
、
ま
た
、
慣
習
と
流
行
が
衣
装
と
調
度
品
に
及
ぼ
す
影
響
は
絶
対

的
で
す
が
、
建
築
や
詩
歌
や
音
楽
に
及
ぼ
す
影
響
も
、
そ
れ
に
劣
ら
な
い
こ
と
が
得
心
さ
れ
ま
す
。（V

.1
.4
.

（
下
）
五
〇－

一
頁
）

さ
ら
に
、
こ
の
慣
習
の
影
響
は
、
生
き
物
の
外
形
に
も
及
ぶ
。
こ
こ
で
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
が
導
入
さ
れ
る
。
ま
ず
、「
型
」・「
様

式
」
と
は
何
か
、
つ
づ
い
て
、「
型
」
が
「
環
境
」
に
応
じ
て
多
様
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
環
境
道
徳
論
の
枠
組
み
が
用
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意
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
は
、
人
間
の
「
外
形
」
を
あ
つ
か
い
、
ふ
る
ま
い
や
人
柄
と
い
っ
た
人
間
の
内
面
に
か
か

わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
呈
示
さ
れ
る
環
境
適
応
原
理
は
、
第
2
章
で
人
間
の
内
面
の
型
、
つ
ま
り
、「
気
風
の
類
型
」・「
ふ
る
ま

い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
に
応
用
さ
れ
る
（
本
章
⑶
ⅰ
�）。

こ
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
を
通
じ
て
、「
環
境
」
と
い
う
要
素
が
、
慣
習
の
概
念
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
生
産
技
術

の
作
品
に
お
い
て
「
型
」
が
普
及
・
変
遷
す
る
理
由
は
、
作
家
や
作
品
の
卓
越
性
で
あ
っ
て
、「
環
境
」
に
適
応
す
る
必
要
性
で
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
生
物
の
外
形
の
場
合
、
そ
れ
が
暮
ら
す
「
環
境
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
型
」
が
集
団
内
に
普
及
す
る
。
生
物
に
は
「
生
活
」

が
あ
る
の
で
「
生
活
環
境
」
へ
の
適
応
が
起
こ
り
、
し
か
も
、
生
物
は
多
少
と
も
群
れ
（
社
会
）
を
つ
く
る
か
ら
、
適
応
の
し
か
た
に
集

団
と
し
て
の
類
似
性
が
う
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
論
理
を
提
供
す
る
の
が
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
で
あ
る
。

⑵

環
境
適
応
原
理
と
し
て
の
慣
習

ス
ミ
ス
が
直
接
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
取
材
し
て
い
る
箇
所
は
、『
第
一
真
理
』（
一
七
二
四
年
）
の
第
1
部
13
章
で
あ
る
（
80
）。
本
書
は
、
哲
学
書

と
し
て
は
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
も
っ
と
も
重
要
で
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
直
観
的
に
認
識
さ
れ
る
自
明
の
真
理
が
存
在
す
る
こ

と
を
示
し
て
、
懐
疑
主
義
者
を
論
駁
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
81
）。
そ
の
13
章
は
、「
真
の
美
し
さ
の
本
質
を
発
見
す
る
た
め
に
コ
モ
ン
・
セ
ン

ス
の
指
導
準
則
（the

rule
of
com

m
on

sense

）
を
応
用
す
る
こ
と
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
の
指
導
準
則
」

が
基
礎
に
あ
る
。
た
だ
し
、
ス
ミ
ス
自
身
は
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
に
言
及
し
て
い
な
い
。
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ⅰ
�
美
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
証
明

ス
ミ
ス
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
を
紹
介
す
る
が
、
取
材
元
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
に
よ
っ
て
も
高
く
評
価
さ
れ
た
箇

所
で
あ
る
（
82
）。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
説
明
す
る
の
は
、
美
し
い
も
の
は
、「
同
一
種
の
事
物
に
お
い
て
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
、
か
つ
、
も
っ
と
も

ま
れ
で
あ
る
も
の
」
だ
と
い
う
「
バ
ラ
ド
ク
ス
」
で
あ
る
（
83
）。
ま
ず
、
ス
ミ
ス
の
文
章
か
ら
み
よ
う
。

ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
の
識
者
ビ
ュ
フ
ィ
エ
神
父
は
、「
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
美
し
さ
の
本
質
は
、
そ
の
対
象
が
属
す
る
特
定
の
種
類
の
事
物

で
い
ち
ば
ん
普
通
の
形
体
と
色
彩
で
あ
る
」
と
断
定
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
形
体
で
は
、
各
部
位
の
容
姿
の
美
し
さ
は
、

し
か
る
べ
き
中
間
点
に
あ
り
、
そ
こ
は
、
ほ
か
の
多
種
多
様
な
醜
い
形
体
の
い
ず
れ
か
ら
も
等
し
く
離
れ
て
い
ま
す
。
一
例
を
あ
げ

れ
ば
、
美
し
い
鼻
は
、
あ
ま
り
高
く
も
な
く
、
あ
ま
り
低
く
も
な
く
、
あ
ま
り
ま
っ
す
ぐ
で
も
な
く
、
あ
ま
り
鉤
鼻
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
極
端
な
形
体
す
べ
て
の
あ
い
だ
に
あ
る
一
種
の
中
間
点
で
あ
り
、
ど
の
極
端
な
形
と
も
違
い
ま
す
が
、
そ

の
差
は
、
極
端
な
形
同
士
の
差
ほ
ど
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
中
間
的
形
体
こ
そ
、
自
然
が
す
べ
て
の
鼻
の
な
か
で
目
標
に
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
も
と
よ
り
自
然
は
、
じ
つ
に
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
た
で
、
こ
の
中
間
的
形
体
か
ら
逸
脱
し
、
正
鵠
を
射

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
逸
脱
は
ど
れ
も
、
そ
の
中
間
的
形
体
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。（V

.1
.

8
.

（
下
）
五
八－

九
頁
）

こ
こ
に
み
ら
れ
る
議
論
の
前
提
と
論
点
を
箇
条
書
き
に
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

•
美
し
さ
は
、
特
定
個
体
の
属
性
で
は
な
く
、
集
団
全
体
の
属
性
で
あ
る
。（
集
団
性
）
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•
集
団
の
属
性
は
、
同
じ
種
を
構
成
す
る
各
個
体
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
。（
共
有
性
）

•
個
体
に
共
通
す
る
美
し
さ
は
、
当
該
種
に
お
け
る
中
間
的
形
体
に
あ
る
。（
中
間
性
）

•
中
間
的
形
体
は
、
い
ち
ば
ん
普
通
の
形
や
色
彩
で
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。（
遍
在
性
）

•
中
間
的
形
体
は
、
自
然
の
目
標
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
、
希
少
で
あ
る
。（
希
少
性
）

•
各
個
体
が
分
有
す
る
中
間
的
形
体
の
程
度
（
類
似
性
）
は
区
々
で
あ
る
。（
多
様
性
）

美
し
さ
は
特
定
の
個
体
に
属
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
が
集
団
全
体
の
属
性
で
あ
る
こ
と
（
集
団
性
）
に
は
注
意
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
（
本
稿
一
ⅲ
�）。
そ
し
て
、
そ
の
属
性
を
共
有
す
る
こ
と
が
、「
同
じ
種
」
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
（
共
有
性
）。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
以
下
で
見
る
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
に
は
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
、
美
の
遍
在
性
と
希
少
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
解

釈
す
る
手
法
で
際
立
つ
の
は
、「
中
間
的
形
体
」（the

m
iddle

form

）
と
い
う
概
念
の
導
入
で
あ
る
（
中
間
性
）。
ま
た
、「
も
っ
と
も
ま

れ
で
あ
る
」
と
い
う
論
理
の
展
開
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
は
「
自
然
の
目
標
」
と
そ
の
達
成
度
の
多
様
性
に
言
及
す
る
が
、
こ
の
点
も
原
著

に
見
ら
れ
な
い
。

も
し
50
人
の
額
や
鼻
を
調
べ
る
と
、お
そ
ら
く
10
個
の
よ
く
均
整
が
と
れ
た
も
の
と
40
個
の
そ
う
で
な
い
も
の
が
見
つ
か
る
だ
ろ
う
。

そ
の
10
個
は
同
じ
モ
デ
ル
に
倣
っ
て
形
成
さ
れ
た
よ
う
に
映
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
形
の
悪
い
40
個
の
う
ち
、
2
ま
た
は
3
個
以
下
が

同
一
形
態
に
属
す
る
と
認
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
形
態
の
モ
デ
ル
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
違
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
、
長
す
ぎ
、

あ
る
も
の
は
短
す
ぎ
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
上
下
の
反
り
返
り
が
大
き
す
ぎ
、
あ
る
も
の
は
平
板
す
ぎ
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
上
方

に
出
っ
張
り
、
あ
る
も
の
は
下
方
に
出
っ
張
り
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
、
上
に
い
く
ほ
ど
広
が
り
、
あ
る
も
の
は
下
に
行
く
ほ
ど
ひ
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ろ
が
り
、
ま
た
、
あ
る
も
の
は
、
幅
が
広
す
ぎ
た
り
、
あ
る
も
の
は
狭
す
ぎ
た
り
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
形
の
悪
い
40
個
の
額
や
鼻
の
な
か
に
、
類
似
す
る
不
均
衡
や
醜
さ
は
ほ
と
ん
ど
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
わ
た
し
が

良
く
均
整
が
と
れ
て
い
る
と
い
っ
た
10
個
の
額
や
鼻
の
な
か
に
は
、
同
一
種
類
の
類
似
性
と
均
整
が
は
っ
き
り
現
れ
る
で
あ
ろ
う
（
84
）。

こ
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
で
、
美
し
い
も
の
が
ま
れ
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
根
拠
は
、
同
一
種
の
全
体
に
占
め
る
美
し
い
個
体
数
の
比
率
、

10：

50
で
あ
る
。
美
し
い
も
の
は
5
つ
の
う
ち
1
つ
し
か
な
い
。
一
方
、
美
し
い
も
の
が
あ
り
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
同
一
モ
デ
ル

に
分
類
さ
れ
る
個
体
数
に
注
目
す
る
と
き
の
比
率
、
10：

2
ま
た
は
10：

3
で
あ
る
が
、こ
の
数
値
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
算
出
さ
れ
る
。

美
し
い
モ
デ
ル
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
に
分
類
さ
れ
る
個
体
は
10
個
で
あ
る
。
他
方
、
醜
い
モ
デ
ル
は
複
数
あ
っ
て
、
そ
の
モ
デ
ル
ひ

と
つ
当
た
り
に
所
属
す
る
個
体
は
2
ま
た
は
3
個
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
醜
い
モ
デ
ル
は
最
大
20
種
類
の
小
党
分
立
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
同
一
モ
デ
ル
あ
た
り
の
個
体
数
に
着
目
す
る
と
、
美
し
い
モ
デ
ル
が
10
個
で
あ
り
、
醜
い
モ
デ
ル
は
ひ
と
つ
に
つ
き
2
ま
た
は
3

個
で
あ
っ
て
、
美
し
い
も
の
は
、
比
較
的
目
立
ち
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
小
党
分
立
の
醜
い
モ
デ
ル
が
相
互
に
似
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
美
し
い
も
の
は
目
立
た
ず
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な

い
。
そ
こ
で
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、「
形
の
悪
い
40
個
の
う
ち
、
2
ま
た
は
3
個
以
下
が
同
一
形
態
に
属
す
る
と
認
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
形

態
の
モ
デ
ル
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
違
う
」と
い
う
。
つ
ま
り
、
醜
い
モ
デ
ル
は
相
互
に
似
て
お
ら
ず
、
孤
立
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
同

一
種
の
事
物
」
の
な
か
に
、
美
し
い
も
の
の
モ
デ
ル
が
ひ
と
つ
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
、
醜
い
も
の
の
モ
デ
ル
が
多
数
あ
り
、
ひ
と
つ
の
モ

デ
ル
あ
た
り
の
個
体
数
で
み
る
と
、
美
し
い
モ
デ
ル
が
突
出
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ス
ミ
ス
が
「
ま
れ
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
モ
デ
ル
そ
れ
自
体
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
文
章
を
再
掲
す
れ

ば
、「
こ
の
中
間
的
形
体
こ
そ
、
自
然
が
す
べ
て
の
鼻
の
な
か
で
目
標
に
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
も
と
よ
り
自
然
は
、
じ
つ
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に
さ
ま
ざ
ま
な
し
か
た
で
、
こ
の
中
間
的
形
体
か
ら
逸
脱
し
、
正
鵠
を
射
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。」
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
中

間
的
形
体
」
は
、
理
想
的
な
類
型
と
い
う
意
味
で
「
ま
れ
」
で
あ
る
が
、
一
方
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
場
合
、
全
体
に
占
め
る
美
し
い
個
体
数

の
割
合
に
基
づ
い
て
「
ま
れ
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
ス
ミ
ス
が
「
あ
り
ふ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
美
し
い
モ
デ
ル＝

「
中
間
的
形
体
」
が
同
一
種
の
す
べ
て
の
個
体
に
、
程

度
の
差
は
あ
っ
て
も
分
有
さ
れ
、
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
体
を
評
価
す
る
基
準
と
な
る
モ
デ
ル
は
、
美
し
い
モ
デ
ル

＝

「
中
間
的
形
体
」
だ
け
し
か
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
単
一
の
基
準
に
照
ら
し
、
醜
い
個
体
同
士＝

「
極
端
な
形
同
士
」
は
、
互
い
に
似
て

い
な
く
て
も
、「
そ
の
中
間
的
形
体
に
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま
す
」
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
で
は
、
ひ
と

つ
の
美
し
い
個
体
群
と
多
数
の
醜
い
個
体
群
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
。

ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
美
を
評
価
す
る
方
法
は
、
統
計
的
な
割
合
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
、「
個
人
的
で
あ
る
よ
り
も
科
学
的
で
あ
る
」
と
い

わ
れ
る
（
85
）。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
稿
三
⑶
ⅱ
で
ふ
れ
る
が
、
つ
ぎ
に
見
る
自
然
誌
家
の
分
類
方
法
と
は
ち
が
う
。

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
元
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
説
明
に
は
、
ス
ミ
ス
の
解
釈
に
あ
っ
た
「
中
間
的
形
体
」
に
相
当
す
る
考
え
が
見
ら

れ
な
い
。
こ
こ
で
ス
ミ
ス
が
使
っ
た
手
法
は
、「
天
文
学
史
」
等
に
見
ら
れ
る
哲
学
的
探
求
の
方
法
に
通
じ
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
、
自

然
誌
家
は
、
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
ま
れ
な
植
物
や
化
石
に
よ
っ
て
驚
異
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、
既
知

の
諸
対
象
と
の
類
似
性
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
（
86
）。
あ
る
い
は
、
複
数
の
対
象
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
れ
で
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
が
見

慣
れ
て
い
な
い
順
序
で
継
起
す
る
な
ら
ば
、
驚
異
を
感
じ
、
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
に
、「
想
像
力
が
動
き
慣
れ
て
い
る
の
と
類
似

の
系
列
で
継
起
し
、
ふ
た
つ
の
ば
ら
ば
ら
な
現
象
を
連
接
す
る
、
目
に
は
見
え
な
い
が
、
中
間
的
諸
事
象
の
鎖
を
想
定
す
る
」
（
87
）。
前
者
の

場
合
に
、「
類
似
性
」
の
原
型
に
な
る
の
が
「
種
的
本
質
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
個
物
と
し
て
の
そ
れ
に
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
同
種

類
の
他
の
す
べ
て
の
対
象
と
共
通
の
も
の
」
で
あ
る
（
88
）。
ス
ミ
ス
が
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
に
お
い
て
「
中
間
的
形
体
」
と
言
っ
た
も
の
は
、「
極
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端
な
形
体
す
べ
て
の
あ
い
だ
に
あ
る
一
種
の
中
間
点
」
で
あ
り
、
上
の
「
種
的
本
質
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
ミ
ス
は
、
上
の
鼻
の
例
に
続
い
て
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
か
ら
も
う
一
つ
の
例
を
取
材
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
同
様
な
手
法
で
解
釈
さ
れ

て
い
る
。
ま
ず
、
ス
ミ
ス
の
文
章
か
ら
み
よ
う
。

手
本
を
何
枚
も
模
写
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
手
本
を
ど
こ
か
捉
え
そ
こ
ね
て
い
る
と
し
て
も
、
模
写
同
士
が
互
い
に
似
て

い
る
以
上
に
、
手
本
と
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
手
本
の
一�

般�

的�

特�

徴�

は
、
す
べ
て
の
模
写
に
脈
打
ち
、
そ
の
な
か
で
い
ち
ば

ん
突
飛
で
風
変
わ
り
な
模
写
は
、
一
般
的
特
徴
か
ら
途
方
も
な
く
か
け
離
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
特
徴
を
正
確
に
写

し
と
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
し
て
も
、
い
ち
ば
ん
正
確
な
描
写
と
い
ち
ば
ん
ず
さ
ん
な
描
写
は
、
ず
さ
ん
な
描
写
同
士
が
互
い

に
似
て
い
る
以
上
に
似
て
い
る
で
し
ょ
う
。（V

.1
.8
.

（
下
）
五
九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

取
材
元
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
文
章
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

絵
描
き
に
と
っ
て
、
醜
い
人
物
を
描
い
て
い
る
時
ほ
ど
、
類
似
性
を
と
ら
え
る
こ
と
が
簡
単
で
あ
る
と
き
は
な
い
。
一
方
、
と
て
も

格
好
の
良
い
人
物
を
描
く
こ
と
が
、
い
っ
そ
う
苦
労
す
る
作
業
で
あ
る
の
は
い
つ
だ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
く
に
、
若
い
人
を
描

く
と
き
は
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
若
い
こ
ろ
の
顔
立
ち
は
、
よ
り
繊
細
で
美
し
く
、
そ
れ
が
か
な
り
多
く
の
若
者
に
当
て
は

ま
る
の
で
、
似
顔
絵
を
か
く
と
き
に
、
ほ
か
の
人
と
は
違
う
当
人
の
特
徴
を
射
当
て
る
の
が
、
一
層
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
年
を
と
る
と
、
顔
は
長
く
な
っ
た
り
縮
ま
っ
た
り
、
か
さ
か
さ
に
な
っ
た
り
し
わ
が
で
き
た
り
し
て
、
美
し
い
形
態
か
ら
離
れ

る
に
つ
れ
、
ち
が
い
が
ど
ん
ど
ん
増
え
る
。
顔
を
醜
く
す
る
そ
ん
な
違
い
に
よ
っ
て
、
絵
描
き
の
作
業
は
楽
に
な
り
、
そ
の
人
物
の
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特
徴
を
い
っ
そ
う
巧
く
表
し
た
似
顔
絵
が
で
き
る
（
89
）。

こ
の
文
章
も
、
先
の
パ
ラ
ド
ク
ス
―
―
美
し
い
も
の
は
、「
同
一
種
の
事
物
に
お
い
て
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
、
か
つ
、
も
っ
と
も
ま
れ

で
あ
る
」―
―
の
説
明
で
あ
る
。
若
い
人
の
美
し
い
顔
立
ち
の
模
写
は
、
対
象
の
特
徴
が
つ
か
み
に
く
く
、
一
方
、
醜
い
老
人
の
顔
立
ち

の
模
写
は
、
対
象
の
特
徴
が
つ
か
み
や
す
い
。
し
た
が
っ
て
、
若
者
と
老
人
の
人
数
を
便
宜
上
同
じ
と
み
れ
ば
、
若
者
の
美
し
い
模
写
の

成
功
例
は
、
老
人
の
醜
い
模
写
の
そ
れ
よ
り
も
、
ま
れ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
老
人
の
顔
立
ち
は
、「
長
く
な
っ
た
り
縮
ま
っ
た
り
、
か

さ
か
さ
に
な
っ
た
り
し
わ
が
で
き
た
り
」、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
理
由
に
よ
っ
て
醜
い
の
で
、
醜
い
モ
デ
ル
は
多
数
で
あ
る
。
一
方
、
多
く

の
若
い
人
た
ち
の
顔
立
ち
は
相
互
に
似
て
お
り
、
美
し
い
モ
デ
ル
は
単
一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
モ
デ
ル
あ
た
り
の
模
写
の
成
功
例

を
数
え
れ
ば
、
若
者
の
美
し
い
模
写
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
り
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
解
釈
に
は
、
鼻
の
例
と
同
様
な
手
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
そ
れ
は
、「
一
般
的
特
徴
」（the

general

character

）
の
概
念
に
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鼻
の
例
で
「
中
間
的
形
体
」
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
的
特
徴
は
、「
一

般
的
特
徴
を
正
確
に
写
し
と
る
描
写
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
い
う
意
味
で
「
ま
れ
」
で
あ
り
、「
理
想
的
な
類
型
」
で
あ
る
。
一
方
、「
一

般
的
特
徴
は
、
す
べ
て
の
模
写
に
脈
打
ち
…
い
ち
ば
ん
正
確
な
描
写
と
い
ち
ば
ん
ず
さ
ん
な
描
写
は
、
ず
さ
ん
な
描
写
同
士
が
互
い
に
似

て
い
る
以
上
に
似
て
い
る
」。
そ
の
意
味
で
、
一
般
的
特
徴
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
多
く
の
個
体
に
見
ら
れ
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
文
章
で
は
、
醜
い
老
人
の
模
写
と
美
し
い
若
者
の
模
写
は
、
別
々
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
似
て
い
る
か
ど
う
か
が
判

断
さ
れ
る
が
、
ス
ミ
ス
の
場
合
、
美
醜
の
評
価
基
準
は
単
一
で
あ
っ
て
、
共
有
さ
れ
る
「
一
般
的
特
徴
」
だ
け
で
あ
る
。
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ⅱ
�
環
境
の
多
様
性
と
相
対
主
義

以
上
は
、
美
の
本
質
論
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、「
型
」
の
本
質
論
で
あ
る
（
集
団
性
・
共
有
性
・
中
間
性
・
遍
在
性
・
希
少
性
・
多

様
性
）。
さ
ら
に
、
ス
ミ
ス
は
、
肌
の
色
や
鼻
な
ど
の
外
形
を
比
較
す
る
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
倣
い
、「
型
」
の
相
対
性
を
論
じ
る
。
ビ
ュ
フ
ィ

エ
に
よ
れ
ば
、
美
し
さ
は
、
当
該
地
域
の
人
び
と
の
感
覚
と
の
関
係
に
お
い
て
決
ま
る
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
肌
の
色
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

す
べ
て
の
人
が
白
い
肌
の
人
び
と
と
黒
い
肌
の
人
び
と
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
そ
の
ふ
た
つ
の
側
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち

自
身
の
色
を
も
っ
と
も
美
し
い
と
考
え
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
熟
慮
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
の
あ
ら
ゆ
る
観
察
を
し
た
あ
と
も
、
意
見

を
変
え
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
側
に
も
同
程
度
の
真
理
が
あ
り
、
白
い
肌
に
も
黒
い
肌
に
も
同
じ
よ
う
に
本
当
の
美
し
さ
が
あ
り
、

そ
の
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
の
顔
に
も
、ア
フ
リ
カ
の
人
の
顔
に
も
優
劣
は
な
く
、あ
る
の
は
、双
方
あ
る
い
は
両
国
の
各
々
に
と
っ

て
相
対
的
な
美
し
さ
（a

beauty
relative

to
each

）
だ
け
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
90
）。

ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
美
的
判
断
だ
け
で
な
く
、
対
象
の
認
識
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
解
で
あ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
ハ
エ
と

ゾ
ウ
が
知
性
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
同
じ
対
象
を
み
た
場
合
、
認
識
す
る
大
き
さ
は
ち
が
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大

き
さ
の
判
断
は
い
ず
れ
も
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
大
き
さ
は
す
べ
て
相
対
的
で
あ
り
、
認
識
者
か
ら
切
り
離
し
て
そ
の
絶
対
性
を
論
じ
る

こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
91
）。

ス
ミ
ス
は
、
こ
う
し
た
相
対
主
義
を
、
と
り
わ
け
人
間
が
暮
ら
す
生
活
環
境
の
多
様
性
と
む
す
び
つ
け
る
。
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風
土
が
違
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
慣
習
や
生
活
様
式
が
成
立
す
る
場
合
は
、
同
じ
種
で
あ
る
個
体
の
大
半
が
、
環
境
の
違
い
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
を
授
か
り
、
し
か
ら
ば
ま
た
、
形
態
の
美
し
さ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
広
ま
り
ま
す
。
ム
ー
ア
の
馬
の
美
し
さ
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
馬
の
美
し
さ
と
正
確
に
同
じ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
民
が
違
え
ば
、
ヒ
ト
の
姿
か
た
ち
や
顔
立
ち
の
美
し
さ
に
つ

い
て
形
成
さ
れ
る
観
念
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ギ
ニ
ア
湾
岸
で
は
、
白
い
肌
は
、
胸
が
わ

る
く
な
る
ほ
ど
醜
い
も
の
で
あ
り
、
分
厚
い
く
ち
び
る
と
平
ら
な
鼻
は
、
美
の
一
例
で
す
。
い
く
つ
か
の
民
族
で
は
、
肩
ま
で
垂
れ

さ
が
る
長
い
耳
は
、
あ
ま
ね
く
賞
賛
さ
れ
る
対
象
で
す
。
中
国
で
は
、
婦
人
が
歩
行
に
適
す
る
ほ
ど
大
き
な
足
な
ら
、
醜
い
怪
物
と

み
な
さ
れ
ま
す
。（V

.1
.8
.

（
下
）
六
〇
頁
）

ヒ
ト
と
い
う
「
同
じ
種
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
環
境
の
違
い
」
か
ら
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
び
と
の
大
半
に
、
別
の
環
境
で
暮
ら
す
人
び

と
と
は
違
う
外
形
と
そ
の
「
美
し
さ
」（
様
式
美
）
に
つ
い
て
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
が
広
ま
る
」。
こ
の
美
し
さ
の
本
質
は
、
ス
ミ
ス
が

ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
で
示
し
た
「
中
間
的
形
体
」「
一
般
的
特
徴
」
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
「
ま
れ
な
も
の
」
で
あ
り
、
理
想
的
な

形
態
で
あ
る
が
、
こ
の
理
想
型
は
、
環
境
に
応
じ
て
多
様
で
あ
っ
て
、
相
対
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
理
想
型
が
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に

お
い
て
広
ま
っ
て
い
く
の
は
、
衣
装
や
調
度
品
あ
る
い
は
詩
歌
や
音
楽
の
多
様
な
「
型
」
が
広
ま
る
の
と
同
じ
原
理
、
す
な
わ
ち
、
慣
習

に
よ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、「
型
」
の
空
間
的
・
時
間
的
な
普
及
・
変
遷
で
あ
り
、
慣
習
原
理
の
客
観
的
側
面
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
大
き
な
違
い
も
あ
る
。
作
品
の
「
型
」
は
、
作
者
の
創
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
生
物
の
「
型
」
は
、「
環

境
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
後
述
の
「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
は
、
後
者
の
例
で
あ
る
（
本
章
⑶
参
照
）。
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ⅲ
�
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
観
念
連
合
論

環
境
に
よ
る
「
型
」
の
形
成
は
、
そ
こ
に
住
む
同
じ
種
の
生
物
の
大
半
が
、
そ
の
「
型
」
を
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
分
有
し
、
環
境
に
適

応
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
ヒ
ト
の
場
合
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
で
普
及
し
て
い
く
型
を
受
け
入
れ
、
模
倣
す
る
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が

問
題
に
な
る
。
そ
れ
を
説
明
す
る
の
が
、
観
念
連
合
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
慣
習
原
理
の
主
観
的
な
側
面
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ

エ
と
観
念
連
合
論
の
関
連
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
上
が
、
美
の
本
質
に
つ
い
て
、
こ
の
学
識
と
天
分
を
そ
な
え
る
神
父
が
示
し
た
学
問
体
系
で
す
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
﹇
美
を
ご
く

あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
﹈
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
魅
力
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。「
慣
習
（custom

）

は
、
特
定
の
種
類
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
個
体
群
（things

）
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
な
ら
で
は
の
習
慣
（the

habits

）
を
こ
れ
ま
で

に
想
像
力
に
刻
印
し
て
お
い
た
の
で
あ
り
、
美
の
魅
力
は
す
べ
て
、
対
象
が
こ
の
習
慣
に
適
合
す
る
こ
と
か
ら
湧
き
あ
が
る
」。（V

.

1
.9
.

（
下
）
六
二
頁
）（﹇

﹈
は
引
用
者
）

こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
観
念
連
合
論
を
採
用
し
た
と
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ

は
、
フ
ラ
ン
ス
で
ロ
ッ
ク
の
思
想
を
本
格
的
に
広
め
た
人
物
で
あ
り
（
92
）、
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
悟
性
論
』
に
観
念
連
合
論
が
あ
る
（
93
）。

ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
も
っ
ぱ
ら
偶
然
あ
る
い
は
慣
習
」
に
よ
り
、「
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
同
族
で
な
い
諸
観
念
が
、
あ
る
人
の
心
の
な

か
で
は
、
引
き
離
す
こ
と
が
と
て
も
困
難
で
あ
る
ほ
ど
し
っ
か
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
観
念
は
つ
ね
に
相
手
と

同
伴
で
あ
り
、
そ
の
一
方
が
悟
性
に
入
っ
て
く
る
と
い
つ
で
も
、
す
ぐ
に
他
方
の
同
伴
者
も
一
緒
に
現
れ
る
（
94
）。」
こ
う
し
た
観
念
は
「
自

然
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
な
い
」
が
、
そ
こ
に
同
感
、
反
感
が
付
随
し
て
、
あ
た
か
も
「
自
然
な
結
合
」
と
感
じ
ら
れ
る
（
95
）。
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ロ
ッ
ク
の
観
念
連
合
論
に
は
、「
期
待
の
形
成
」
と
い
う
要
素
は
見
ら
れ
な
い
が
（
96
）、
そ
れ
を
除
け
ば
、
ス
ミ
ス
の
以
下
の
記
述
と
ほ
ぼ

同
じ
趣
旨
で
あ
る
。

慣
習
か
ら
独
立
し
た
真
の
美
し
さ
が
ふ
た
つ
の
対
象
の
結
合
に
介
在
し
な
く
て
も
、
こ
ん
な
ふ
う
に
慣
習
が
ふ
た
つ
の
対
象
を
ひ
と

つ
に
結
び
つ
け
て
し
ま
え
ば
、
両
者
が
離
れ
離
れ
で
あ
る
の
は
不
適
切
だ
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。
一
方
の
対
象
が
ふ
だ
ん
の
同
伴
者
を

連
れ
ず
に
す
が
た
を
見
せ
る
と
、
ぎ
こ
ち
な
く
思
わ
れ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
見
つ
け
ら
れ
る
と
期
待
し
た
も
の
が
不
在
で
あ
る
の
を

残
念
に
思
い
ま
す
。
そ
ん
な
失
望
は
、
観
念
が
い
つ
も
の
習
慣
に
よ
っ
て
編
制
さ
れ
る
こ
と
を
邪
魔
し
ま
す
。（V

.1
.2
.

（
下
）
四
八

頁
）

そ
し
て
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
対
す
る
ス
ミ
ス
の
評
価
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
慣
習
を
美
し
さ
の
唯�

一�

の
原
理
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
独
創
的
な
学
問
体
系
の
真
理
を
一
定
限
度
で

な
ら
認
め
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
は
な
は
だ
し
く
慣
習
に
反
し
、
お
よ
そ
特
定
種
類
の
事
物
に
見
慣
れ
て
き
た
も
の
と

似
て
い
な
い
外
形
は
、
人
を
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
美
し
い
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
慣
習
に
よ
り
旧
態
依
然
と
し
て
支
持
さ
れ
、
そ
の
種

類
の
ど
ん
な
個
体
に
も
見
慣
れ
て
い
る
外
形
は
、
人
を
不
快
に
す
る
ほ
ど
醜
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
こ
ま
で
な
ら
ば
認

め
て
も
よ
ろ
し
い
。（V

.1
.9
.

（
下
）
六
三
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

慣
習
が
「
唯
一
の
原
理
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
の
原
理
と
「
競
合
」
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
97
）。
す
な
わ
ち
、
慣
習
が
、
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別
の
原
理
に
基
づ
く
美
し
さ
あ
る
い
は
醜
さ
を
減
殺
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
は
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
る（V

.1
.9
.

（
下
）六
二－

三
頁
）。

こ
の
論
理
は
、
第
5
部
2
章
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
習
規
範
と
自
然
法
が
競
合
す
る
ケ
ー
ス
で
、
前
者
は
後
者
に
基
づ

く
評
価
を
減
軽
し
う
る
。「
個
々
の
具
体
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
明�

白�

な�

正�

邪�

の�

原�

理�

を
お
び
や
か
す
行
為
で
あ
っ
て
も
、
慣�

習�

は
こ
れ
を
適
法
で
非
難
に
値
し
な
い
例
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」（V

.2
.14
.

（
下
）
八
九
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）（
本
稿

二
⑵
ⅰ
�参
照
）。
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
慣
習
論
を
条
件
付
き
な
が
ら
受
け
入
れ
、
自
然
法
論
と
の
両
立
・
折
り
合
い
を
図
ろ
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
よ
る
観
念
連
合
論
の
採
用
が
、
あ
く
ま
で
ス
ミ
ス
の
推
測
に
と
ど
ま
る
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
が
い
う
よ
う
に
、
観
念
の
連
合
は
「
偶
然
と
慣
習
」
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、「
自
然
な
結
合
」
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
後
述
の

と
お
り
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
は
こ
の
よ
う
な
偶
然
性
あ
る
い
は
恣
意
性
を
排
し
て
「
真
理
」
の
認
識
に
到
達
す
る
方
法
論
が
あ
る
。
こ
ち
ら

は
、
推
測
す
る
必
要
も
な
い
明
示
さ
れ
た
も
の
で
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
美
の
本
質
論
の
基
礎
で
あ
る
（
本
章
⑶
ⅱ
�）。
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
は

こ
れ
を
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
の
前
提
に
し
て
「
自
然
の
目
標
」
を
そ
こ
に
読
み
込
ん
だ
が
（
本
章
⑵
ⅰ
�）、
真
理
の
認
識
と
観
念
の
連
合
が

直
ち
に
結
び
つ
く
と
は
言
い
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
時
間
」
の
要
素
も
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
本

章
⑶
ⅲ
�）。

⑶

環
境
道
徳
論
と
そ
の
方
法
論
的
基
礎

以
上
の
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
は
、
第
5
部
1
章
で
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
を
通
じ
て
慣
習
原
理
の
客
観
的
側
面
と
主
観
的
側
面
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
れ
は
、
環
境
に
応
じ
て
多
様
な
「
型
」
が
い
か
に
し
て
社
会
に
広
ま
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
解
答
で
あ
っ
た
。
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こ
の
慣
習
原
理
は
、
第
5
部
2
章
で
い
よ
い
よ
「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
の
普
及
・
変
遷
の
説
明
に
応
用
さ
れ
、
環
境
道
徳

論
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
道
徳
論
の
基
礎
は
、「
慣
習
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
で
あ
る
が
、「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
と
の
関
係
が
、

従
来
の
解
釈
で
は
ひ
と
つ
の
争
点
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
に
は
、
そ
の
環
境
道
徳
論
が
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
に
も
と
づ
く
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
問
題
と
な
る
「
慣
習
に

も
と
づ
く
適
切
さ
」
の
認
識
方
法
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
慣
習
理
論
に
一
定
の
意
義
を
認
め
て

こ
れ
を
解
釈
し
た
が
、
そ
の
理
論
的
基
礎
は
、
あ
く
ま
で
ビ
ュ
フ
ィ
エ
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
（
本
稿
一
ⅰ
�）、
ス

ミ
ス
が
自
説
の
摘
要
か
ら
第
5
部
を
は
ず
し
た
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の『
第
一
真
理
』

第
1
部
13
章
が
前
提
に
し
て
い
た
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
論
に
着
目
す
る
。

ⅰ
�
慣
習
に
基
づ
く
適
切
さ

第
5
部
1
章
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
定
の
環
境
の
も
と
で
継
続
し
て
暮
ら
す
一
群
の
人
び
と
は
、「
中
間
的
形
体
」「
一
般
的
特
徴
」

「
自
然
の
目
標
」
と
い
う
理
想
的
な
類
型
を
繰
り
返
し
経
験
す
る
う
ち
想
像
力
に
刻
印
さ
れ
、
そ
れ
に
合
致
す
る
こ
と
に
美
し
さ
を
感
じ

る
よ
う
に
な
る
。
刻
印
さ
れ
た
「
中
間
的
形
体
」
は
、
理
想
の
型
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
に
逸
脱
し
た
似
姿
と
し
て
社
会
集
団
に
漸
次
普

及
す
る
。

第
5
部
2
章
で
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
環
境
適
応
原
理
を
人
間
の
内
面
に
当
て
は
め
、
環
境
道
徳
論
を
展
開
す
る
。
慣
習
に
よ
っ
て

社
会
集
団
内
に
漸
次
普
及
す
る
の
は
、
身
体
的
形
体
の
型
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
形
態
の
型
、
つ
ま
り
、「
気
風
の
類
型
」、「
ふ
る
ま
い
・

人
柄
の
一
般
的
類
型
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
類
型
」
は
、
社
会
集
団
の
お
か
れ
た
環
境
に
応
じ
て
異
な
る
多
様
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。

構
成
員
は
、
こ
の
「
型
」
を
模
倣
す
る
こ
と
で
、
そ
の
集
団
に
特
有
な
気
風
、
ふ
る
ま
い
・
人
柄
を
身
に
つ
け
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
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は
、「
型
」
が
そ
の
集
団
に
普
及
す
る
こ
と
で
あ
り
、
主
観
的
に
は
、
観
念
連
合
に
よ
っ
て
「
型
」
へ
の
美
意
識
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
、
各
種
の
身
分
と
職
業
に
属
す
る
気
風
の
何
た
る
か
を
経
験
か
ら
教
わ
り
、
そ
れ
が
少�

し�

は�

そ�

こ�

に�

あ�

る�

の�

を�

期�

待�

し
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
は
、
各
種
の
事
物
に
あ
っ
て
そ�

の�

種�

類�

の�

中�

間�

的�

な�

形�

態�

（the
m
iddle

conform
ation

）
に
ひ

と
し
お
の
満
足
感
を
お
ぼ
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
組
成
と
い
い
特
色
と
い
い
、
自�

然�

が�

当�

該�

種�

類�

の�

事�

物�

の�

た�

め�

に�

打�

ち�

立�

て�

た�

と�

思�

わ�

れ�

る�

一�

般�

的�

規�

準�

（the
generalstandard

）
に
寸
分
た
が
わ
ず
合
致
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
ら
ば
、
各
種
の

身
分
―
―
妙
な
言
い
か
た
で
す
が
、
各
種
の
人
間
―
―
に
あ
っ
て
人
柄
が
、
人�

び�

と�

に�

固�

有�

の�

生�

活�

条�

件�

と�

境�

遇�

に�

通�

常�

伴�

う�

水�

準�

よ
り
強
す
ぎ
る
こ
と
も
弱
す
ぎ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
満
足
感
は
ひ
と
し
お
で
す
。（V

.2
.4
.

（
下
）
六
八
頁
）（
傍
点

は
引
用
者
）

こ
こ
で
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
に
見
ら
れ
た
「
中
間
的
形
体
」「
一
般
的
特
徴
」「
自
然
の
目
標
」
の
概
念
が
、
職
業
や
身
分
の
観
点
か

ら
区
分
さ
れ
る
社
会
集
団
の
内
面
的
形
態
（
エ
ー
ト
ス
）
に
応
用
さ
れ
て
い
る
（
お
そ
ら
く
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
お
こ
な
っ
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
と
ア
フ
リ
カ
人
の
比
較
を
念
頭
に
、
身
分
や
職
業
が
ち
が
う
人
間
を
「
各
種
の
人
間
」
と
表
現
す
る
）。
文
中
の
「
中
間
的

な
形
態
」
は
、
当
該
社
会
集
団
の
人
び
と
が
共
有
す
る
「
気
風
の
類
型
」
で
あ
り
、「
自
然
」
が
打
ち
た
て
た
「
一
般
的
規
準
」
で
あ
る
。

こ
の
「
一
般
的
規
準
」
を
正
確
に
満
た
す
個
体
は
希
少
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
多
少
と
も
当
て
は
ま
る
類
例
は
数
多
い
（
た
だ
し
、
類
似
の

程
度
は
個
体
ご
と
に
ち
が
う
）。
ま
た
、
こ
の
規
準
は
、
生
活
環
境
に
応
じ
て
多
様
で
あ
り
、「
人
び
と
に
固
有
の
生
活
条
件
と
境
遇
に
通

常
伴
う
水
準
」
で
あ
る
。
こ
の
水
準
よ
り
も
「
強
す
ぎ
る
こ
と
も
弱
す
ぎ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
満
足
感
は
ひ
と
し
お
で

五
〇
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す
」
と
は
、
そ
の
水
準
そ
の
も
の
、「
中
間
的
な
形
態
」
そ
の
も
の
が
、
も
っ
と
も
美
し
い
型
・
様
式
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
が

第
5
部
1
章
で
解
釈
し
た
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
美
の
本
質
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
98
）。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
自
然
が
打
ち
た
て
た
一
般
的
規
準
」

は
、
第
1
章
の
鼻
の
例
に
み
た「
自
然
の
目
標
」に
相
当
し
、
観
察
者
理
論
に
も
と
づ
く「
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
」（the

generalrules

of
m
orality

）
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
（
本
章
⑶
ⅲ
�）。

ま
た
、
上
の
引
用
の
第
一
文
が
言
及
す
る
「
期
待
」
は
、
観
念
連
合
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
も
の
で
、
慣
習
の
主
観
的
側
面
で
あ
る
。「
…

ど
ん
な
所
作
も
、
想
像
の
な
か
で
そ
の
団
体
と
し
っ
か
り
連
結
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
一
方
を
目
に
す
る
と
き
に
は

い
つ
だ
っ
て
、
も
う
一
方
を
目
に
す
る
は
ず
だ
と
期
待
し
、
当
て
が
外
れ
る
と
、
見
つ
け
ら
れ
る
と
期
待
し
た
も
の
が
不
在
で
あ
る
の
を

残
念
に
思
い
ま
す
。」（V

.2
.6
.

（
下
）
七
五
頁
）
な
お
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
反
復
へ
の
期
待
は
、「
義
務
の
感
覚
」
で
は
な
い
こ
と
に
留
意

す
る
必
要
が
あ
る
（
本
章
⑶
ⅲ
�）。

ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
の
帰
結
は
、
職
業
や
身
分
だ
け
で
な
く
、
国
民
と
い
う
観
点
か
ら
区
分
さ
れ
る
社
会
集
団
の
気
風
に
も
応
用
さ
れ
る
。

時
代
や
国
が
違
え
ば
、
そ
の
境
遇
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
職
業
の
場
合
と
同
様
、
そ
こ
に
暮
ら
す
大
方
の
人
び
と
に
さ
ま
ざ
ま
な

人
柄
を
授
け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
非
難
に
値
す
る
資
質
に
し
ろ
、
讃
辞
に
値
す
る
資
質
に
し
ろ
、
そ
の
具
体
的
な
水
準

に
か
か
わ
る
人
び
と
の
感
情
は
、
彼�

ら�

自�

身�

が�

生�

き�

る�

国�

や�

時�

代�

に�

ふ�

だ�

ん�

見�

ら�

れ�

る�

水�

準�

に
応
じ
て
違
っ
て
き
ま
す
。
お
そ
ら
く

ロ
シ
ア
で
高
く
評
価
さ
れ
る
優
雅
な
ふ
る
ま
い
は
、
女
々
し
い
お
追
従
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン

ス
宮
廷
で
は
、
無
骨
で
野
蛮
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
貴
族
に
し
て
み
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
け
ち
臭
い
行
儀

と
質
素
も
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
市
民
に
し
て
み
れ
ば
、
野
方
図
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ど
ん
な
時
代
に
も
国
に
も
、
そ
こ
で
暮
ら
す

人
び
と
の
あ
い
だ
に
は
敬
愛
さ
れ
る
人
た
ち
が
お
り
、
そ
ん
な
人
た
ち
に
ふ
だ
ん
見
出
さ
れ
る
べ
き
各
資
質
の
水
準
こ
そ
、
当
該
の
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才
覚
や
美
徳
の
中
庸
と
み
な
さ
れ
る
も
の
で
す
。
要�

す�

る�

に�

、�

そ�

ん�

な�

人�

た�

ち�

を�

と�

り�

ま�

く�

事�

情�

の�

違�

い�

か�

ら�

、�

さ�

ま�

ざ�

ま�

な�

資�

質�

が�

習�

慣�

に�

な�

る�

度�

合�

い�

に�

強�

弱�

が�

生�

じ�

、�

こ�

れ�

に�

応�

じ�

て�

先�

の�

中�

庸�

も�

違�

っ�

て�

い�

る�

の�

で�

、�

そ�

の�

結�

果�

、�

人�

柄�

と�

態�

度�

に�

そ�

な�

わ�

る�

べ�

き�

正�

確�

な�

適�

切�

さ�

（the
exactpropriety

of
character

and
behaviour

）
に�

つ�

い�

て�

人�

び�

と�

が�

い�

だ�

く�

感�

情�

も�

違�

っ�

て�

く�

る�

の�

で�

す�

。（V
.2
.7
.

（
下
）
七
五－

六
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）

人
間
の
性
格
形
成
の
手
本
は
、
当
該
社
会
の
敬
愛
さ
れ
る
人
た
ち
が
通
常
も
つ
美
徳
で
あ
り
、
そ
れ
が
美
徳
の
「
中
庸
」（the

golden

m
ean

）、「
中
間
的
な
形
態
」、
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
美
し
い
型
で
あ
る
（
99
）。
こ
の
型
は
、
一
般
の
人
び
と
に
よ
っ
て
学
習
さ
れ
、
漸
次
普

及
し
て
「
あ
り
ふ
れ
た
」
も
の
に
な
る
一
方
、「
中
庸
」
そ
の
も
の
は
（‘golden’

と
い
わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
）「
ま
れ
」
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な「
型
」は
、
当
該
社
会
に
お
け
る
行
為
の
評
価
規
準
―
―「
人
柄
と
態
度
に
そ
な
わ
る
べ
き
正
確
な
適
切
さ
」―
―
で
あ
る
が
、

ほ
か
の
社
会
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
、
生
活
環
境
の
多
様
性
に
由
来
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
類
型
が
あ
る
。
多
様
な
国
や
時
代
に
広
く
認
め
ら
れ
る
「
型
」
の
学
習
は
、
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
人
柄
と
態
度
の
適�

切�

さ�

」
が
、
環
境
適
応
原
理
の
慣
習
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ふ
た
つ
の
点
で
注
目
に
値
す
る
。
ひ
と
つ
は
、
慣
習
に
も
と
づ
く
「
適
切
さ
」
の
対
象
は
、
人
柄
や
ふ
る
ま
い
の
よ
う
な
人
間
の
内
面
に

か
ぎ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、「
柱
頭
」
の
使
用
に
つ
い
て
も
、「
そ
ん
な
専
用
の
使
い
方
が
そ
れ
ぞ
れ
に
適
切
で
あ

る
根
拠
は
、
習
慣
・
慣
習
以
外
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。」（V

.1
.5
.

（
下
）
五
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
慣
習
原
理
の
価
値
中
立

的
で
広
範
な
通
用
性
が
理
解
さ
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
適
切
さ
」
は
、
元
来
、
観
察
者
理
論
の
中
心
概
念
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
想
像
上
の
立
場
の
交
換
に
よ
る
共
感
に
も
と
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、「
適
切
さ
」は
、
共
感
だ
け
で
な
く
、

慣
習
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

五
二
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上
で
み
た
国
民
と
い
う
観
点
か
ら
の
区
分
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
で
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
も
っ
と
大
き
な
く
く
り
と
し
て
、
文
明
社
会

／
未
開
社
会
が
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
こ
れ
ら
の
社
会
集
団
の
気
風
に
つ
い
て
も
環
境
適
応
原
理
と
し
て
の
慣
習
を
応
用
す
る
。

一�

般�

に�

、国
民
の
な
か
に
成
立
す
る
気�

風�

の�

類�

型�

は
、全�

体�

と�

し�

て�

み�

れ�

ば�

、そ
の
国
民
の
境
遇
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
と
い
っ

て
ふ�

つ�

う�

は�

さ
し
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。
忍
耐
の
強
さ
は
、
野
人
の
環
境
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
人
柄
で
あ
り
、
神
経
の
こ
ま

や
か
さ
は
、
高
度
な
文
明
社
会
の
住
人
の
環
境
に
き
わ
め
て
似
つ
か
わ
し
い
人
柄
で
す
。（V

.2
.13
.

（
下
）
八
八－

九
頁
）（
傍
点
は
引

用
者
）

未
開
社
会
／
文
明
社
会
の
区
分
の
場
合
に
も
、
生
活
環
境
に
応
じ
て
そ
の
社
会
の
人
び
と
が
身
に
つ
け
る
「
気
風
の
類
型
」、「
ふ
る
ま

い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
に
ち
が
い
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
類
型
は
、
そ
の
社
会
に
特
有
の
「
適
切
さ
」
を
示
す
規
準
で
あ
る
。
と
く

に
、
ス
ミ
ス
は
、「
自
制
心
」
の
美
徳
に
注
目
す
る
。「
文
明
化
さ
れ
た
国
民
と
未
開
の
国
民
で
は
、
こ
ん
な
に
大
き
く
か
け
離
れ
た
水
準

の
自
制
心
が
そ
れ
ぞ
れ
に
要
求
さ
れ
、
で
す
か
ら
、
同
じ
よ
う
に
大
き
く
異
な
っ
た
規
準
（standards

）
に
照
ら
し
て
、
態
度
の
適
切
さ

（the
propriety

of
behaviour

）
も
判
断
さ
れ
ま
す
。」（V

.2
.10
.

（
下
）
八
四
頁
）。

こ
こ
で
、「
態
度
の
適�

切�

さ�

」
を
判
断
す
る
「
大
き
く
異
な
っ
た
規
準
」
は
、
環
境
適
応
原
理
の
慣
習
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
規
範
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
態
度
の
適
切
さ
」
は
、
根
底
的
に
は
慣
習
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
観
察
者
理

論
に
お
け
る
「
適
切
さ
」
の
あ
つ
か
い
と
は
異
な
る
。「
適
切
さ
」
に
は
、
共
感
に
も
と
づ
く
場
合
の
ほ
か
に
、
慣
習
に
も
と
づ
く
場
合

が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
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ⅱ
�「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
の
構
造

で
は
、「
共
感
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
慣
習
に
も
と
づ
く
適
切
さ
」
と
は
何
か
。
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
答
え

る
た
め
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
議
論
の
基
礎
に
あ
る
『
第
一
真
理
』
の
認
識
論
を
見
る
が
、
ま
ず
、
結
論
を
述
べ
て
お
く
。「
ふ
る
ま
い
・
人

柄
の
一
般
的
類
型
」
が
美
し
い
も
の
と
し
て
社
会
集
団
内
に
広
ま
る
の
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
「
道
徳
的
確
実
性
」
が
認
識
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。「
道
徳
的
確
実
性
」
は
、
真
偽
に
つ
い
て
の
「
証
言
」
に
か
か
わ
り
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
観
察
者
理
論
か
ら
帰
結
す
る
「
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
」
と
は
異
な
り
、「
義
務
の
感
覚
」（the

sense
of
duty

）
を

生
ま
な
い
。

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ス
ミ
ス
が
参
照
し
た
『
第
一
真
理
』
第
1
部
13
章
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
の
指
導

準
則
」
を
応
用
し
た
箇
所
だ
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ミ
ス
は
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
自
身
の
方
法
論
の
内
容
に
深
く
は
立
ち
入
ら
ず
、「
ビ
ュ
フ
ィ

エ
神
父
に
よ
れ
ば
、
各
種
事
物
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
見
慣
れ
た
形
体
こ
そ
、
い
ち
ば
ん
美
し
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
各�

種�

対�

象�

に�

つ�

い�

て�

思�

索�

す�

る�

実�

践�

と�

経�

験�

を�

し�

か�

る�

べ�

く�

積�

ま�

な�

け�

れ�

ば�

、�

そ�

の�

美�

し�

さ�

を�

判�

断�

す�

る�

こ�

と�

、�

つ�

ま�

り�

、�

中�

間�

的�

で�

き�

わ�

め�

て�

普�

通�

な�

形�

体�

の�

本�

質�

を�

知�

る�

こ�

と�

は�

で�

き�

ま�

せ�

ん�

。�

」（V
.1
.8
.

（
下
）
六
〇
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
の
み
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、

ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
観
察
や
経
験
、
ま
た
、「
実
践
」
を
重
視
す
る
こ
と
を
上
の
寸
言
で
指
摘
す
る
が
、「
中
間
的
で
き
わ
め
て
普
通
な
形
体
の

本
質
」
を
把
握
す
る
方
法
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
鼻
と
絵
描
き
の
例
で
美
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
証
明
す
る
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
手
法
を
み
た
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
対
象
を
モ
デ
ル
ご
と

に
細
か
く
分
類
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
つ
か
み
、
比
較
し
相
対
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
美
し
さ
を
確
実
に
突
き
と
め
る
「
方

法
」
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
よ
る
と
、
そ
れ
が
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
で
あ
る
。「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
は
、
ビ
ュ
フ
ィ

エ
の
い
く
つ
か
あ
る
著
作
に
よ
っ
て
異
な
る
捉
え
か
た
を
さ
れ
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、『
第
一
真
理
』に
関
し
て
は
、
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以
下
の
定
義
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
判
断
の
方
法
と
い
え
よ
う
（
100
）。
そ
こ
に
は
、
思
考
や
知
識
の
基
礎
と
し
て
の
第
一
原
理
を
重
視
す
る
常

識
学
派
の
特
色
が
見
出
さ
れ
る
（
101
）。

﹇
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
は
﹈
自�

然�

が�

す�

べ�

て�

の�

人�

間�

、�

あ�

る�

い�

は�

、�

明�

白�

に�

大�

多�

数�

で�

あ�

る�

人�

間�

に�

置�

い�

た�

傾�

向�

ま�

た�

は�

資�

質�

で
あ
り
、

そ
の
目
的
は
、
理
性
の
年
齢
に
達
し
て
こ
れ
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
す
べ
て
の
人
間
が
共
通
で
斉
一
な
判
断
を
形
成
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
場
合
の
判
断
と
は
、
自�

己�

認�

識�

に�

由�

来�

す�

る�

内�

的�

感�

情�

と�

は�

異�

な�

る�

﹇�

外�

的�

な�

﹈�

対�

象�

に�

つ�

い�

て�

の�

判�

断�

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
判
断
は
、
先
行
す
る
原
理
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
（
102
）。（﹇

﹈
と
傍
点
は
引
用
者
）

「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
は
、
自
己
の
外
部
に
あ
る
世
界
を
認
識
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
自
然
的
能
力
で
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
人
が
も
つ
「
傾
向
」「
資
質
」
で
あ
る
（
別
の
箇
所
で
は
「
感
情
」
と
も
い
わ
れ
る
（
103
））。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
外
部
世
界
を
直
接
知
り

う
る
と
す
る
経
験
主
義
に
立
ち
、
外
界
に
現
象
と
し
て
現
れ
な
い
数
学
的
な
確
実
性
は
人
間
に
と
っ
て
現
実
的
価
値
を
も
た
な
い
と
考
え

て
い
た
（
104
）。
彼
は
、
そ
の
例
と
し
て
2
＋
2＝

4
と
い
う
命
題
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ
は
、
自
己
の
外
部
世
界
に
な
ん
ら
言
及
せ
ず
、「
世
界

に
た
っ
た
ひ
と
り
の
人
間
し
か
い
な
く
て
も
、
2
＋
2＝
4
は
つ
ね
に
真
で
あ
ろ
う
（
105
）。」
と
い
わ
れ
る
。

一
方
、
社
会
的
実
践
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
世
界
は
自
分
ひ
と
り
で
は
な
く
、
他
者
が
存
在
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ィ

エ
は
、
未
開
社
会
の
人
び
と
に
「
神
」
の
観
念
が
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
第
一
真
理
と
せ
ず
（
106
）、
む
し
ろ
、
外
界
の
他
者
の
存
在
こ
そ
第

一
真
理
で
あ
る
と
い
う
（
107
）。
そ
の
よ
う
な
外
部
世
界
の
認
識
と
判
断
に
必
要
な
の
が
、「
感
覚
器
官
の
証
言
」
で
あ
る
。「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス

は
次
の
点
を
わ
た
し
た
ち
に
確
信
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
が
か
か
わ
っ
て
い
る
環
境
に
お
い
て
、
感
覚
器
官
の
証
言
は
、
外

的
真
理
の
指
導
準
則
（a

rule
of
externaltruth

）
で
あ
る
。」
（
108
）。
こ
れ
に
対
し
て
、「
自
己
認
識
に
由
来
す
る
内
的
感
情
」
は
、
外
界
か
ら
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隔
て
ら
れ
た
内
心
の
感
情
で
あ
り
、
自
己
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
が
、
他
者
の
存
在
を
証
明
す
る
根
拠
で
は
な
い
。

で
は
、
美
の
本
質
も
ふ
く
め
、
一
般
に
「
真
理
」
を
把
握
す
る
方
法
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
、
確
実
性
と
蓋
然
性
に
関
す
る

諸
条
件
の
適
用
で
あ
る
。
以
下
は
、
そ
の
概
略
で
あ
る
。

ま
ず
、
先
行
す
る
原
理
を
も
た
な
い「
第
一
真
理
」と
し
て
の
三
条
件
が
重
要
で
あ
る
（
109
）。
A
そ
の
命
題
よ
り
も
明
晰
で
確
か
な
命
題
が
、

目
下
存
在
し
て
い
な
い
。
B
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
類
の
諸
感
情
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
（
110
）。
C
人
び
と
の
心
に
強
烈
な
印
象
を
刻
み
、

実
生
活
（the

business
of
life

）
に
影
響
を
与
え
る
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
感
覚
デ
ー
タ
も
、
一
定
の
条

件
の
も
と
で
は
一
種
の
「
第
一
真
理
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
条
件
と
は
、
感
覚
器
官
の
証
言
が
、
⒜
理
性
に
照
ら
し
て
、
⒝
当
該
感
覚

器
官
の
以
前
の
証
言
に
照
ら
し
て
、
⒞
ほ
か
の
感
覚
器
官
の
現
実
の
証
言
に
照
ら
し
て
、
⒟
ほ
か
の
人
の
感
覚
器
官
が
示
す
証
拠
に
照
ら

し
て
、
矛
盾
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
111
）。
ま
た
、
直
接
的
な
感
覚
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
基
づ
く
他
人
の
証
言
に
も
、「
真

の
確
実
性
」が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
以
下
の
四
条
件
を
挙
げ
る
。
⒠
問
題
と
な
る
事
実
が
証
明
者
の
専
門
領
域
で
あ
っ
て
疑
義
が
な
い
。

⒡
そ
の
事
実
が
多
く
の
人
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
な
る
証
言
が
不
要
で
あ
る
。
⒢
証
拠
に
利
害
や
情
念
が
ま
っ
た
く
絡
ん
で

い
な
い
。
⒣
反
対
の
立
場
か
ら
の
証
言
と
矛
盾
し
な
い
（
112
）。

さ
ら
に
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
真
理
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
、
真
理
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
を「
蓋
然
性
」（probability

）

と
呼
び
、
以
下
の
条
件
が
あ
る
と
き
に
こ
れ
を
認
め
る
。
⒤
蓋
然
的
と
判
断
す
る
も
の
が
、
明
白
な
真
理
と
合
致
す
る
。
⒥
意
見
が
疑
わ

し
く
て
も
、
あ
と
で
注
意
し
て
詳
し
く
吟
味
す
る
に
つ
れ
て
確
証
さ
れ
る
。
⒦
意
想
外
の
証
拠
が
、
意
見
の
根
拠
で
あ
っ
た
事
柄
を
遡
及

的
に
補
強
す
る
。
⒧
判
断
が
、
調
査
し
て
い
る
事
柄
に
関
す
る
比
較
的
重
要
な
経
験
か
ら
の
推
論
で
あ
る
。
⒨
類
似
し
た
性
質
の
事
物
に

つ
い
て
判
断
し
た
こ
と
が
、
の
ち
に
確
証
さ
れ
る
。
蓋
然
性
は
、
以
上
の
条
件
を
よ
り
多
く
備
え
る
と
き
、
蓋
然
的
で
あ
る
ば
か
り
か
、

真
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
他
人
の
見
識
と
証
言
（the

authority
and

testim
ony

of
m
en

）
に
基
づ
く
間
接
的
な
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知
識
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
（
113
）。

ⅲ
�「
道
徳
的
確
実
性
」
と
「
義
務
」

以
上
の
よ
う
な
諸
条
件
を
ク
リ
ア
し
た
命
題
や
事
実
は
、「
確
実
性
」
を
有
す
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
社�

会�

的�

実�

践�

に
お
け
る
確
実
性
を
数�

学�

的�

な
そ
れ
か
ら
区
別
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
三
点
を
指
摘
し
た
い
。

第
一
に
、「
実
践
と
ふ
る
ま
い
の
問
題
」（m

atters
of
practice

and
conduct

）
で
は
、
賛
否
が
分
か
れ
る
う
え
に
、
決
定
や
行
動
を
い

つ
ま
で
も
先
延
ば
し
に
で
き
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
蓋
然
性
（
確
率
）」
を
「
真
理
」
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
に
は
真
理
と
映
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
に
「
目
を
つ
ぶ
り
」、
み
ず
か
ら
の
「
知
恵
」（prudence

）
に
か
け
る
し
か

な
い
（
114
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
確
実
性
と
蓋
然
性
の
区
別
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な
く
な
る
。

第
二
に
、
他
人
の
証
言
に
か
か
わ
る
前
記
の
条
件
⒠
〜
⒣
に
お
け
る
確
実
性
が
、
と
く
に
「
道
徳
的
確
実
性
」（m

oralcertainty

）
と

呼
ば
れ
て
重
視
さ
れ
る
（
115
）。
そ
の
要
点
は
、
後
掲
の
よ
う
に
、「
道
徳
的
確
実
性
」
が
人
間
の
「
気
風
と
ふ
る
ま
い
」
に
か
か
わ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
確
実
性
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
水
準
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、「
道
徳
的
確
実
性
」
に
関
し
て
は
「
少
な
く
と
も
、
最
高
水
準
で
な
い
と
き
に
は
」、
前
記
の
条
件
⒣
（
反
対
の
立
場
か
ら
の

証
言
と
矛
盾
し
な
い
）
は
満
た
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
（
116
）。
し
た
が
っ
て
、
肌
の
色
に
つ
い
て
「
ど
ち
ら
の
側
に
も
同
程
度
の
真
理

が
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
（
本
章
⑵
ⅱ
�）、「
気
風
と
ふ
る
ま
い
」
に
つ
い
て
も
、
道
徳
的
確
実
性
の
水
準
に
応
じ
て
、
多
様
な
真

理
が
あ
り
う
る
。

人
間
の
見
識
に
基
づ
く
証
言
（The

testim
onies

of
hum

an
authority

）
は
、
普
遍
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
種
の
確

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）

92（342）

五
七



実
性
の
最
高
水
準
を
形
成
す
る
が
、
通
常
、
そ
れ
は
「
道
徳
的
確
実
性
」
と
呼
ば
れ
る
。

こ
の
名
称
は
、
と
く
に
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
名
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
確
実
性
は
、
人
間
の
あ
い
だ
で
自
然
に

維
持
さ
れ
る
往�

来�

と�

社�

交�

に�

お�

け�

る�

気�

風�

と�

ふ�

る�

ま�

い�

（the
m
anners

and
conductof

m
en
in
the
correspondence

and
society

）

に
と
く
に
関
係
す
る
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
確
実
性
は
、
計
画
、
見
込
み
、
企
て
、
要
す

る
に
、
広
く
行
為
に
お
い
て
人
間
を
支
配
す
る
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
種
の
確
実
性
に
背
い
て
行
動
す
る
人
は
、

野
方
図
に
映
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ�

た�

か�

も�

そ�

れ�

が�

形�

而�

上�

学�

的�

あ�

る�

い�

は�

幾�

何�

学�

的�

確�

実�

性�

に�

背�

く�

か�

の�

よ�

う�

に�

、
本
当
に
野
方
図

で
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
道
徳
的
確
実
性
は
、
い
く
つ
か
の
水
準
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ�

れ�

が�

わ�

れ�

わ�

れ�

の�

心�

に�

刻�

む�

印�

象�

は�

、�

わ�

た�

し�

の�

言�

及�

し�

た�

条�

件�

が�

少�

し�

し�

か�

満�

た�

さ�

れ�

ず�

力�

も�

弱�

い�

と�

認�

定�

さ�

れ�

る�

な�

ら�

、�

そ�

れ�

に�

比�

例�

し�

て�

弱�

く�

な�

る�（
117
）。（
傍
点
は
引
用
者
）

こ
の「
道
徳
的
確
実
性
」は
、
直
接
経
験
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
他
者
の
証
言
か
ら
心
証
を
得
て
判
断
す
る
と
き
に
重
要
で
あ
る
が（
た

と
え
ば
裁
判
）
（
118
）、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
そ
れ
が
社
会
集
団
の
「
伝
統
」（tradition

）
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ど
ん
な
社

会
に
も
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
る
「
真
理
」
が
あ
る
が
、
後
代
の
人
び
と
は
だ
れ
も
直
接
そ
れ
を
見
聞
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
真
理
」
が
「
気

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

風
と
ふ
る
ま
い
」
に
か
か
わ
る
場
合
、
そ
れ
は
社
会
集
団
の
同
一
性
を
維
持
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
こ
の
議
論
に

関
連
し
て
ロ
ッ
ク
を
批
判
す
る
。
ロ
ッ
ク
は
、「
伝
統
を
継
承
し
て
き
た
手
の
数
が
多
け
れ
ば
、
そ
の
分
、
伝
統
が
そ
れ
ら
の
手
か
ら
受

け
取
る
力
強
さ
と
明
証
性
は
小
さ
く
な
る
」
と
い
う
（
119
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
証
言
者
が
信
頼
に
値
す
る
人
物
、
つ
ま
り
、

「
洞
察
力
、
判
断
力
、
度
量
を
も
ち
、
と
く
に
、
伝
統
の
端
緒
に
な
っ
た
最
初
の
証
言
を
検
証
・
確
認
す
る
こ
と
に
つ
ね
に
強
い
関
心
を

も
つ
よ
う
な
人
び
と
」
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
「
道
徳
的
確
実
性
」
が
あ
り
、
当
初
の
真
理
は
、
継
承
さ
れ
て
き
た
時
間
が
長
け
れ
ば
、
そ

五
八

香川法学38巻3・4号（2019）

91（341）



れ
だ
け
盤
石
で
あ
る
と
い
う
（
120
）。

実
際
、
い
ち
ば
ん
初
め
の
証
言
に
当
初
の
信
用
を
与
え
た
の
は
、
偏
見
や
利
害
の
絡
ん
だ
動
機
で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
み
る
こ
と
は

で
き
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
す
べ
て
の
時
代
に
同
一
の
見
解
や
利
害
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
結
局
は
、
時�

間�

と�

証�

言�

が�

積�

み�

重�

ね�

ら�

れ�

て�

、
最
初
の
証
言
の
疑
念
と
不
確
実
性
は
低
減
し
、
む
し
ろ
、
そ
の
堅
実
さ
と
完
全
性

が
強
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
は
そ
の
開
始
時
期
か
ら
遠
ざ
か
る
ほ
ど
弱
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
一
般

的
に
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。
逆
に
、
時�

間�

に�

よ�

っ�

て�

新�

た�

な�

力�

を�

獲�

得�

す�

る�

意�

見�

が�

存�

在�

す�

る�（
121
）。（
傍
点
は
引
用
者
）

ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
美
の
本
質
論
は
、
以
上
の
よ
う
な
判
断
の
方
法
を
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
が
、「
気
風
と
ふ

る
ま
い
」
の
「
道
徳
的
確
実
性
」
に
「
時
間
」
の
要
素
を
結
び
つ
け
、「
伝
統
」
を
肯
定
的
に
論
じ
た
点
は
、『
感
情
論
』
第
5
部
の
議
論

を
補
強
す
る
。
す
な
わ
ち
、
長
ら
く
同
じ
環
境
で
暮
ら
す
人
び
と
の
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
は
、
他
人
の
証
言
か
ら
「
気
風
と
ふ
る
ま
い
」

の
「
道
徳
的
確
実
性
」
を
認
識
す
る
。
そ
の
「
気
風
と
ふ
る
ま
い
」
は
、「
道
徳
的
確
実
性
」
の
程
度
に
応
じ
て
人
び
と
の
心
に
印
象
と

し
て
刻
ま
れ
、
多
様
な
伝
統
│
│「
気
風
の
類
型
」、「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」│
│
を
形
成
す
る
。

し
か
し
、「
道
徳
的
確
実
性
」
が
高
い
こ
と
と
、「
そ
れ
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
「
義
務
」
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
ス
ミ
ス

の
観
察
者
理
論
と
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
慣
習
理
論
の
決
定
的
な
ち
が
い
が
あ
る
。「
ス
ミ
ス
の
古
い
法
律
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
法
律
の
義

務
的
性
質
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
法
律
を
道
徳
的
に
正
当
な
も
の
に
す
る
の
は
、
歳
月
の
長
さ
で
は
な
く
、
公
平
な
観
察
者
の
是
認
で
あ

る
（
122
）」。
一
方
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
も
、「
時
間
が
真
理
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」
と
い
い
、
時
間
の
長
さ
が
効
力
を
も
つ
に

は
、「
道
徳
的
確
実
性
」
が
不
可
欠
で
あ
る
（
123
）。
問
題
は
、「
道
徳
的
確
実
性
」
が
「
義
務
」
の
根
拠
に
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
に
よ
り
把
握
さ
れ
る
「
道
徳
的
確
実
性
」
は
、
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
道
徳
学
上
の
一
般

的
準
則
」
の
「
義
務
の
感
覚
」
と
は
ち
が
う
。「
道
徳
的
確
実
性
」
が
関
係
す
る
の
は
、
真�

偽�

に
つ
い
て
の
「
証
言
」
で
あ
り
、
正�

邪�

に

つ
い
て
の
規
範
感
情
で
は
な
い
。
ス
ミ
ス
は
、「
道
徳
学
の
一
般
的
準
則
が
形
成
さ
れ
る
道
筋
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

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�

。（V
II.iii.2

.7
.

（
下
）
三
四
六－

七
頁
）

「
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
」
は
、「
ど
ん
な
行
為
が
現
実
に
・
事
実
と
し
て
そ
ん
な
感
情
を
搔
き
た
て
る
の
か
を
観
察
し
な
け
れ
ば
形

成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
」（III.4

.10
.

（
上
）
三
三
一
頁
）、
正
邪
の
感
覚
は
、
理
性
で
は
な
く
、「
個
別
事
例
の
経
験
」
に
由
来
す
る
。

た
し
か
に
、
理
性
は
、
経
験
か
ら
一
般
的
準
則
を
「
帰
納
」
し
、「
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
あ
る
」（V

II.iii.2
.6
.

（
下
）
三
四
六
頁
）。
し
か
し
、
正
邪
の
感
覚
の
源
泉
は
、「
帰
納
」
と
い
う

論
理
的
操
作
で
は
な
く
、「
共
感
」
と
い
う
社
会
的
経
験
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
築
さ
れ
る
「
道
徳
学
上
の
一
般
的
準
則
」
に
払

う
配
慮
が
「
義
務
の
感
覚
」
で
あ
る
（III.5

.1
.

（
上
）
三
三
六
頁
）。

ス
ミ
ス
は
、『
感
情
論
』
第
7
部
の
学
説
史
で
、
正
邪
の
認
識
方
法
を
「
自
己
愛
」、「
理
性
」、「
道
徳
感
覚
」、「
共
感
」
に
分
類
す
る

（V
II.i.4

.

（
下
）
二
二
一－

二
頁
）。
こ
の
う
ち
、「
理
性
」
は
、「
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

六
〇
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示
す
」
と
い
わ
れ
、
正
邪
と
真
偽
の
判
定
方
法
に
差
を
設
け
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
い
う
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
は
、「
理

性
」
に
属
す
る
。
実
際
、「
道
徳
的
確
実
性
」
は
、
数
学
的
確
実
性
と
は
異
な
り
社
会
的
関
係
に
か
か
わ
る
が
、
真
偽
の
問
題
と
同
列
に

扱
わ
れ
る
。
再
掲
す
る
つ
ぎ
の
文
章
で
は
、
道
徳
的
義
務
が
論
理
的
必
然
性
と
同
じ
次
元
で
語
ら
れ
て
い
る
（
124
）。「
こ
の
種
の
確
実
性
﹇
道

徳
的
確
実
性
﹈
に
背
い
て
行
動
す
る
人
は
、
野
方
図
に
映
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
形
而
上
学
的
あ
る
い
は
幾
何
学
的
確
実
性

に
背
く
か
の
よ
う
に
、
本
当
に
野
方
図
で
あ
る
だ
ろ
う
（
125
）。」（﹇

﹈
は
引
用
者
）
た
し
か
に
、「
気
風
と
ふ
る
ま
い
」
に
関
す
る
意
見
は
、

時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
そ
の
「
蓋
然
性
」
も
「
道
徳
的
確
実
性
」
に
な
り
、
つ
い
に
は
「
数
学
的
確
実
性
」
に
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

よ
り
長
い
時
間
の
試
練
を
経
た
関
係
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
期
待
が
社
会
に
浸
透
す
れ
ば
、
実
現
す
る
「
確
率
」
も
高
ま
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
確
率
が
い
か
に
上
昇
し
、
ほ
と
ん
ど
「
幾
何
学
的
確
実
性
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
、「
義
務
の
感
覚
」
に
は
至
ら
な
い
。
そ
こ
に
「
共

感
」
と
い
う
人
間
の
本
性
に
根
ざ
す
社
会
的
経
験
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四

ま
と
め
と
追
補

『
感
情
論
』
第
5
部
で
は
、
環
境
道
徳
が
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
由
来
す
る
環
境
適
応
原
理
に
よ
っ
て
立
論
さ
れ
た
。
こ
の
原
理
は
、
独
自
な

「
適
切
さ
」
の
源
泉
で
あ
り
、
法
学
的
区
分
に
対
応
す
る
二
つ
の
慣
習
規
範
を
形
成
す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般

的
類
型
」
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
「
特
定
慣
行
」
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
こ
れ
ら
を
区
分
す
る
基
準
を
明
ら
か
に
し
な
い
が
、
前
章
の

議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
に
よ
り
認
識
さ
れ
る
「
道
徳
的
確
実
性
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
特
定
慣
行
」
は
、「
一
般

的
慣
習
」
よ
り
「
道
徳
的
確
実
性
」
が
低
く
、
子
捨
て
の
実
践
は
、
未
開
社
会
に
広
が
る
け
れ
ど
も
特
定
慣
行
に
と
ど
ま
り
、「
道
徳
的
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確
実
性
」
が
高
ま
っ
て
「
一
般
的
規
準
」
に
昇
格
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
文
明
化
と
い
う
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、「
ふ
る
ま
い
・

人
柄
の
一
般
的
類
型
」
と
と
も
に
、
特
定
慣
行
の
あ
り
か
た
も
変
化
す
る
た
め
、
も
は
や
文
明
社
会
で
は
子
捨
て
に
緊
急
避
難
の
「
特
権
」

は
付
与
さ
れ
な
い
。

ⅰ
�
自
然
法
の
適
用
に
お
け
る
「
寛
容
」

特
定
慣
行
は
、
以
上
の
制
約
に
服
し
な
が
ら
も
、
慣
習
規
範
で
あ
る
か
ぎ
り
、
法
的
実
践
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
は
た
す
。
す
で
に

見
た
よ
う
に
、
子
捨
て
は
、
責
任
を
阻
却
す
る
緊
急
避
難
で
あ
っ
た
（
本
稿
二
⑵
ⅰ
�）。
公
平
な
観
察
者
は
、
正
義
の
内
容
を
適
切
に
認

識
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
般
の
事
情
か
ら
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
事
案
に
適
用
し
な
い
。
し
か
し
、
自
然
法
を
厳
格
に
適
用
し
な
け
れ
ば

「
不
規
則
性
」
が
生
ず
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
不
規
則
性
」
は
、『
感
情
論
』
第
2
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
で
詳
し
く
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
運
」（
偶
然
）
に
よ
っ

て
生
じ
る
「
不
規
則
性
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
ス
ミ
ス
は
、
無
過
失
責
任
を
論
じ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
過
失
が
な
い
の
に
他
人
に

危
害
を
加
え
て
し
ま
っ
た
と
き
、
加
害
者
は
賠
償
責
任
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
加
害
者
は
、
人
並
み
の
「
予
見
注
意
力
」（
慎
慮
）
を
使
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
危
害
の
発
生
は
「
運
」
が
悪
か
っ
た
せ
い
で
あ
る
。

内
心
の
意
図
に
落
ち
度
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
責
任
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
自
然
法
の
適�

用�

の
修
整
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
公
平
な
観
察
者
は
、
被
害
者
の
憤
り
が
不
当
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
憤
り
を
加
害
者
に

ぶ
つ
け
る
こ
と
に
寛
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
憤
り
を
加
害
者
に
ぶ
つ
け
な
い
子
捨
て
の
例
と
対
照
的
で
あ
る
が
、
自
然
法
の
適
用
の
修
整

と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
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落
ち
度
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
彼
と
ほ
か
の
見
物
人
の
あ
い
だ
に
分
け
隔
て
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
彼
は
、
世
人
す
べ
て
の
な
か
か

ら
こ
う
し
て
選
び
出
さ
れ
て
、
他
人
の
不
運
に
対
し
て
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
被
害
者
の
憤
り
は
不
当
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
に
、公
平
な
観
察
者
で
さ
え
も
、そ
の
憤
り
を
多
少
は
大
目
に
み
よ
う
と
感
じ
る（feelsom

e
indulgence

）

か
ら
こ
そ
、
き
っ
と
こ
の
負
担
は
彼
に
押
し
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。（II.iii.2

.10
.

（
上
）
二
七
〇－

一
頁
）

た
だ
し
、
そ
の
修
整
の
し
か
た
に
は
ち
が
い
が
あ
る
。
子
捨
て
の
場
合
は
、
特
定
慣
行
と
し
て
認
め
ら
れ
、
特
権
が
付
与
さ
れ
る
。
一

方
、
無
過
失
責
任
の
場
合
は
、
公
平
な
観
察
者
が
「
不
当
な
憤
り
」
を
「
大
目
に
み
て
」
賠
償
責
任
を
認
め
る
が
、
こ
れ
も
特
権
付
与
の

一
種
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
修
整
が
、「
け
が
れ
」
と
い
う
非
合
理
的
で
異
教
的
な
感
覚
へ
の
応
答
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。「
情

け
深
い
人
が
偶
然
、
し
か
も
非
難
に
値
す
る
過
失
は
ひ
と
つ
も
な
い
の
に
、
他
人
の
死
の
原
因
に
な
っ
た
場
合
、
有�

罪�

と�

は�

感�

じ�

ま�

せ�

ん�

が�

、�

け�

が�

れ�

た�

身�

の�

上�

で�

あ�

る�

と�

感�

じ�

ま�

す�

。」（II.iii.3
.4
.

（
上
）
二
七
七
頁
）
こ
の
感
覚
は
、
古
代
の
宗
教
に
も
近
代
の
演
劇
に
も
見
ら

れ
（II.iii.3

.4
－5
.

（
上
）
二
七
七－

八
頁
）、
一
定
の
状
況
で
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
に
起
こ
る
心
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
け
が
れ

の
感
覚
」
が
加
害
者
に
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
は
「
有
罪
の
感
覚
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
不
当
な
憤
り
」
へ
の
「
寛

容
」（
共
感
で
は
な
い
）
が
多
少
と
も
成
り
立
つ
（
126
）。

「
子
捨
て
」
の
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
や
、
予
測
不
可
能
な
事
故
の
無
過
失
に
対
す
る
上
記
の
処
理
は
、
人
間
社
会
の
法
的
実
践
が

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
競
合
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
127
）。
た
し
か
に
、
限
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
故
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
を

許
し
た
り
、
無
過
失
を
責
め
た
り
す
る
こ
と
は
人
間
の
善
良
な
倫
理
観
に
反
す
る
。
こ
の
善
良
な
人
間
の
良
心
を
な
ぐ
さ
め
る
の
が
決
疑

論
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
学
は
、
法
規
範
の
解
釈
と
適
用
に
よ
る
権
利
義
務
関
係
の
処
理
に
か
か
わ
る
。「
法
学
の
目
的
は
、
裁

判
官
や
仲
裁
人
が
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
す
る
ふ
る
ま
い
の
た
め
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に
準
則
を
規
定
す
る
こ
と
で
す
。」（V

II.iv.8
.

（
下
）
三
七
二
頁
）
（
128
）。
上
記
の
場
合
、
法
学
の
関
心
は
、
特
定
慣
行
に
基
づ
き
、
監
護
権
の

放
棄
を
容
認
し
て
親
を
免
責
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
無
辜
の
被
害
者
が
感
じ
る
憤
り
に
基
づ
き
、
加
害
者
の
賠
償
責
任
を
容
認
し
て

被
害
を
救
済
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ⅱ
�
慣
習
原
理
の
機
能
不
全

「
子
捨
て
」
の
責
任
を
阻
却
す
る
こ
と
は
、
慣
習
原
理
が
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
規
範
を
形
成
す
る
場
合
の
処
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
な

ん
ら
か
の
理
由
で
慣
習
原
理
が
機
能
不
全
に
な
れ
ば
、
慣
習
は
陋
習
と
化
し
、
自
然
法
（
正
義
）
に
よ
る
検
証
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
結

果
に
よ
っ
て
は
、
慣
習
規
範
が
自
然
法
と
両
立
す
る
と
い
う
推
定
は
く
つ
が
え
る
。
以
下
で
は
、
慣
習
原
理
が
機
能
不
全
に
陥
る
例
を
い

く
つ
か
見
て
お
き
た
い
（
129
）。

ス
ミ
ス
は
、『
法
学
講
義
』
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
を
高
く
評
価
す
る
。
以
下
の
記
述
は
、
す
で
に
み
た
「
気
風
の
類
型
は
各
国
民
の

境
遇
に
似
つ
か
わ
し
く
、
人
間
の
道
徳
感
情
は
ゆ
が
め
ら
れ
な
い
」（V

.2
.13
.

（
下
）
八
八－

九
頁
）
と
い
う
論
理
の
適
例
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
が
ひ
と
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
さ
れ
た
の
は
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
の
学
説
彙
纂
が
発
見
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
が
確
立
さ
れ
、
そ
の
裁
判
手
続
が
相
当
堅
固
に
確
定
さ
れ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
か
の
裁
判
所
が
設
置

さ
れ
る
以
前
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
と
教
会
法
が
と
も
か
く
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
の
法
は
、
そ
れ
ら
の
法
か
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
か
の
国
民
の
法
か
ら
も
借
用
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
ま
た
、
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
、
比
較
的
世�

人�

の�

自�

然�

な�

感�

情�

に�

基�

づ�

い�

て�

形�

成�

さ�

れ�

た�

の
だ
か
ら
、
ほ
か
の
法
よ
り
も
理
論
家
の
注
目
に
値

す
る
（
130
）。（
傍
点
は
引
用
者
）
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
大
陸
法
の
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
た
め
、
国
民
固
有
の
環
境
が
保
持
さ
れ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
「
気
風

の
類
型
」、「
ふ
る
ま
い
・
人
柄
の
一
般
的
類
型
」
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
基
礎
を
お
く
規
範
の
一
部
が
、
国
王
裁
判
所
に
よ
っ

て
法
と
し
て
確
定
さ
れ
、「
一
般
的
慣
習
」
で
あ
る
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
慣
習
法
の
根
底
に
あ
る
「
世
人
の
自
然

な
感
情
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
「
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
」
と
い
え
よ
う
が
、「
人
間
の
道�

徳�

感
情
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
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

つ
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
な
い
」（V

II.iv.36
.

（
下
）
三
九
九
頁
）
と
い
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
権
威
あ
る
記
録
や
証
言
で
あ
っ
て
も
「
自
然
的
正
義
」
と
の
適
合
は
推
定
に
と
ど
ま
る
。

し
か
し
、
慣
習
原
理
が
う
ま
く
機
能
せ
ず
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
場
合
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
独
自
の
環
境
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
と
述
べ
た
あ
と
、
そ
の
不
完
全
性
に
言
及
し
、
こ
れ
を
補
完
す
る
エ
ク
ィ
テ
ィ
（
衡

平
）
に
つ
い
て
説
明
す
る
（
131
）。
そ
の
背
景
に
は
、「
生
産
技
術
と
交
易
の
発
展
に
伴
い
、
今
ま
で
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
訴
訟

が
多
く
発
生
し
た
。
し
か
し
、
法
の
不
整
備
の
た
め
に
人
び
と
は
救
済
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
困
っ
て
い
た
（
132
）。」と
い
う
事
情
が
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
、
硬
直
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
手
続
を
修
正
す
る
大
法
官
府
が
か
つ
て
「
良
心
の
裁
判
所
」
と
よ
ば
れ
た
こ
と
も
ふ
ま
え
、
エ

ク
ィ
テ
ィ
に
よ
る
救
済
に
注
目
し
た
（
133
）。

慣
習
原
理
が
機
能
し
な
い
例
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
ス
ミ
ス
は
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
と
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
を
比
べ
な
が
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

い
く
つ
か
の
都
市
に
見
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
無
秩
序
と
混
乱
の
大
き
な
源
泉
は
、
概
し
て
、
多
く
の
家
来
と
食
客
を
召
し
か
か
え
る
慣

習
で
あ
る
。
ま
た
、
国�

民�

の�

安�

全�

を
保
持
す
る
の
は
、
国
内
行
政
の
規
制
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
な
る
べ
く
下
僕
と
食
客
を
国

民
の
中
に
有
し
な
い
と
い
う
慣
習
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
わ
れ
わ
れ
は
是
認
で
き
る
。
依
存
ほ
ど
、
心
を
腐
敗
・
衰
弱
・
劣
化
さ
せ
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る
も
の
は
な
く
、
自
由
と
独
立
ほ
ど
、
信
義
を
表
す
気
高
く
高
潔
無
私
な
発
想
を
与
え
る
も
の
は
な
い
。
商�

業�

は
、
こ
の
慣
習
を
予

防
す
る
ひ
と
つ
の
強
力
な
手
段
で
あ
る
。（
傍
点
は
引
用
者
）
（
134
）

グ
ラ
ス
ゴ
ウ
で
は
封
建
的
慣
習
は
消
え
た
が
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
は
残
存
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ス
ミ
ス
は
対
策
と
し
て
、「
国

内
行
政
の
規
制
」、
つ
ま
り
、
制
定
法
よ
り
も
、「
商
業
」
の
発
展
と
い
う
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
人
び
と
の
心
を
刺
激
し
、
慣
習
の
変
遷

を
促
そ
う
と
す
る
（
135
）。
こ
こ
で
も
、
自
然
法
に
よ
る
慣
習
の
検
証
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
民
の
安
全
」
は
、
権
利
の
保
障

で
あ
り
、「
正
義
」
の
実
現
で
あ
る
。
山
﨑
教
授
に
よ
る
と
、
商
業
社
会
（
契
約
に
よ
っ
て
財
産
権
を
交
換
す
る
社
会
）
に
お
け
る
「
交

換
的
正
義
」
は
、
司
法
制
度
を
前
提
に
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
び
と
に
物
質
的
な
ゆ
た
か
さ
と
誠
実
な
性
格
を
与
え
、「
国
民
の
安
全
」

を
強
化
す
る
（
136
）。

『
感
情
論
』（
6
版
）第
3
部
で
追
加
さ
れ
た「
諸
国
民
の
法
」の
記
述
に
は
、
慣
習
原
理
の
機
能
不
全
に
対
す
る
厳
し
い
見
方
が
あ
る
。

諸
国
民
の
法
は
、
慣
習
法
と
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
条
約
を
基
礎
に
文
明
国
の
あ
い
だ
に
発
展
し
た
法
規
範
で
あ
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、

文
明
化
と
と
も
に
、
情
け
深
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
そ
う
で
は
な
い
（
137
）。

不
正
き
わ
ま
り
な
い
戦
争
で
、
罪
が
あ
る
の
は
主
権
者
・
支
配
者
だ
け
な
の
が
ふ
つ
う
で
あ
り
、
臣
民
に
は
ほ
と
ん
ど
常
に
一
点
の

落
ち
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な
の
に
、
交
戦
国
に
都
合
が
よ
け
れ
ば
い
つ
で
も
、
無
抵
抗
の
市
民
の
財
産
は
陸
上
・
海
上
で
没
収

さ
れ
、
彼
ら
の
土
地
は
草
一
本
残
ら
ず
踏
み
荒
ら
さ
れ
、
家
屋
は
焼
か
れ
、
彼
ら
自
身
も
、
身
の
程
知
ら
ず
に
い
さ
さ
か
で
も
抵
抗

す
れ
ば
、
殺
害
さ
れ
た
り
、
捕
虜
と
し
て
連
行
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
こ
ん
な
行
い
す
べ
て
が
、
い
わ
ゆ
る
諸
国
民
の
法
の
一
字
一
句

に
完
全
に
合
致
し
て
い
る
の
で
す
。（III.3

.42
.

（
上
）
四
四
六
頁
）
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こ
う
し
た
法
の
現
状
に
対
す
る
評
価
は
、「
諸
国
民
の
法
自
体
、
そ
の
大
部
分
は
、
だ
れ
に
で
も
わ
か
る
き
わ
め
て
明
白
な
正
義
の
準

則
す
ら
ほ
と
ん
ど
顧
み
な
い
条
規
で
す
。」（III.3

.42
.

（
上
）
四
四
六
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
自
然
法
の
観
点
か
ら
国
際
法
が
批
判
さ

れ
て
い
る
。

ⅲ
�
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
慣
習
原
理
が
機
能
せ
ず
、
環
境
に
ふ
さ
わ
し
い
規
範
を
形
成
で
き
な
い
場
合
、
慣
習
規
範
は
、
自
然
法
に
よ
っ
て
検

証
さ
れ
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
慣
習
原
理
が
機
能
不
全
に
陥
る
時
点
を
見
極
め
ら
れ
る
の
か
。『
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
で
は
「
祖

国
愛
」に
ふ
た
つ
の
原
理
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
伝
統
的
な
国
制
の
権
威
に
対
す
る
尊
重
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

同
類
市
民
の
安
全
と
厚
生
へ
の
願
望
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、「
党
派
が
争
い
、
秩
序
が
乱
れ
る
時
代
」
に
は
対
立
す
る
（V

I.ii.2
.11

－12
.

（
下
）
一
三
九－

四
〇
頁
）。
な
ら
ば
、
慣
習
の
機
能
不
全
が
疑
わ
れ
る
の
は
、
同
類
市
民
の
安
全
と
厚
生
が
多
少
と
も
脅
か
さ
れ
る
状
況
下

で
あ
ろ
う
。
先
に
見
た
三
つ
の
例
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
慣
習
は
、
環
境
に
応
じ
て
多
様
な
「
型
」
に
よ
る
性
格
形
成
の
原
理
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
教
育
」
に
か
か
わ
る
。
た

と
え
ば
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
革
命
後
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
治
下
の
教
育
で
は
、「
少
々
の
放
ら
つ
」
を
身
に
つ
け
て
「
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
で
あ

る
が
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
で
な
い
」
こ
と
を
証
明
す
る
の
が
「
流
行
」
で
あ
っ
た
（V

.2
.3
.

（
下
）
六
六
頁
）。
ま
た
、「
英
雄
の
不
屈
の
強
靭
な

意
志
は
、
野
人
な
ら
だ
れ
し
も
祖
国
の
慣�

習�

と�

教�

育�

に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
一
方
、
文
明
社
会
に
生
き
る
べ
く
育
て
ら
れ
る
人
び
と
に
は

要
求
さ
れ
ま
せ
ん
。」（V

.2
.10
.

（
下
）
八
二
頁
）（
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
短
期
的
あ
る
い
は
中
長
期
的
な
適
応
学

習
の
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
教
育
は
、
社
会
の
環
境
に
適
応
す
る
学
習
だ
け
で
十
分
な
の
か
と
い
う
問
題
が
、
と
り
わ
け
社
会
的
価
値
の
転
換
期
に
は
生

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）

82（332）

六
七



ず
る
。
慣
習
や
流
行
に
左
右
さ
れ
な
い
教
育
は
ど
の
よ
う
な
「
型
」
に
よ
る
べ
き
か
（
138
）。『
感
情
論
』
第
5
部
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
解

答
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
書
の
初
版
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
を
経
て
、
新
た
な
性
格
形
成
論
が
構
想
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
（
139
）。

（
1
）
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
こ
の
箇
所
を
ス
ミ
ス
の
学
説
全
体
の
「
要
約
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ゴ
ル
ド
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

生
涯
と
著
作
』（
福
鎌
忠
恕
訳
、
一
九
八
四
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
三
二
頁
。

（
2
）
『
道
徳
感
情
論
』の
テ
キ
ス
ト
は
、Adam

Sm
ith

（2002

）The
Theory

ofM
oralSentim

ents,
K
nud

H
aakonssen

（ed.

）,C
am
bridge

U
niversity

Press

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

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

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

あ
る
。

（
3
）
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
倫
理
学
』
増
補
改
訂
版
（
二
〇
一
七
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
二
八
六
頁
。

（
4
）
新
村
聡
『
経
済
学
の
成
立
―
―
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
近
代
自
然
法
学
―
―
』（
一
九
九
四
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
三
二
五
頁
。

（
5
）
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
前
掲
注
（
1
）、
三
五
頁
。
ち
な
み
に
、
道
徳
感
情
の
不
規
則
性
を
論
じ
た
第
2
部
セ
ク
シ
ョ
ン
3
も
同
様
の
評
価
で
あ
る
。

（
6
）
ス
ミ
ス
は
、
文
人
を
一
定
の
環
境
条
件
―
―
公
衆
と
の
関
係
―
―
に
照
ら
し
て
、
い
わ
ば
理
系
と
文
系
の
文
人
集
団
に
二
分
し
、
そ
の
一
方
の
集
団
の

「
全
体
の
特
徴
」
を
こ
の
よ
う
に
記
述
し
た
。
こ
の
部
分
は
、
6
版
で
第
3
部
に
追
加
さ
れ
た
。

（
7
）H

.J.B
itterm

ann,
“A
dam

Sm
ith’s

Em
piricism

and
the

Law
of
N
ature,

Parts
I-II”,

in
Adam

Sm
ith

C
ritical

Assessm
ents,

ed.
B
y
J.

C
unningham

W
ood,

vol.1
,1984

,
p.206

.

こ
こ
で
ビ
ッ
タ
ー
マ
ン
教
授
が
問
題
に
す
る
社
会
的
理
想
と
は
、「
す
べ
て
の
統
治
体
制
は
、
そ
の
も
と

で
暮
ら
す
人
び
と
の
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
の
大
小
に
即
し
て
の
み
、
そ
の
価
値
が
測
ら
れ
ま
す
。」（IV

.1
.11
.

（
下
）
二
六
頁
）
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
幸

福
」
で
あ
り
、「
社
会
の
一
般
的
利
益
」
で
あ
る
。

（
8
）
内
田
義
彦
「
作
品
と
し
て
の
社
会
科
学
」『
内
田
義
彦
著
作
集
第
八
巻
』（
一
九
八
九
年
）
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
一
五
頁
。

（
9
）
山
﨑
怜
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
』（
二
〇
〇
五
年
）
研
究
社
、
七
四－

九
頁
。
ス
ミ
ス
の
観
察
者
理
論
を
端
的
に
示
す
文
例
と
し
て
以
下
。「
共
感
感
情

六
八
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（sym
pathy

）
が
湧
き
上
が
る
の
は
、
情
念
に
目
を
向
け
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
情
念
を
搔
き
た
て
る
境
遇
（situation

）
に
目
を
向
け

る
か
ら
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
他
人
を
前
に
し
て
、
そ
の
当
人
自
身
に
は
ま
る
で
感
じ
る
能
力
が
な
い
と
思
わ
れ
る
情
念
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
当
人
の
胸
に
は
彼
が
置
か
れ
た
現
実
か
ら
情
念
が
湧
か
な
く
て
も
、
わ
た
し
た
ち
は
当
人
の
状
況
（case

）
に
わ
が
身
を
置
く
と
、
わ
が
胸

に
想
像
力
（im

agination

）
か
ら
そ
の
情
念
が
湧
く
か
ら
で
す
。」（I.i.1

.10
.

（
上
）
三
一－

二
頁
）

（
10
）
近
代
化
の
過
程
で
、
国
家
制
定
法
が
強
力
な
評
価
基
準
に
な
る
一
方
、
ほ
か
の
評
価
基
準
が
マ
ー
ジ
ナ
ル
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

現
代
に
お
い
て
さ
え
、
国
家
制
定
法
と
い
え
ど
も
、
行
為
の
ほ
か
の
評
価
基
準
を
完
全
に
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ス
ミ
ス
は
い
わ
ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
祖
国
愛
を
論
じ
る
一
方
（V

I.ii.2
.3

〜4.

（
下
）
一
三
二－

五
頁
）、
国
家
を
構
成
す
る
中
間
団
体
の
多
様
性
と
独
自
性
を
認
め
て
い
る
（V

I.ii.2
.7

〜10
.

（
下
）一
三
七－

九
頁
）。
そ
こ
に
制
度
と
し
て
の
多
元
主
義
を
見
る
の
が
、J.R

.W
einstein

（2013

）Adam
Sm
ith’s

Pluralism
,
Rationality,

Education,
and

the
M
oralSentim

ents,
Y
ale
U
.P.pp.22

－3
.

（
11
）
「
わ
た
し
た
ち
は
、『
職
業
や
暮
ら
し
ぶ
り
が
違
え
ば
、
そ
こ
に
違
っ
た
気
風
を
是
認
す
べ
し
』
と
慣
習
か
ら
教
わ
り
ま
す
が
、
そ
ん
な
気
風
が
か
か
わ

る
の
は
、
き
わ
め
て
大
切
な
事
柄
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
わ
れ
る
と
き
、「
き
わ
め
て
大
切
な
事
柄
」
と
は
、
う
そ
を
つ
か
な
い
こ
と
と

正
義
を
守
る
こ
と
で
あ
る
が
（V

.2
.13
.

（
下
）
八
七
頁
）、
こ
れ
ら
は
、
よ
り
一
般
的
な
行
為
規
範
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
12
）
「
現
実
の
限
定
を
踏
み
越
え
よ
う
と
す
る
啓
蒙
主
義
の
普
遍
性
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
間
的
、
場
所
的
に
制
約
さ
れ
た
現
実
へ
の
拘
泥
と
い
う

特
殊
性
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
こ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
普
遍
化
、
一
般
化
へ
の
動
き
は
、
こ
の
時
代
の
思
想
家
た
ち
一
人
一
人
を

特
徴
づ
け
て
お
り
、
…
」
と
い
う
評
言
は
ス
ミ
ス
に
も
当
て
は
ま
る
。
矢
崎
光
圀
『
法
思
想
史
』（
一
九
八
一
年
）
日
本
評
論
社
、
第
三
章
「
法
思
想
史

に
お
け
る
自
然
と
慣
習
」、
一
五
六－

七
頁
。

（
13
）
ス
ミ
ス
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
一
人
の
人
間
、
ま
た
同
様
に
一
頭
の
馬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
美
醜
の
ゆ
え

に
、
き
れ
い
で
あ
っ
た
り
、
み
ぐ
る
し
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
が
他
の
人
間
に
、
そ
の
馬
が
他
の
馬
に
似
て
い
る
か
い
な
い
か
に
は
関
係
が

な
い
。」
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
模
倣
芸
術
に
つ
い
て
」『
哲
学
論
文
集
』（
水
田
洋
ほ
か
訳
、
一
九
九
九
年
）
所
収
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
五
一
頁
。

（
14
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』（
水
田
洋
・
松
原
慶
子
訳
、
二
〇
〇
四
年
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
五
九
頁
。

（
15
）
ス
ミ
ス
上
掲
書
、
七
一
頁
。

（
16
）
グ
ラ
ス
ゴ
ウ
版
の
『
感
情
論
』
巻
末
に
よ
る
と
、
第
5
部
で
の‘style’

は
4
版
以
降
で
あ
り
、
3
版
ま
で
は‘stile’

と
な
っ
て
い
る
が
、
第
1
部
で
「
風

采
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
（I.ii.3

.8
.

（
上
）
九
八
頁
）
は
6
版
ま
で
変
わ
ら
ずstile

と
な
っ
て
い
る
。A

dam
Sm
ith

（1984

）The
Theory

ofM
oralSentim

ents,
eds.,

D
.D
.R
aphael&

A
.L.M

acfie,
Liberty

Fund,
pp.364

,367
.

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）

80（330）

六
九



（
17
）
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
自
然
法
学
：
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
経
済
学
の
生
誕
』（
一
九
八
八
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
三
一
四－

五
頁
。
山
﨑

教
授
は
、「
第
5
部
は
本
来
、
徹
頭
徹
尾
の
非
歴
史
的
方
法
に
よ
っ
て
抽
象
か
ら
具
体
へ
と
叙
述
す
るTM

S

初
版
が
こ
ん
ど
は
逆
に
徹
頭
徹
尾
、
歴
史
的

方
法
た
る
正
義
論
の
「
法
学
」
を
目
前
に
し
て
、
時
間
の
具
体
化
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
箇
所
と
お
も
わ
れ
る
。」
と
い
う
。
山
﨑
前
掲
注
（
9
）、

九
二
頁
。

（
18
）
田
中
上
掲
書
、
三
〇
九－

一
〇
頁
。

（
19
）
田
中
上
掲
書
、
三
一
五
頁
。

（
20
）
田
中
上
掲
書
、
三
一
五
頁
。

（
21
）
新
村
前
掲
注
（
4
）、
一
九
五－

六
頁
。

（
22
）
新
村
上
掲
書
、
一
九
六
頁
。

（
23
）
新
村
上
掲
書
、
一
九
六－
七
頁
。

（
24
）
新
村
上
掲
書
、
一
九
六－

七
頁
。

（
25
）
鈴
木
信
雄
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
知
識＝

社
会
哲
学
』（
一
九
九
二
年
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
九
頁
。

（
26
）
鈴
木
上
掲
書
、
二
〇
一
頁
。

（
27
）
鈴
木
上
掲
書
、
二
〇
二
頁
。

（
28
）
田
中
前
掲
注
（
17
）、
三
一
一
頁
。

（
29
）
田
中
上
掲
書
、
三
〇
九
頁
。

（
30
）
特
定
自
然
法
と
い
う
見
方
は
、「
文
明
社
会
を
頂
点
と
す
る
各
段
階
が
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
「
自
然
」
に
即
し
た
法
・
慣
習
を
も
つ
と
の
特
定
自
然
法

観
」
と
も
い
わ
れ
る
。
田
中
正
司
『
経
済
学
の
生
誕
と
「
法
学
講
義
」』（
二
〇
〇
三
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
一
五
五
頁
。

（
31
）
田
中
英
夫
編
集
代
表
『
英
米
法
辞
典
』‘custom

’

の
項
目
二
二
四
頁
、‘particular

custom
’

の
項
目
六
二
四
頁
、‘usage’

の
項
目
八
八
六
頁
参
照
。
イ

ギ
リ
ス
中
世
に
お
い
て‘com

m
on
law
’

の
語
は
、
普
遍
教
会
の
一
般
的
な
通
常
の
法
を
、
個
々
の
地
方
教
会
に
特
有
な
ル
ー
ル
と
教
皇
の
特
権
か
ら
区

別
す
る
た
め
に
教
会
法
学
で
用
い
ら
れ
た
が
、
世
俗
の
裁
判
所
で
も
、
王
国
の‘com

m
on
law
’

を
、
制
定
法
、
国
王
の
特
権
、
地
方
慣
習
か
ら
区
別
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。Sir

F.Pollock
&
F.W

.M
aitland

（1968
）The

H
istory

of
English

Law
:
Before

the
Tim
e
of
Edw

ard
I,

vol.1
,
C
am
bridge

U
.P.,

pp.176
－6
.

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
」
も
「
慣
習
の
総
体
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
そ
れ

と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
が
、
ロ
ー
マ
法
や
教
会
法
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。
ス
テ
ア
ー
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
編
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
法
史
』（
戒
能
通
厚
、
松
平

七
〇
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紘
、
角
田
猛
之
編
訳
、
一
九
九
〇
年
）
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
巻
末
「
事
項
英
和
索
引
・
用
語
解
説‘C

om
m
on
law

of
Scotland’

一
七－

八
頁
。

（
32
）
上
掲
書
、
五
七
九
頁
。
緊
急
避
難
で
は
ほ
か
の
方
法
が
選
択
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
方
法
が
自
己
保
存
に
「
役
立
つ
」
と
し
て
も
、
そ
こ
に
功
利
計
算

を
す
る
余
裕
は
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
が
「
公
共
的
効
用
」（public

utility

）
に
よ
っ
て
子
捨
て
を
説
明
し
た
こ
と
は
見
当
違
い
で
あ
る
（V

.2
.15
.

（
下
）
九
〇－

一
頁
）。

（
33
）
こ
の
箇
所
を
ピ
ッ
ツ
教
授
は
「
共
感
」
と
理
解
す
る
。J.Pitts

（2005

）A
Turn

to
Em
pire,

the
Rise

ofIm
perialLiberalism

in
Britain

and
France,

Princeton
U
.P.,

p.48
.

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
公
平
な
観
察
者
が
遺
棄
さ
れ
た
子
に
よ
せ
る
共
感
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
り
、「
幼
子
が
い
た
い
け

で
、
あ
ど
け
な
く
、
い
と
お
し
い
こ
と
を
思
え
ば
、
敵
だ
っ
て
い
た
わ
り
の
気
も
ち
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
年
端
も
ゆ
か
ぬ
子
ど
も
さ

え
容
赦
し
な
い
の
は
、
激
高
す
る
残
忍
な
征
服
者
が
逆
上
の
果
て
に
よ
う
や
く
な
し
う
る
所
業
と
考
え
ら
れ
ま
す
。」（V

.2
.15
.

（
下
）
八
九
頁
）
と
い
う
判

断
が
ど
う
い
う
視
点
か
ら
下
さ
れ
る
の
か
「
あ
い
ま
い
」
だ
と
い
わ
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。Ibid

.,
p.49

.

（
34
）
田
中
前
掲
注
（
17
）、
三
〇
一
頁
。

（
35
）K

.H
aakonssen

（2006

）“Introduction”,
in
The

C
am
bridge

C
om
panion

to
Adam

Sm
ith,

C
am
bridge

U
.P.,

p.9
.

（
36
）
こ
の
文
章
に
つ
づ
け
て
、
職
業
軍
人
の
気
風
が
考
察
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
観
察
者
理
論
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
例
証
で
あ
る
（V

.2
.6
.

（
下
）
七
二－

五
頁
）。
ま
た
、「﹇
特
定
の
社
会
集
団
に
固
有
な
﹈
こ
の
特
徴
の
形
成
に
は
、
あ
る
種
の
観
察
さ
れ
ざ
る
事
情
が
し
ば
し
ば
介
在
し
て
お
り
、
も
し
こ
の
事

情
に
着
目
す
れ
ば
、
業
種
ご
と
に
割
り
あ
て
る
べ
し
と
慣
習
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
人
柄
で
も
、
そ
こ
に
慣
習
か
ら
独
立
し
た
適
切
さ
﹇
慣
習
と
無
関
係
な

適
正
﹈
が
あ
る
と
判
明
す
る
で
し
ょ
う
。」（V

.2
.13
.

（
下
）
八
七－

八
頁
）（﹇

﹈
は
引
用
者
）
と
い
う
文
章
は
仮
定
法
で
書
か
れ
て
お
り
、
実
際
に
は
、「
観

察
さ
れ
ざ
る
事
情
」
が
社
会
集
団
に
固
有
な
「
人
柄
と
気
風
」
を
形
成
し
、
そ
こ
に
「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
が
推
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
37
）
も
ち
ろ
ん
、
卓
越
し
た
観
察
眼
を
必
要
と
し
な
い
単
な
る
事
実
の
考
察
に
よ
っ
て
気
風
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
る
。
ス
ミ
ス
は
社
会
を
世
代
の
観
点
か

ら
大
き
く
二
つ
の
集
団
に
分
類
し
て
、「
老
年
期
に
期
待
さ
れ
る
の
は
、
謹
厳
で
物
静
か
な
感
じ
で
す
。
こ
の
時
期
に
心
身
が
お
と
ろ
え
、
人
生
を
長
く

経
験
し
、
感
受
性
が
鈍
麻
す
る
せ
い
で
、
そ
ん
な
気
風
が
自
然
に
な
る
と
と
も
に
、
仰
ぎ
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。」（V

.2
.4
.

（
下
）
六
九

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ド
・
ケ
ー
ス
で
は
、「
慣
習
と
無
関
係
な
適
正
」
が
推
定
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

（
38
）
新
村
前
掲
注
（
4
）、
一
九
二－

三
、
一
九
六－

七
頁
。

（
39
）
新
村
上
掲
書
、
一
九
六
頁
。
ス
ミ
ス
は
同
じ
く
「
境
遇
の
必
然
性
」
と
し
て
習
慣
化
し
た
愛
着
を
論
じ
て
い
る
。（V

I.ii.1
.15
.

（
下
）
一
二
二
頁
）。

（
40
）
新
村
上
掲
書
、
一
九
六
頁
。

（
41
）
引
用
文
中
の
「
同
情
」（sym

pathy

）
を
「
共
感
」
と
解
せ
ば
、「
同
国
人
」＝

「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
に
生
き
る
公
平
な
観
察
者
」
と
な
り
、
②
の

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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解
釈
に
沿
う
。
し
か
し
、‘sym

pathy’

は
多
義
的
で
あ
り
、「
公
平
な
観
察
者
」
を
想
定
し
た
用
法
ば
か
り
で
は
な
い
。
本
稿
が
「
同
情
」
と
理
解
す
る
根

拠
は
以
下
の
通
り
。
未
開
社
会
の
人
び
と
は
、
お
そ
ら
く
「
胸
の
内
側
の
裁
判
官
に
訴
え
る
べ
く
習
慣
づ
け
ら
れ
て
き
た
人
」
で
は
な
い
素
朴
な
狩
猟
採

集
民
で
あ
り
、「
同
国
人
」（countrym

en

）
に
は
そ
の
響
き
が
あ
る
。
第
2
版
か
ら
5
版
に
は
、
良
心
の
法
廷
に
訴
え
ず
、「
世
間
の
奴
隷
」
に
と
ど
ま
る

人
び
と
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。Sm

ith,
supra

note2
,
p.152

.

ま
た
、‘artificial

sym
pathy’

（I.iii.1
.12

）,‘habitual
sym

pathy’

（V
I.ii.1

.4
－

8

）
と
い
っ
た
表
現
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
観
察
者
理
論
の
「
共
感
」
と
同
列
に
は
扱
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
42
）
新
村
前
掲
注
（
4
）、
一
九
六
頁
。

（
43
）
新
村
上
掲
書
、
三
二
七
頁
。
ス
ミ
ス
の
「
超
歴
史
的
な
」
大
局
的
視
座
は
、
む
し
ろ
6
版
の
新
6
部
に
顕
著
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
本
稿
四
ⅲ
�参
照
）。

（
44
）
鈴
木
前
掲
注
（
25
）、
二
〇
八－

九
頁
。
鈴
木
教
授
は
こ
の
引
用
の
ほ
か
にV

.2
.13

の
一
部
も
あ
わ
せ
て
引
用
し
て
い
る
。

（
45
）
鈴
木
教
授
の
議
論
で
は
、「
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
」
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
同
一
集
団
内
に
あ
っ
て
「
意
識
の
集
団
化
の
度
合
い
」
が
も
っ
と

も
薄
い
ス
ト
レ
ン
ジ
ャ
ー
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
あ
る
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
ゾ
ー
ン
を
超
え
る
」「
認
識
内
容
の
共
有
性
を
も
た
な
い
他
の
集
団
の
構
成

員
」
で
あ
る
。
鈴
木
上
掲
書
、
一
六
七
頁
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
後
者
で
あ
る
。

（
46
）
鈴
木
上
掲
書
、
二
一
〇
頁
。「
習
慣
的
雰
囲
気
」
は
『
哲
学
論
文
集
』
に
出
て
く
る
。
上
掲
書
、
二
〇
二
頁
。

（
47
）
鈴
木
上
掲
書
、
一
九
九
頁
。

（
48
）
鈴
木
上
掲
書
、
一
九
七－

八
頁
。

（
49
）
鈴
木
上
掲
書
、
三
四
頁
。
ま
た
、
上
掲
書
、
一
六－
二
〇
頁
参
照
。

（
50
）
鈴
木
上
掲
書
、
一
六
九
頁
。

（
51
）
鈴
木
上
掲
書
、
一
七
七
頁
。
こ
こ
で
い
う
「
一
般
的
形
態
」
は
、
本
稿
が
「
一
般
的
類
型
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
52
）
ク
ヌ
ー
ト
・
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
『
立
法
者
の
科
学
』（
永
井
義
雄
・
鈴
木
信
雄
・
市
岡
義
章
訳
、
二
〇
〇
一
年
）
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
〇
〇
頁
。

（
53
）Pitts,

supra
note33

,
p.50

.

（
54
）
ピ
ッ
ツ
教
授
に
よ
る
と
、「
ス
ミ
ス
は
、
人
間
の
自
然
本
性
の
同
質
性
と
基
本
的
な
方
正
さ
を
信
じ
て
い
た
の
で
、
特
定
の
慣
行
に
よ
っ
て
た
と
え
ど

ん
な
に
迷
わ
さ
れ
て
も
、
す
べ
て
の
社
会
の
人
び
と
は
、
節
度
あ
る
道
徳
的
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
一
般
的
に
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
が

あ
る
と
信
じ
て
い
た
。
…
だ
か
ら
こ
そ
、
ス
ミ
ス
は
文
化
的
差
異
を
寛
容
に
あ
つ
か
う
」。Ibid

.,
p.51

.

し
か
し
、
文
化
的
多
様
性
の
問
題
は
、
ス
ミ

ス
の
信
条
で
は
な
く
、
慣
習
と
自
然
法
の
論
理
的
関
係
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
55
）C

raig
Sm
ith

（2013

）Adam
Sm
ith’s

PoliticalPhilosophy
:
The

invisible
hand

and
spontaneous

order,
R
outledge.

七
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（
56
）Ibid

.,
pp.35

,47
.

（
57
）Ibid

.,
p.36

.
（
58
）Ibid

.,
pp.36

,45
.

（
59
）Ibid

.,
pp.35

,42
.

（
60
）Ibid

.,
pp.42

－3
.

（
61
）Ibid

.,
p.47

.

（
62
）Ibid

.,
pp.46

－7
.

（
63
）Ibid

.,
p.46

.

（
64
）
著
者
は
、『
国
富
論
』
に
み
ら
れ
る‘the

desire
of
bettering

our
condition’

を
参
照
し
て
、
第
5
部
に
「
進
歩
」＝

「
改
善
」
の
論
理
を
み
る
。Ibid

.,
p.59

.

し
か
し
、
こ
の
欲
望
は
、
む
し
ろ
『
感
情
論
』
第
4
部
の
欺
瞞
理
論
と
の
関
連
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
わ
た
し
た
ち
は
、
生
活
条
件
の
改

善
と
称
す
る
人
生
の
偉
大
な
目
的
に
よ
っ
て
ど
ん
な
福
利
を
得
る
つ
も
り
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
共
感
・
安
ら
ぎ
・
是
認
の
感
情
を
込
め
て
見
つ
め
ら

れ
、
注
目
さ
れ
、
関
心
を
示
し
て
も
ら
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
生
活
条
件
の
改
善
か
ら
引
き
出
そ
う
と
企
て
て
得
ら
れ
る
福
利
の
す
べ
て
で
す
。」

（I.iii.2
.1
.

（
上
）
一
二
九
頁
）

（
65
）Fonna

Form
an－B

arzila

（2010

）Adam
Sm
ith
and

the
C
ircles

ofSym
pathy,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.243
,253

.

（
66
）Ibid

.,
pp.229

,236
.

著
者
は
、
文
化
的
多
様
性
を
正
義
論
に
還
元
し
な
い
の
で
、
そ
の
並
立
に
困
難
を
感
じ
、「
わ
た
し
は
ス
ミ
ス
と
同
様
、
悩
め

る
個
物
論
者
（a

troubled
particularist

）
で
あ
る
」
と
言
う
。Ibid

.,
p.254

.

（
67
）H

aakonssen,
supra

note35
,
p.6
.

（
68
）
「
自
然
権
」
の
概
念
は
、
教
会
法
学
を
通
じ
て
一
二
世
紀
に
成
立
し
た
。B

.Tierney

（1997

）‘O
rigins

of
N
atural

R
ights

Language
:
Texts

and
C
ontexts,1150

－1250
’,
in
his
The

Idea
ofN

aturalRights,
W
m
B
.Eerdm

ans
Publishing

C
om
pany,

pp.43
－77
.

（
69
）
ス
ミ
ス
か
ら
約
百
年
後
に
「
歴
史
法
学
」
を
提
唱
し
た
ヘ
ン
リ
・
メ
イ
ン
は
、『
古
代
法
』（
一
八
六
一
年
）
で
法
的
価
値
の
変
遷
を
「
身
分
か
ら
契
約

へ
」
と
表
現
し
、
そ
の
発
展
を
促
す
法
的
技
術
と
し
て
「
擬
制
」「
衡
平
」「
立
法
」
を
挙
げ
た
。
内
田
貴
『
法
学
の
誕
生
』（
二
〇
一
八
年
）
筑
摩
書
房
、

八
九－

九
一
頁
。
現
代
の
法
哲
学
で
は
、
た
と
え
ば
、
国
家
権
力
に
よ
る
救
済
を
請
求
す
る
権
利
か
ら
区
別
さ
れ
た
、
社
会
内
で
形
成
さ
れ
て
く
る
「
第

一
次
的
権
利
」
を
論
じ
る
の
が
、
田
中
成
明
『
現
代
法
理
学
』（
二
〇
一
一
年
）
有
斐
閣
、
二
三
六－

四
三
頁
。

（
70
）
山
﨑
教
授
は
、「TM

S

で
は
無
時
間
で
あ
っ
た
『
公
平
な
（
中
立
的
）
観
察
者
』
と
当
事
者
は
狩
猟
、
牧
畜
、
農
耕
、
商
業
の
四
時
代
で
の
歴
史
的
な

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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具
象
人
間
と
し
て
登
場
」
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
山
﨑
前
掲
注
（
9
）、
一
四
三
頁
。
な
お
、
6
版
の
新
6
部
に
は
、「
法
の
支
配
」
の
観
点
か
ら
、
牧
畜

社
会
と
商
業
社
会
を
比
較
し
た
箇
所
が
あ
る
（V

I.ii.1
.12
.

（
下
）
一
一
八－

二
一
頁
）。

（
71
）
ク
レ
イ
グ
・
ス
ミ
ス
教
授
に
よ
れ
ば
、
歴
史
の
四
段
階
論
は
社
会
の
変
化
が
「
革
命
」
で
は
な
く
、「
進
化
」
と
い
う
漸
進
的
な
か
た
ち
で
起
こ
る
こ

と
を
説
明
す
る
理
論
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
社
会
的
変
化
は
意
図
せ
ざ
る
結
果
で
あ
る
。C

raig
Sm
ith,

supra
note55

,
p.63

.

（
72
）
歴
史
段
階
論
の
性
格
に
つ
い
て
福
鎌
教
授
は
、「
ス
ミ
ス
は
経
験
や
資
料
に
基
づ
い
て
類
型
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
比
較
、
対
象
か
ら
、
そ
の
中
に
法

則
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
」
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
歴
史
学
派
に
み
ら
れ
る
「
理
論
的
な
い
し
推
測
的
歴
史
」、「
自
然
史
的
歴
史

観
」
の
そ
れ
で
あ
り
、「
経
験
主
義
と
体
系
的
精
神
の
融
合
体
で
あ
る
た
め
、
一
九
世
紀
の
歴
史
主
義
と
は
異
な
り
あ
く
ま
で
「
合
理
主
義
」
的
な
、
そ

の
か
ぎ
り
に
お
い
て
非
歴
史
主
義
的
理
念
に
貫
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
福
鎌
忠
恕
「
参
考
論
文
」、『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
と
著
作
』（
一

九
八
四
年
）
所
収
、
御
茶
の
水
書
房
、
二
六
五
頁
。

（
73
）
内
田
教
授
は
、「
未
開
社
会
と
文
明
社
会
の
対
比
」
が
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
「
歴
史
の
流
れ
」
と
は
ち
が
う
観
点
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
内
田

義
彦
『
資
本
論
の
世
界
』（
一
九
八
九
年
）
岩
波
書
店
、
五
八
頁
。

（
74
）K

athleen
Sonia

W
ilkins

（1969
）A

Study
of
the

w
orks

of
C
laude

Buffier,
Studies

on
V
oltaire

and
the

Eighteenth
C
entury,

vol.LX
V
I,
ed.

B
y
Th.B

esterm
an,

p.68
.

（
75
）Ibid

.,
p.170

.

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
つ
い
て
、「
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
作
に
合
理
的
な
哲
学
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、
他
に
例
が
な
い
」

と
い
う
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
『
ル
イ
十
四
世
の
世
紀
』
⑷
（
丸
山
熊
雄
訳
、
二
〇
〇
一
年
）
岩
波
文
庫
、
一
八
二
頁
。

（
76
）Ibid

.,
p.175

.

（
77
）
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
常
識
哲
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。Louise

M
arcil-Lacoste

（1982

）Claude
Buffier

and
Thom

as
Reid,

Tw
o
C
om
m
on-sense

Philosophers,
M
cG
ill-Q

ueen’s
U
niversity

Press,
pp.6

－9
.

（
78
）
Ｄ
・
Ｄ
・
ラ
フ
ィ
ル
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
学
』（
生
越
利
昭
・
松
本
哲
人
訳
、
二
〇
〇
七
年
）
昭
和
堂
、
一
〇
四－

五
頁
。

（
79
）
ヒ
ュ
ー
ム
の
観
念
連
合
論
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
場
合
と
は
異
な
り
、
観
念
あ
る
い
は
対
象
同
士
の
関
係
が「
認
識
」さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
感
情
あ
る
い
は

意
見
が
形
成
さ
れ
る
。K

.P.W
inkler

（2011

）“Perception
and

Ideas,
Judgem

ent”,
in
The

C
am
bridge

H
istory

ofEighteenth-C
entury

Philosophy,
vol.1

,
ed.B

y
K
.H
aakonssen,

C
am
bridge

U
.P.,

pp.269
－270

.

こ
の
見
解
は
、
ス
ミ
ス
の
ビ
ュ
フ
ィ
エ
解
釈
に
も
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
80
）C

laude
B
uffier

（1724

）Traité
des

prem
ieres

véritiés
etde

la
source

de
nos

jugem
ents,

I.13
.

本
書
に
は
、
訳
者
無
記
名
の
以
下
の
英
語
訳
が

あ
る
。FirstTruths,

and
the
O
rigin

ofour
O
pinions,

explained
:
w
ith
an
Enquiry

into
the
Sentim

ents
ofM

odern
Philosophers,

Relative
to
our

七
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Prim
ary

Ideas
ofThings,

London,1780
.

こ
の
英
訳
は
、A

ndesite
Press

か
ら
復
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
英
語
訳
を
用
い
た
。

（
81
）W

ilkins,
supra

note74
,
pp.65

,69
.

（
82
）Louise

M
arcil-Lacoste,

supra
note77

,
p.32

;
W
ilkins,

ibid.,
p.159

.

（
83
）B

uffier,
supra

note80
,
p.66

.

（
84
）Ibid

.,
pp.67

－8
.

（
85
）W

ilkins,
supra

note74
,
p.159

.

（
86
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
天
文
学
史
」『
哲
学
論
文
集
』（
水
田
洋
ほ
か
訳
、
一
九
九
九
年
）
所
収
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
七
頁
。

（
87
）
ス
ミ
ス
上
掲
書
、
二
〇
頁
。「
中
間
的
諸
事
象
の
鎖
」
は
「
一
つ
の
対
象
か
ら
他
の
対
象
へ
の
想
像
力
の
な
め
ら
か
な
移
行
を
可
能
に
す
る
、
唯
一
の

橋
」（
上
掲
書
、
二
〇
頁
）
で
あ
る
。「
中
間
的
諸
事
象
と
い
う
結
合
の
鎖
を
明
確
に
発
見
す
れ
ば
、
驚
異
は
完
全
に
消
滅
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
想
像

力
の
運
動
を
妨
げ
た
も
の
が
取
り
除
か
れ
る
」。
上
掲
書
、
二
一
頁
。

（
88
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
「
古
代
論
理
学
と
古
代
形
而
上
学
の
歴
史
」『
哲
学
論
文
集
』
所
収
、
一
三
一
頁
。
な
お
、
観
念
（idea

）／
概
念
（notion

）
の
区
分

の
系
譜
を
ロ
ッ
ク
か
ら
カ
ン
ト
ま
で
た
ど
る
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ロ
ッ
ク
は
、
通
常
の
「
観
念
」
か
ら
「
概
念
」
を
区
別
し
、「
概
念
」
は
、

観
念
あ
る
い
は
そ
の
対
象
が
自
然
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
な
く
、
観
念
を
結
び
つ
け
る
場
合
に
認
識
さ
れ
、「
あ

た
か
も
、
事
物
の
現
実
よ
り
も
、
人
間
の
思
考
に
そ
の
起
源
、
あ
る
い
は
継
続
的
存
在
を
も
つ
」
と
い
わ
れ
る
（Locke,

Essay,
II.xxii.2

）W
inkler,

supra
note79

,
p.241

.

こ
の
議
論
に
し
た
が
え
ば
、「
種
的
本
質
」
は
、
個
体
、
個
物
の
「
観
念
」
で
は
な
く
、
多
く
の
個
体
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る

一
般
性
を
も
っ
た
「
概
念
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
89
）B

uffier,
supra

note80
,
p.69

.

（
90
）Ibid

.,
pp.73

－4
.

（
91
）Ibid

.,
p.93

.

（
92
）
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
ロ
ッ
ク
の
意
義
を
認
め
さ
せ
た
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
。W

ilkins,
supra

note74
,
p.168

.

（
93
）John
Locke

（1982

）An
Essay

C
oncerning

H
um
an
U
nderstanding,

B
ook

II,
C
hap.X

X
X
III,

O
f
the

A
ssociation

of
Ideas,

ed.
B
y
P.H

.
N
idditch,

O
xford,

C
larendon

Press,
pp.394

－401
.

ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
こ
う
し
た
観
念
連
合
論
に
も
と
づ
い
て
、
後
出
の
よ
う
に
、
真
理
を
判
断
す
る

要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
ふ
る
ま
い
を
紀
律
す
る
ほ
ど
に
、
わ
れ
わ
れ
の
心
に
強
烈
に
印
象
を
刻
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
挙

げ
る
（
本
章
⑶
ⅱ
�参
照
）。
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（
94
）Locke,

ibid.,
p.395

.
（
95
）Ibid

.,
p.396

.
（
96
）
ヒ
ュ
ー
ム
は
、観
念
連
合
論
を
観
念
の
構
成
と
連
続
を
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、期
待
の
形
成
と
信
念
の
固
着
を
説
明
す
る
た
め
に
も
用
い
た
。W

inkler,
supra

note79
,
p.262

.

（
97
）
動
機
の
「
唯
一
性
」
を
否
定
し
て
、
そ
の
「
競
合
」
を
論
じ
る
展
開
の
文
章
が
ほ
か
に
も
あ
る
。「
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
規
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
。」
（V

II.ii.3
.17
.

（
下
）

三
〇
九
頁
）

（
98
）
ス
ミ
ス
は
、
世
代
の
観
点
か
ら
社
会
集
団
を
老
年
と
青
年
に
区
分
し
て
そ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
気
風
を
論
じ
る
が
、
や
は
り
「
中
間
的
形
態
」
に
関
連
し
て

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
俗
諺
に
よ
れ
ば
、
青
年
の
態
度
に
ど
こ
と
な
く
老
人
の
気
風
が
あ
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
老
人
に
ど
こ
と
な
く
青
年
の
陽
気
さ

が
残
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
は
き
わ
め
て
心
地
よ
い
と
い
わ
れ
ま
す
。」（V

.2
.4
.

（
下
）
六
九
頁
）「
俗
諺
」
は
、
真
偽
に
関
す
る
証
言
の
「
道
徳
的
確
実

性
」
が
高
い
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
本
稿
三
⑶
ⅲ
�参
照
）。
ス
ミ
ス
は
よ
く
こ
と
わ
ざ
の
類
に
言
及
す
る
。
た
と
え
ば
、「
思
無
邪
、
こ
れ
達
成
の

妙
境
な
り
」（I.iii.3

.5
.

（
上
）
一
六
七
頁
）、「
目
は
腹
よ
り
大
き
い
」（IV

.1
.10
.

（
下
）
二
三
頁
）
な
ど
。

（
99
）
ス
ミ
ス
は
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、
美
徳
の
本
質
は
、
正
し
い
理
性
に
従
い
平
均
値
を
と
る
習
慣
で
す
。
彼
に
よ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
美
徳

は
ど
れ
も
、
ふ
た
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
。」（V

II.ii.1
.12
.

（
下
）
二
三
二－

三
頁
）
と
述
べ
る
が
、
こ

こ
に
は
ス
ミ
ス
の
「
自
然
誌
的
方
法
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
ス
ミ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
法
論
上
の
親
近
性
に
つ
い
て
は
、
田
中
正
司
『
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
の
経
験
論
』（
二
〇
一
六
年
）
御
茶
の
水
書
房
、
第
二
章
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
項
論
」
を
参
照
。

（
100
）W

ilkins,
supra

note74
,
p.70

.

（
101
）W

inkler,
supra

note79
,
p.251

;
U
do
Thiel

（2011

）“C
onsciousness

and
C
om
m
on
Sense

:
From

C
laude

B
uffier

to
Thom

as
B
row
n”,43

Studia
Leibnitiana,

Zeitschriftfür
G
eschichte

der
Philosophie

und
der

W
issenschaften,

H
eft2

,
p.237

.

（
102
）B
uffier,

supra
note80

,
p.22

.

（
103
）Ibid

.,
p.62

.

（
104
）W

ilkins,
supra

note74
,
p.96

.
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（
105
）B

uffier,
supra

note80
,
p.60

.
（
106
）Ibid

.,
p.29

.

ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
ロ
ッ
ク
と
同
様
、
神
の
観
念
は
生
得
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
は
論
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
主
張
し
た
。R

.H
utchison

（1991

）Locke
in
France

1688
－1734

,
The

V
oltaire

Foundation,
pp.131

－2
.

（
107
）B

uffier,
ibid.,

p.36
.

（
108
）Ibid

.,
p.62

.

（
109
）Ibid

.,
pp.32

－3
.

な
お
、
こ
の
段
落
と
次
段
落
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
本
稿
が
便
宜
的
に
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
110
）
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
全
世
界
を
訪
問
で
き
な
い
の
に
ど
う
や
っ
て
多
数
意
見
を
認
定
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
、「
自
然
の
共
通
の
感
情
は
、
真
理

の
第
一
の
指
導
準
則
（a

first
rule

of
truth

）
で
あ
る
が
、
各
個
人
の
意
見
を
照
会
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
。
そ
れ
は
自
明

な
の
だ
。」と
答
え
る
が
、
そ
の
自
明
性
に
つ
い
て
は
、「
何
人
か
が
あ
え
て
そ
れ
に
反
駁
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
多
数
に
よ
っ

て
反
論
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
る
。Ibid

.,
p.58

.

結
局
、
こ
れ
は
、
す
で
に
見
た
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
の
定
義
で
あ
る
。

（
111
）Ibid

.,
p.94

.

ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
各
感
覚
器
官
の
本
来
的
な
役
割
に
注
目
し
、
触
覚
の
そ
れ
は
対
象
の
大
き
さ
の
認
識
、
視
覚
の
そ
れ
は
色
彩
の
認
識

で
あ
る
と
し
て
、「
視
覚
が
伝
え
る
情
報
は
、
大
き
さ
に
関
し
て
は
、
疑
わ
し
い
と
つ
ね
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」と
い
う
。Ibid

.,
pp.90

－1
.

ビ
ュ

フ
ィ
エ
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
バ
ー
ク
リ
を
批
判
し
て
い
る
。W

ilkins,
supra

note74
,
p.67

.

ス
ミ
ス
が
バ
ー
ク
リ
の
視
覚
中
心
論
を
批
判
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
田
中
正
司
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
認
識
論
管
見
』（
二
〇
一
三
年
）
社
会
評
論
社
、
一
一
五－

二
一
頁
。

（
112
）B

uffier,
ibid.,

p.97
.

（
113
）Ibid

.,
pp.111

－2
.

（
114
）Ibid

.,
p.124

.

ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
真
で
あ
る
こ
と
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
そ
れ
に
注
意

を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
優
柔
不
断
・
不
実
行
、
あ
る
い
は
軽
佻
浮
薄
・
移
り
気
に
陥
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
心
が
卑
小
・
虚
弱

で
あ
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。」Ibid

.,
pp.124

－5
.

（
115
）
ビ
ュ
フ
ィ
エ
は
、
ロ
ッ
ク
が
こ
う
し
た
他
人
の
見
識
に
基
づ
く
知
識
に
つ
い
て
「
確
実
性
」
で
は
な
く
、「
蓋
然
性
」
し
か
認
め
な
い
こ
と
を
批
判
し

て
い
る
。Ibid

.,
p.98

.

し
か
し
、
両
者
の
考
え
方
に
大
き
な
違
い
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。H

utchison,
supra

note106
,
pp.139

－40
.

（
116
）B
uffier,

ibid.,
p.102

.

（
117
）Ibid

.,
pp.100

－1
.

（
118
）
ビ
ュ
フ
ィ
エ
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
、
法
律
家
のSir

G
eoffrey

G
ilbert

は
、
証
言
の
真
実
性
を
評
価
す
る
認
識
論
的
枠
組
み
を
ロ
ッ
ク
の
『
人
間
悟
性
論
』
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に
求
め
た
。
ま
た
、
一
八
世
紀
後
半
のJam

es
W
ilson,

D
avid

H
offm

an

に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
常
識
哲
学
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
。

B
.J.Shapiro

（1986

）“To
A
M
oral

C
ertainty

:
Theories

of
K
now

ledge
and

A
nglo-A

m
erican

Juries1600
－1850

”,38
H
astings

Law
Journal,

Issue1
,
p.176

.

な
お
、G

ilbert

の
『
土
地
保
有
論
』
へ
の
言
及
が
『
国
富
論
』
に
あ
る
。『
国
富
論
』（
二
）
水
田
洋
監
訳
・
杉
山
忠
平
訳
、
岩
波
文

庫
、
二
〇
四
頁
。

（
119
）Locke,

supra
note93

,
p.664

.

こ
の
よ
う
な
所
見
に
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
統
を
過
剰
に
強
調
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
非
難
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い

わ
れ
る
。H

utchison,
supra

note106
,
p.141

.

（
120
）B

uffier,
supra

note80
,
p.119

.

（
121
）Ibid

.,
p.120

.
こ
の
議
論
は
、
裁
判
官
に
よ
る
判
決
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
存
在
を
示
す
「
証
拠
」
で
あ
る
と
す
る
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
の
法
宣
言
説
と

似
て
い
る
。
ベ
ン
サ
ム
は
こ
れ
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
神
格
化
と
し
て
批
判
し
た
。J.B

entham

（1928

）A
C
om
m
enton

the
C
om
m
entaries:

a
criticism

ofW
illiam

Blackstone’s
C
om
m
entaries

on
the

Law
ofEngland,

C
larendon

Press,
pp.188

－9
.

戒
能
通
弘
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
伝
統
と
ベ
ン
サ
ム

の
法
理
論
。『
裁
判
官
の
慣
習
』
と
『
一
般
的
慣
習
』
の
峻
別
に
よ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
批
判
」、
深
貝
保
則
・
戒
能
通
弘
編
『
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の

挑
戦
』（
二
〇
一
五
年
）
所
収
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
四
六－

五
二
頁
参
照
。

（
122
）
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
前
掲
注
（
52
）、
二
二
八
頁
。

（
123
）B

uffier,
supra

note80
,
p.116

.

（
124
）
ロ
ッ
ク
の
目
指
し
た
論
証
的
倫
理
学
が
も
つ
と
さ
れ
る
論
理
的
必
然
性
は
、
道
徳
的
義
務
の
成
立
根
拠
た
り
え
ず
、
客
観
的
な
神
の
法
が
前
提
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
田
中
正
司
『
増
補

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
研
究
』（
一
九
七
七
年
）
未
来
社
、
一
二
七
頁
。
ビ
ュ
フ
ィ
エ
に
つ
い
て
も
同

様
の
こ
と
が
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
125
）B

uffier,
supra

note80
,
p.101

.

メ
タ
倫
理
学
の
分
類
で
い
う
と
、
ス
ミ
ス
の
立
場
は
、
共
感
と
い
う
人
間
の
直
観
に
よ
っ
て
普
遍
化
可
能
性
を
検

証
し
、
正
義
の
価
値
を
認
識
す
る
「
直
覚
主
義
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
ビ
ュ
フ
ィ
エ
の
立
場
は
、
倫
理
的
価
値
判
断
の
真
偽
を
事
実
判
断
に
還
元
す
る
「
自

然
主
義
」
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
は
、
倫
理
的
概
念
は
客
観
的
属
性
を
指
示
し
な
い
と
す
る
「
情
緒
主
義
」
で
あ
る
。

田
中
（
成
明
）
前
掲
注
（
69
）、
三
四
二－

五
頁
。
田
中
正
司
教
授
は
、
ス
ミ
ス
の
「
天
文
学
史
」
に
お
け
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
認
識
論
を
ヒ
ュ
ー
ム
の

観
念
連
合
認
識
論
か
ら
区
別
し
て
、「
実
在
論
的
認
識
論
の
系
譜
」
に
位
置
づ
け
る
が
、
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
両
者
の
ち
が
い
に
対
応
す
る
。
田
中
前

掲
注
（
111
）、
七
一
頁
。

（
126
）
拙
稿
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
不
法
行
為
論
」、
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
五
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）、
三
七
三－

九
二
頁
。

七
八
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（
127
）
ス
ミ
ス
は
、
別
の
箇
所
で
制
定
法
と
自
然
法
（
道
徳
）
が
競
合
す
る
場
合
に
言
及
し
て
い
る
。「
主
権
者
の
命
じ
る
行
為
が
、
発
令
以
前
で
あ
っ
て
も

そ
れ
を
怠
れ
ば
最
大
限
の
非
難
を
か
な
ら
ず
加
え
ら
れ
る
事
項
で
あ
る
場
合
、
発
令
後
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
、
一
段
と
重
い
処
罰
に
値
す
る
行
為
に
な

る
の
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。」（II.ii.1

.8
.

（
上
）
二
一
二
頁
）
こ
の
場
合
、
行
為
自
体
は
、
主
権
者
の
命
令
（
法
律
）
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、「
最
大

限
の
非
難
」
に
値
す
る
非
行
で
あ
る
が
、
法
律
の
制
定
後
で
は
、「
処
罰
に
値
す
る
行
為
」（
犯
罪
行
為
）
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
制
定
法
が
罪
責
の
加

重
理
由
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
未
開
社
会
の
子
捨
て
の
例
で
は
、
慣
習
規
範
が
罪
責
の
減
軽
理
由
に
な
っ
て
い
る
。

（
128
）
ス
ミ
ス
は
決
疑
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。「
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
、
ど
ん
な
に
本
質
的
な
義
務
の
諸
箇
条
も
潜
脱
す
る
・
無
数
の
巧
み
な
逃
げ
口
上
を
正
当
化
す
る
効
果
が
あ
る
」（V

II.iv.33
.

（
下
）三
九
五－

六
頁
）。

（
129
）
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
い
諸
種
の
法
律
批
判
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
コ
ン
セ
ン
前
掲
注
（
52
）、
二
一
〇－

二
一
頁
参
照
。

（
130
）A

dam
Sm
ith

（1982
）Lectures

on
Jurisprudence,

Liberty
C
lassics,

p.98
.

（
131
）Ibid

.,
pp.98

－9
.

（
132
）Ibid

.,
p.424

.

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
法
学
講
義
』（
水
田
洋
訳
、
二
〇
〇
五
年
）
岩
波
文
庫
、
九
六
頁
。

（
133
）
「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
場
合
に
は
、
契
約
に
よ
っ
て
土
地
を
引
き
渡
す
義
務
を
負
っ
た
者
が
の
ち
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
、
賠
償
金
を
支
払
う
だ
け
で

よ
く
、
特
定
履
行
の
義
務
は
負
わ
な
か
っ
た
。
大
法
官
府
は
、
も
は
や
良
心
の
裁
判
所
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
特
定
履
行
を
強
制
し
た
。
大

法
官
府
が
扱
っ
た
案
件
で
二
番
目
に
多
い
の
が
、
信
託
に
お
け
る
詐
欺
で
あ
り
、
こ
れ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。」Ibid

.,
pp.424

－5
.

ス
ミ
ス
上
掲
書
、
九
六－

七
頁
。
な
お
、『
感
情
論
』
に
は
、「
実
定
法
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
べ
き
自
然
的
衡
平
の
準
則
」（V

II.iv.37
.

（
下
）

四
〇
〇
頁
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
ま
た
、
ス
ミ
ス
の
「
観
察
者
」
は
、「
衡
平
を
お
も
ん
ぱ
か
る
裁
判
官
」‘equitable

judge’

と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る

（III.1
.2
;
III.4

.3
;
V
I.ii.2

.2

）。

（
134
）Sm

ith,
ibid.,

p.333
.

（
135
）
ス
ミ
ス
は
、
消
極
的
正
義
の
強
制
以
外
の
事
項
を
立
法
者
の
義
務
に
ふ
く
め
る
こ
と
に
つ
い
て
慎
重
で
あ
る
。「
法
律
に
よ
る
恵
み
深
さ
の
強
制
は
、

立
法
者
の
す
べ
て
の
義
務
の
う
ち
で
も
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
適
切
か
つ
聡
明
に
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
上
な
い
繊
細
さ
と
遠
慮
深
さ
を
要
求
さ
れ

る
も
の
で
す
。」（II.ii.1

.8
.

（
上
）
二
一
二
頁
）

（
136
）
商
業
社
会
と
自
然
法
学
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
山
﨑
前
掲
注
（
9
）、
二
一
六－
二
二
頁
を
参
照
。
そ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
わ
れ
て
い
る
。「
商

業
社
会
の
人
間
た
ち
の
心
意
と
行
動
は
同
感
（
共
感
）
の
一
大
集
積
で
あ
り
、
価
値
と
か
自
然
価
格
と
か
は
同
感
（
共
感
）
正
義
の
一
大
結
晶
で
あ
る
」。

上
掲
書
、
二
二
〇－

一
頁
。

スミス『道徳感情論』第5部の一分析（山本）
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（
137
）
ハ
チ
ス
ン
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。「
暴
力
が
正
当
化
さ
れ
う
る
の
は
、
交
戦
中
の
人
び
と
、
ま
た
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
権
利
を
獲
得
す
る
の
を

暴
力
で
阻
止
す
る
人
び
と
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
非�

人�

間�

的�

な�

慣�

習�

の
せ
い
で
、
人
び
と
は
、
罰
を
受
け
る
こ

と
な
く
、
敵
に
対
し
て
い
か
な
る
種
類
の
残
虐
性
を
も
発
揮
し
う
る
の
だ
が
。」（
傍
点
は
引
用
者
）
ハ
チ
ス
ン
『
道
徳
哲
学
序
説
』（
田
中
秀
夫
・
津
田

耕
一
訳
、
二
〇
〇
九
年
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
三
九
一
頁
。

（
138
）
ス
ミ
ス
は
、
6
版
で
「
わ
た
し
た
ち
が
自
分
の
人
柄
と
態
度
を
成
型
す
る
ふ
た
つ
の
異
な
る
手
本
」
が
あ
る
と
言
い
、
美
術
作
品
の
比
喩
を
使
っ
て
、

「
そ
ぞ
ろ
歩
く
ど
ん
な
鑑
賞
者
の
注
目
も
集
め
ず
に
は
い
な
い
押
し
の
強
い
作
品
」
と
「
丹
念
に
細
心
の
注
意
を
払
う
鑑
賞
者
以
外
の
関
心
を
引
か
な
い

作
品
」
を
対
比
す
る
（I.iii.3

.2
.

（
上
）
一
六
四
頁
）。
ま
た
、「
家
庭
の
教
育
は
、
自
然
が
打
ち
た
て
た
制
度
で
す
が
、
公
共
の
教
育
は
、
人
間
が
仕
組
ん

だ
か
ら
く
り
で
す
。」（V

I.ii.1
.10
.

（
下
）
一
一
七
頁
）
と
い
う
ス
ミ
ス
の
批
判
に
は
、「
自
然
に
よ
る
教
育
」
へ
の
関
心
も
う
か
が
わ
れ
る
。

（
139
）
そ
の
よ
う
な
性
格
形
成
論
が
、
第
5
部
に
続
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。『
感
情
論
』（
6
版
）
第
6
部
の
新
設
は
、

最
晩
年
の
改
訂
計
画
の
最
後
の
段
階
で
出
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
研
究
上
の
謎
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
山
﨑
前
掲
注
（
9
）、

二
五
八－

九
頁
。H

isashiShinohara
（1993

）in
“The

PracticalSystem
of
M
orality

in
A
dam

Sm
ith”,

in
Adam

Sm
ith
:
InternationalPerspective,

eds.H
.M
izuta

&
C
.Sugiyam

a,
St.M

artin’s
Press,

pp.27
－42

は
、
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド
と
の
関
係
に
つ
い
て
説
得
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
篠
原

久
『
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
常
識
哲
学
―
―
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
研
究
―
―
』（
昭
和
六
一
年
）
有
斐
閣
、
第
8
章
。

（
や
ま
も
と
・
よ
う
い
ち

法
学
部
教
授
）

八
〇
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