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道

徳

的

行

為

に
於

け

る

f
i
n
i
s
 
o
p
e
t
a
n
t
i
s
　

の
役
割

に
関

す
る

一
考
察

ラ

ミ

レ

の

命

題

を

中

心

と

し

て

ー

本

多

正

昭

聖
ト

マ
ス
の
著
名
な

註
釈
家
の

一
人
で
あ
る
ラ
ミ
レ
は
、

「
道
徳

(
　

)

の
形
而
上
学
的
本
質
は
、

人
間
的
行
為

(
　

)
の
道
徳
律

(
　

)
に
対
す
る
超
越
論
的
関
係

(
　

)
に
存
し
、
こ
の
際
、
行
為
自
体

の
目
的

(
　

)
と
行
為
者
の
目
的

(
　

)

と
を
同
義
的
に
で
は
な
く
前
後
関
係
に
あ
る
媒
体
と
し
、
後
者
が
最

ハユ
　

も
形
相
的
に
な
い
し
直
接
第
一

義
的
に
人
間
的
行
為
を
道
徳
的
に
種
別
化
す
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
道
徳
的
善
性
と
は
、
人
間
的
行
為
の
道
徳
律
に
対
す
る
超
越
論
的
適
合
関
係
に
ほ
か
な
ら
ず
、
道
徳
的
悪
性

ハヨ
　

は
そ
の
不
適
合
関
係
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
、
ラ
ミ
レ
の
命
題
に
み
ら
れ
る
各
概
念
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
人
間

の
道
徳
的
行
為

の
善
悪
の
問
題
に
最
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
、

「
行
為
者
の
目
的
」

の
意
義
を
考
察
し
た
い
。

人
間
的
行
為

(
　

)
に

つ
い
て
。
聖
ト

マ
ス
は
、
人
間
的
行
為

の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
人
間

の
行

動

(
　

か
ら
区
別
し
て
い
る
が
、
こ
の
区
別
は
、
意
志
と
し
て
の
意
志

(
　

)
と
本
性
と
し
て
の

(m
oralitas)

(relatio 
transcendentalis)

(actus

 hum
anus)

(regula 
m

orum
)

(finis 
operantis)

(finis 
opens)



意
志
(
　

)
と
の
区
別
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。本
性
と
し
て
の
意
志
と
は
、
必
然
性
の
法
則
に
従

っ
て
導
き
出

さ
れ
る
諸
欲
求
の
原
理
で
あ
り
、意
志
と
し
て
の
意
志
と
は
、
選
択
に
よ

っ
て
、
つ
ま
り
意
志
が
そ
れ
自
身
の
作
用
を
十
分
に
支
配
し
な
が

ら
自
由
に
選
ぶ

こ
と
に
よ

っ
て
導
き
出
さ
れ
る
諸
欲
求
の
原
理
で
あ
る
.
従

っ
て
、
本
性
と
し

て
の
意
志
は
、
自
然
的
に
予
め
決
定
さ
れ

た
目
的
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
、

意
志
と
し
て
の
意
志
は
、

自
ら
が
自
由
に
決
定
し
た
目
的
、

つ
ま
り
自
由
に

選
択
し
た
目

的
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
的
行
為
と
は
、
意
志
と
し
て
の
意
志
の
働
き
、
つ
ま
り
思
慮
を
伴
う
意
志

(
　

)
の
作
用
に
外
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
人
間

の
行
動
と
は
、
意
志
の
自
由
な
決
定
と
は
無
関
係
に
、
人
間
の
諸
々
の
機
能

そ
の
も

の
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
作
用
の
こ
と
で
あ
る
.
例
え
ば
、
食
物
の
消
化
作
用

の
如
き
栄
養
能
力
の
活
動

(植
物
的
段
階
)
や
、
痛

み
、
痒
み
、
空
腹
感
、
或
は
理
性
や
意
志
が
働
く
前
に
浮
か
ん
で
く
る
想
像
の
如
き
感
覚
的
能
力
の
活
動
(動
物
的
段
階
)
な
ど
は
、
さ
し

当
り
人
間
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
こ
の
「人
間
の
行
動
」
な
る
概
念
の
外
延
は
更
に
広
く
、
人
間

で
あ
る
限
り
の
人
間
の
諸

作
用
の
領
域
に
も
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
も
依
然

「人
間
的
行
為
」
と
の

一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ヘヨ

　

聖
ト
マ
ス
は

「
人
間
が
そ
の
支
配
者
と
な

っ
て
い
る
行
為
の
み
が
、
本
来
人
間
的
な
も

の
で
あ
る
」
と
か
、

「思
慮
を
伴
う
意
志
か
ら

へ
る
　

生
ず
る
行
為

の
み
が
人
間
的
と
言
わ
れ
る
」
な
ど
と
言

っ
て
い
る
が
、
グ
ル
ニ
エ
は
こ
れ
を
解
釈
し
て
、

「単
に
そ
の
実
体
の
面
か
ら
だ

け
で
な
く
、
そ
の
作
用
様
態
の
面
か
ら
み
て
も
、
人
間
で
あ
る
限
り
の
人
間
、
つ
ま
り
非
理
性
的
存
在
者
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
限
り
で
の

ハさ
ね

人
間
に
由
来
す
る
行
為
」
と
述

べ
て
お
り
、

更
に
、
著
名
な
聖
ト

マ
ス
註
解
者
、

ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
サ
ン
ト

・
ト

マ
は
、
詳
細
に
次
の
如

き
説
明
を
施
し
て
い
る
。

「聖
ト
マ
ス
は
、
人
碍
的
行
為
の
こ
と
を
、
そ
れ
が
道
徳
的
で
あ
る
限
り
に
於
い
て
、
又
、
道
徳
は
理
性
に
よ

る
規
制

(
　

)
と
自
由

(
　

)
と
に
属
す
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
が
人
間

的
で
あ
る
と
か
道
徳
的
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
単
に
質
料
的
に
解
せ
ら
れ
た
実
有
性

(o
簗
津
欝
)
の
見
地
か
ら
で
は
な
く
、
人
間
で

あ
る
限
り
の
人
間
に
固
有
な
あ
る
様
態

(
　

)

に
基
づ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
人
間

的
行
為
の
す
べ
て
は
作
用

の
様
態
に
外
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
行
為
が
必
然
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
も
作
用

の
一
様
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
自
由
に
か
つ
規
制



的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
作
用
の

一
様
態
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
従

っ
て
、
行
為

の
自
然
的
実
有
性

の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

ハ　
　

道
徳

は
附

帯

的

な
も

の

(
　

)
、

つ
ま

り

一
つ

の
様

態

に
外

な

ら
な

い
」

と

。
次

い

で
彼

は

、

人

間

的
行

為

の
実
体

面

に
関

し

て
は

人

間

で
あ

る

限

り

の
人

間

に

固
有

な

行

為

で
は

あ

っ
て
も

、

本

来
人
間

的

行

為

と

は

言

え

な

い
よ

う

な
も

の
と
し

て
次

の
如

き

も

の
を
挙

げ

て
い

る

。

一
、
　

と
呼
ば
れ
る
行
動

、

つ
ま
り
、
理
性
や
意
志

の
思
わ

ざ
る
運
動
　

、
衝
動
的
欲
求
或
は
思
わ
ず
笑

っ
た
り

泣

い
た
り

嘆

い
た
り
す

る
こ
と
な
ど
が
こ
れ
に
当

る
。

二
、
泥
酔
者

、
狂
人
、
幼
児

の
行
動

。

　
三
、
純
粋
知
覚

、
或

は
第

一
必
然
的
な
知
性

の
働
き
　

四
、
突

発
的
な
意
志

の
働
き
　

突
然

の
愛
情
、
恩
寵
に
よ
る
意
志

の
超
自
然
的
高
揚
な
ど
。

五
、
　

と
呼
ば

れ
る
行
動
、
即
ち
、
思

慮
の
不
完
全
な
行
動
　

但

し
、
プ
リ

ュ
ム
メ

ル
は

こ
れ

う

ハフ
ね

を
人
間
的
行
為
と
解

し
て
い
る
。

六
、
目
的

の
第

一
志
向
　

)
。

七

、
至
福
直
観
　

こ
れ
は
人
間

に
可
能
な
最
高

の
認
識
、
従

っ
て
至
福
愛

の
源
泉

で
あ
り
、
必
然
的
な
人
間

の
行
動
で
は
あ

っ
て
も
、
意
志
を
し
て
最
高

の
自
由
を
享
受
せ
し
め
る
、
天
国

で
の
知
性

の
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ

ら

は

す

べ
て
人

間

の
様

々

な
能

力

か

ら

必

然

的

に
導

き

出

さ

れ

る

作

用

と

考

え

ら

れ

る
も

の

で
あ

っ
て
、

聖

ト

マ

ス
も

こ
れ

を
単

　
　
　

に
人
間
の
行
動
(
　

)
と
呼
ん
で
人
間
的
行
為
か
ら
は
区
別
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

、

超
越
論
的
関
係
に
つ
い
て
。
ト
ミ
ス
ト
た
ち
が
道
徳
の
形
相
的
構
成
因
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
関
係
は
、
超
越
論

的
な
も

の
で
あ
る
が
、

こ
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
於
け
る
関
係
に
つ
い
て
の

一
般
的
観
念
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

関
係
と
は
言
語
学
的
に
は
　

(持
ち
帰
る
)
と
同
義
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

一
般
に

一
と
他
と
の
関
連
(
　

)
、
秩
序
(
　

)
、

　
　

し

観
点

(
　

)
な
ど
と
定
義
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
関
係
は
他
者
に
対
す
る
秩
序
を
そ
の
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
秩
序
や
観
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点

の
相
違
に
応
じ
て
様

々
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
ず
関
係
は
超
越
論
的
関
係
(
　

)
と
存
在
的
関
係
(
　

)
と
に
分
類
さ
れ
る
が
、
後

者
は
更
に
現
実
的
関
係

(
　

)
と
論
理
的
関
係

(
　

)
に
細
分
さ
れ
る
.
現
実
的
関
係
と
は
、

「
既
に
構
成
さ
れ

て
い
る
事
物
の
本
質
に
附
加
さ
れ
た
二
物
間
の
純
粋

の
秩
序
で
あ
り
、

こ
の
秩
序
が
な
く
な
る
と
そ
の
事
物
に
つ
い
て
は
何
も
言
う
べ
き

も
の
が
な
く
な
る
よ
う
な
秩
序
」

の
こ
と
で
あ
り
、

「
そ
の
全
存
在
が
他
者
と
の
関
係
に
依
存
し
て
い
る
有
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
父
性
(
　

)
と
い
う
関
係
は
、
子
が
あ
る
限
り
の
、
人
間
に
と
っ
て
は
外
来
的
な
単
な
る
観
点
に
外
な
ら
な
い
。
次
に
論
理

け

的
関
係
と
い
う
の
は
、知
性
内
に
の
み
存
在
す
る
関
係
で
あ

っ
て
、主
語
に
対
す
る
述
語
の
関
係
な
ど
が
こ
れ
で
あ

る
。
以
上
に
対
し
て
、

超
越
論
的
関
係
と
は
、
事
物
に
と

っ
て
外
来
的
附
加
的
な
も

の
で
は
な
く
、

「事
物

の
絶
対
的
本
質

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
秩
序

(
　

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
秩
序
は
そ
れ
自
体
真
実
の
絶
対
的
有
な
の
で
あ

る
が
、
た
だ
他
の
事
物

の
本
質
に
含
ま
れ
て
い
る
有
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
肉
体

の
霊
魂
に
対
す
る
照
係
が
こ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
我
々
は
こ
こ
で

ト
ミ
ズ
ム
に
於
け
る
最
も
根
本
的
な
思
想

の

一
つ
に
触
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
霊
魂
と
肉
体
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
説
が
考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
霊
魂
と
肉
体
と
は
、
ち
よ
う
ど
騎
手
と
馬
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
客
々
完
全
実
体
と
し
て
相
互
に
作
用
し

つ
つ
結

合
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
合
は
従

っ
て
偶
然
的
合

一

(
　

)
に
す
ぎ
ぬ
と
考
え
る
も

の
。

両
者

の
相
互
作
用

は
超
越
的

な
神
の
機
会
的
原
因
に
基
づ
く

と
考
え
る
も
の
。
更
に
、
肉
体

(
モ
ナ
ド
の
集
合
体
)
と
霊
魂

(
モ
ナ
ス
)
と
は
内
在
的
に
作
用
し
合
う

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
神
の
予
定
調
和

(
　

)
に
よ
る
の
で
あ

っ
て
、

術
者
の
内
在
的
相
互
作
用
も
完

ギ

全
な
反
映
作
用
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
。
こ
れ
ら
の
主
張
を
立
ち
入

っ
て
吟
味
す
る
い
と
ま
は
な
い
け
れ
ど
も
、

ト
ミ
ズ
ム
の
主
張
と
根

本
的
に

異
る
の
は
次
の
点
で
あ
ろ
う
。

ト
ミ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、

人
間

の
霊
魂
と
肉
体
と
は

統
一
さ
れ
て
一
つ
の
本
性
、
一

つ
の
実
休
を

構
成
す
る

(
　

)
。

従

っ
て
実
体
的
合

一

(
　

)
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
い
て
は
、

霊
魂
と
肉
体
の
両
者
か
ら
作
用
の
内
在
的
な
第

一
原
理
な
い
し
実
体
的
な
本
質
が
形



成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
霊
魂
と
肉
体
は
各
々
不
完
全
実
体

(
　

)

で
あ
り
、
そ
の
統

一
体
と
し
て
は
じ
め
て

完
全
実
体
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
不
完
全
な
実
体
と
は
、
そ
れ
臼
ら
に
基
づ
い
て
(
　

)
合
成
的
な
実
体
的
本
質
を
構
成
す

べ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
種

の
も

の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
第

一
は
、
種
の
見
地
か
ら
の
み
不
完
企
と

言
わ
れ
る
実
体
で
、
本
性
的
に
は
自
己
の
配
偶
た
る
べ
き
他
の
実
体
的
部
分

(
　

)
と
合
し
て

一
つ
の
完

全
な
種
を
構
成
す
る
べ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
然
し
、
そ
れ
は
己
れ
ひ
と
り
で
独
立
自
存
し
得
る
も
の
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
真
の
実
体
(
　

)
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
実
体

の
観
点
か
ら
し
て
不
完
全
と
言
わ
れ
る
も

の

で
独
立
自
存
し
得
な
い
も

の
、従

っ
て
無
条
件
に
(
　

)
実
体
と
言
え
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
た
だ
還
元
的
に

(
　

)

実
体
に
属
す
る
も
の
と
し
て
実
体
的
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

而
し
て
人
間

の
霊
魂
は
前
者

に
、
肉
体
は
後
者

に
属
す
る
も

の
と
さ
れ

る
。
両
者
の
関
係
は
更
に
、形
相
と
質
料
、
現
実
態

(
　

)
と
可
能
態
　

)
の
面
か
ら
も
考
察
さ
れ
る
が
、
要
は
人
間
の
霊
魂
が

　れ
　

肉
体
を
規
定
し
こ
れ
を
種
別
化
す
る
本
質
的
な
部
分
と
し
て
、
肉
体

の
実
体
的
形
相
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
形
相
は
可
能
態
と

し
て
の
質
料
を
限
定
す
る

現
実
態
で

あ

っ
て
、

こ
の
限
定
に
よ

っ
て

一
つ
の
自
然
的
本
質
を
構
成
す
る
の
で
あ

る
。
既
に
形
相
の
限
定

を
受
け
て
形
成
さ
れ
て
い
る
人
間
の
肉
体
は
実
は
第
二
質
料
(
　

)
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
対
し
て
第

一
質

料
(
　

)
と
は
、
ま
だ
形
相
に
よ
る
い
か
な
る
規
定
も
受
け
て
い
な
い
純
粋

の
可
能
態
　

)
で
あ

っ
て
、
こ

れ
を
限
定
し
て

一
箇

の
完
全
実
体
を
構
成
す
る
も
の
が
実
体
的
形
相
(
　

)
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
人
間
の
実
体
的
形
相
は
霊
魂
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

人
間
の
霊
魂
と
肉
体
と
の
関
係
は
ト
ミ
ズ
ム
に
於
い
て
は
右
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
様

な
関
係
が
超
越
論
的
関

係
な
の
で
あ
り
、
人
間
的
行
為
の
道
徳
律
に
対
す
る
関
係
も
か
か
る
意
味

で
超
越
論
的
な
の
で
あ
る
か
ら
、
我

々
は
今
、
人
間
的
行
為
の

道
徳
律
に
対
す
る
関
係
は
人
間
的
行
為

そ
れ
自
体
の
絶
対
的
本
質
の
中
に
食

ま
れ
げし
お
り
、
従
っ
て

、
人
間
的
行
為
と
は
道
徳
律
に
対

す



る
秩
序
を
本
質
的
に
内
包
し

て
い
る
絶
対
的
現
実
的
有
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

道
徳
律
に
つ
い
て
。
人
間
的
行
為
が
対
象
を
介
し
て
超
越
論
的
関
係
を
有
す
る
の
は

道
徳
律
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
道
徳
律

(
　

)
と
は
、
人
間
的
行
為
が
範
型
因

(
　

と
し
て
そ
れ
に

一
致
す
べ
き
ー
従

っ
て
違
反
す
れ
は
悪
と
な
る
よ
う

な
1

一
定

の
規
準

(
　

)

の
こ
と
で
あ
り
、

「神
学
大
全
」
中
に
散
見
さ
れ
る
聖
ト

マ
ス
の
説
を
ま
と
め
て
み
る
と
次

の
三
つ
の
規

セ
　

準
が
考
え
ら
れ
る
。

　

第

一
は
客
観
的
最
高
規
準

(
　

)
。

ト

マ
ス
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
永
遠
法

(
　

)
と
同

一
で
あ
る
。

人
間
は
す

べ
て
の
人
間
的
行
為
を

通
じ
て
終
局
目
的

(
　

)
と

し
て
の
神
を
志
向
で
き
る
と
す
れ
ば
、

「
意
志
の
正
し
さ

　お

　

(
　

)

は
終
局
目
的
に
対
す
る
正
当
な
秩
序
に
よ
る
」
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
人
間
的
行
為

の
道
徳
性
は
形
相
的
に
は

　れ

　

神

の
理
性
た
る
永
遠
法
に

一
致
し
て
い
る
か
否
か
に
懸

っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
客
観
的
直
接
規
準

(
　

)。

人
間
の
理
性
は
そ
れ
自
体
、
神

の
珊
性
た
る
永
遠
法
に
参
与
し
て
い
る

限
り
、
.こ
れ
が
道
徳
的
行
為
の
客
観
的
直
接
規
準
と
さ
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、
ト

マ
ス
は
す
べ
て
の
第
二
原
因

(
　

)
は
第

一
原
因

(
　

)
な
し
に
は
作
用
せ
ぬ
か
ら
人
間
の
理
性
が
意
志
を
律
す
る
の
は
何
よ
り
も
先
ず
第

一
原

因
た
る
永
遠
法
に
よ

っ

　お
　

て
で
あ
る
、と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
創
造
に
関
す
る
創
世
記
の
物
語
り
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、人
間
は
神
の
似
姿

(
　

　
)

と
し
て
創
造

さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
人
間
的
理
性
の
自
然
的
指
示
は
神
の
理
性
の
反
映
で
あ
り
永
遠
法
の
自
然
的
反
映
に

外
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
す
な
わ
ち
自
然
法
(
　

)

で
あ

っ
て
、
人
定
法
(
　

)
ー
教
会
法
や
市
民
法
1

　め

　

も
そ
れ
が
有
効
な
る
法
で
あ
る
た
め
に
は
自
然
法
を
通
じ
て
永
遠
法
に
参
与
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

我
々
に
と

っ
て
今
、
最
も
重
要
な
の
は
ト
マ
ス
の
い
う
自
然
法
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
ト

マ
ス
は
、
自
然
法
と
は
人
間
が
本
性
的
に
弁
え

て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間

は
的
確
に
人
間
的
作
用
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
、
例

え
ば
生
殖
や
飲
食
な
ど



け
　

は
人
間
の
類
的
本
性
に
適
合
す
る
こ
と
で
あ
り
、
推
理
は
そ
の
種
的
本
性
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
。
然
し
、
こ
れ
ら
が

「本
性
的
に
弁
え
て
い
る
知
識

(
　

)」
で
あ
る
と
は
言

っ
て
も
、
こ
の
知
識
そ
の
も

の
が
生
得
的
で
あ
る
と

い
う
の
で
は
な
く
、
人
間

が
理
性
を
使
い
は
じ
め
る
や
否
や
、
例
え
ば
善
悪
の
観
念
の
よ
う
に
実
践
的
世
界
に
属
す
る
最
も
共
通
な
観
念
を
感
覚
的
観
念
か
ら
抽
象

し

て
最
も
普
遍
的
な
原
理
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
そ
の

「
傾
向
性
」
が
人
間
に
と

っ
て
生
得
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に

　
ゆ
ノ

す
ぎ
な
い
。

従

っ
て
自
然
法

を
厳
密
に
考
え
る
な
ら
、
か
か
る
傾
向
性
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
く
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
得
ら
れ
た
実
際

の
認
識

(
　

)
従

っ
て
第
二
次
現
実
態

(
　

)
ー
こ
れ
は
第

一
次
現
実
態
な
る
実
体
に
対
し
て
そ
の
作
用

(
　

)
を
意
味
す
る
ー
を
自
然
法
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
然
法
が
永
遠
法
の
自
然
的
発
現
と
解
さ

れ
る
に
し
て
も
、
我

々

の
理
性
的
認
識
は
必
ず
し
も
常
に
永
遠
法
を
正
確
に
反
映
し
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
誤
謬
に
陥
り
修
正
を
要
求
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ガ
リ
グ
ー

・
ラ
グ
ラ
ン
ジ

ュ
師
は
、
聖
ト
マ
ス
が

「
神
学
大
全
」
の
中
で
人
間

の
自
然
的
完
成
や
そ
の
基
盤
た
る
修

得
的
徳
な
ど
を
論
ず
る
場
合
に
は
、

原
罪
故
に
乱
れ
た
人
間
の
本
性
を
治
癒
し
こ
れ
を

高
揚
す
る
と
こ
ろ
の
恩
寵
　

)

の
効
果
と
い
う
こ
と
が
常
に
形
相
的
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
こ
そ
近
代
以
降
の
自
然
法
と

根
本
的
に
異
る
ト
マ
ス
的
自
然
法
理
論
の
秘
密
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
我
々
か
ら
す
れ
ば
ト

マ
ス
に
於
け
る
人
間
の
理
性
は

単
に
想
定
さ
れ
た
楽
園
の
理
性
で
あ
る
か
に
み
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、

然
し
ト

マ
ス
は

一
面
で
は

原
罪
に
よ
る

人
間
的
理
性
の

へ

ぬ

へ

乱
れ
と
他
面
で
は
恩
寵
に
よ
る
そ
れ
の
い
や
し
を
日
々
内
的
に
体
験
し
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
恩
寵
に
よ
っ
て
い
や
さ
れ
た
理
性
の
光
は
、

高
揚
さ
れ
て
は
い
て
も
や
は
り
自
然
的
理
性
そ
の
も
の
の
光
と
し
て
把
握
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
人
間
の
理
性
は
原
罪
に
よ

っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
く
不
完
全
な
が
ら
真
の
認
識
能
力
を
保
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
健
全
な
理
性
の
声
は

神
の
声
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
単
純
に
認
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
自
然
法
的
道
徳
律
は
決
し

て
神

の
恣
意
に
基
づ
く

無
計
画
な
命
令
と
し
て
で
は
な
く
、
思
惟
す
る
理
性
の
前
に
於
い
て
も
内
的
に
正
当
で
あ
り
、
か

つ
必
然
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ

て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
、
し
ば
し
ば
永
遠
法
と
人
間
の
理
性
は
太
陽
と
明
月
と
の
関
係
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ



る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
に
と

っ
て
は
、

「
理
性
に
即
し
て
い
る
限
り
で
の
善
と
こ
れ
に
違
反
し
て
い
る
限
り
で
の
悪
が
道
徳
の
種

別
を
決
し

「
理
性
的
善
が
…

意
志
的
行
為
を
道
徳
的
に
糞

ら
し
め
る

と
ト
マ
ス
は
断
言
す
る
の
で
あ
る
。

主
観
的
直
接
規
準

(
　

)
。
人
間
の
理
性
は
た
し
か
に
客
観
的
に
存
在
す
る
が
故
に
、
そ
れ
は
道
徳
の
客
観

的
直
接
規
準

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
個
人
の
時
と
場
所
と
に
於
け
る
理
性
の
判
断
は
主
観
的

な
も
の
で
あ

っ
て
、
我

々
は
自
己
の
行
為
を
実

際
上
は
こ
の
主
観
的
実
践
判
断
に
よ

っ
て
律
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
の
客
観
的
規
準
は
そ
の
主
観
的
規
準
に
よ
っ
て
実

用
化
さ
れ
る
こ
と
に
.な
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
良
心

(
　

)

で
あ
り
、
第
三
の
規
準
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
規
準

は
実
際
的
で
直
接
的
な
も

の
で
あ
る
か
ら
、
人
が
良
心
の
声
を
聞
か
ず
に
罪
を
犯
す
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
従

っ
て
無
知
や
誤

謬

の
た
め
に
客
観
的
な
い
し
質
料
的
に
は
違
法
行
為

(自
然
法
に
反
す
る
罪
)
で
あ

っ
て
も
、
主
観
的
に
或
は
良

心
的
に
は
、
悪
と
知
り

つ
つ
自
由
に
こ
れ
を
承
藷
す
る
と
い
う
罪
の
形
相
因
を
欠
く
故
に
全
く
罪
に
な
ら
な
い
場
合
も
少
な
く
は
な
い
。
例
え
ば
昔

の
武
士
道
に

従

っ
て
い
る
自
殺
、
仇
打
、
善
意
を
も

っ
て
邪
教
を
信
ず
る
な
ど
は
す
べ
て
主
観
的
正
道
た
り
う
る
の
で
あ

っ
て
、
彼
ら
に
と

っ
て
は
そ

う
し
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
罪
を
意
味
し
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ト

マ
ス
に
於

い
て
も
良
心
の
実
践
判
断
は
推
理
判
断
と
共
に
我
々
の
理
性

に
と

っ
て
は
本
性
的
働
き
で
あ
る
か
ら
そ
の
限
り
良
心
は
誤
り
得
な
い
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
複
雑
な
人
間

的
行
為
に
於
い
て
は
、

も
ち
ろ
ん
右
の
例
に
於
け
る
が
如
く
良
心
が
偶
然
的
誤
謬
に
禍
さ
れ
る
の
は
経
験
上
明
白
な
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
偶
然
の
誤
謬
と
い
う

の
は
、
理
性
が
そ
の
本
性
に
従

っ
て
作
用
す
る
限
り
に
於
い
て
で
は
な
く
、
先
入
見
と
か
不
完
全
な
前
提
知
識
な
ど
の
外
的
な
或
は
附
帯

的
な
原
因
(
　

)
に
基
づ
く
限
り
に
於
い
て
で
あ
る
。
か
か
る
外
的
な
誤
謬
原
因
を
取
り
除

い
て
良
心
を
普
遍
的
な
自
然

法
に
立
脚
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
良
心
の
形
成

(
　

)

と
い
う
実
際
教
育
の
課
題
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我

々
の
実
践
的
判
断

が
人
に
よ
り
又
時
と
所
に
よ
り
相
違
す
る
と
い
う
意
味
で
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
我
々
の
道
徳
的
行
為
が
偶
然
的
で
任

意
に
変
更
し
得
る
掟
に
基
づ
く

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
度
合

の
差

こ
そ
あ
れ
、我
々
の
実
践
的
判
断

は
客
観
的
な
自
然
法
に

一
致
す
る
こ
と
を
少
な
く
と
も
含
蓄
的
に
は
要
求
し
て
居
り
そ
の
可
能
性
を
常
に
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間

の
良
心
、
従

っ
て



道
徳
律
は
、
本
質
的
に
客
観
的
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
人
間

の
本
質
的
不
変
性
に
与
か
り

道
徳
の
普
遍
的
最
高
規
範
と
調
和
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
ト
ミ
ズ
ム
に
於

い
て
は
、
以
上
の
如
き
意
味
に
於

い
て
永
遠
法

・
自
然
法

・
良
心
の
内
的
相
互
関
係

が
理
解
さ
れ
て
い
る
わ

へ麓

)

け
で
あ
る
。

人
間
的
行
為
に
於
け
る
自
然
的
側
面
と
附
帯
的
側
面
。
道
徳
律
に
対
す
る
人
間
的
行
為
の
超
越
論
的
関
係
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
行
為

の
自
的
を
媒
介
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
前
に
人
間
的
行
為
に
於
け
る
自
然
的
善
性
(
　

)

と
道
徳
的
善
性
(
　

)
の
関
係
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
人
間
的
行
為
は
、

一
面
で
は
単
な
る
自
然
的
有
と
し
て
も

考
察
さ
れ
う
る
限
り
そ
れ
自
体
の
自
然
的
絶
対
的
善
性
を
有
す
る
。と
い
う
の
は
、
聖
ト

マ
ス
に
於
い
て
は
、有
(
　
)
と
善
(
　

)
と

は
存
在
論
的
に
相
互
に
置
換
さ
れ
る
概
念
で
あ
り
、
た
だ
意
志
或
は
欲
望

の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
た
有
を
善
と
称
す
る
に
す
ぎ
ぬ
か
ら

お
　

で
あ
る
。
し
か
し
人
間
的
行
為
は
、
他
面
で
は

「行
為
が
道
徳
律
に
基
づ
い
て
評
価
さ
れ
る
際
に
有
す
る
属
性
」
と
し
て
今
一

つ
の
道
徳

的
善
性
な
る
も
の
を
有
す
る
.
前
者
は
自
然
的
実
有
的
行
為

の
善
性
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
は
相
対
的
道
徳
的
行
為
の
善
性
で
あ
る
。

聖
ト

マ
ス
は

「
罪
の
道
徳
的
領
域

(
　

)
は
、
行
為
の
本
性
的

(自
然
的
)
領
域
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
道
徳
的
有
と
し
て
の
領
域

に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
徳
的
有
な
る
も

の
は
、

(自
然
的
存
在
と
し
て
の
)
行
為
の
本
性
に
対
し
て
は
あ

た
か
も
実
体
に
対
す
る

ゑ
　

性
質

の
如
き
関
係
に
あ
る

(
　

と
述

べ
て
い
る
。
性
質
は
必
然
的
に
実
体
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
人
間
的
行
為
に
於
け
る
道
徳
的
簿
性
は
そ
の
自
然
的
善
性
の
う
ち
に
附
帯
的
に

(
　

)
附
加
さ
れ
た

一
つ
の
形
相

(
　

)
な
の
で
あ
り
、
こ
の
形
相
は
人
間
的
行
為
に
於
け
る
自
然
的
善
性
に
と

っ
て
は
そ
の
特
性

(
　

)
或
は
質

(
　

)

と
し
て
、
人
間
的
行
為

の
自
然
的
形
相
の
面
に
外
物
と
は
無
関
係
に
附
若
し
て
い
る
属
性
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
自
然
的
有
と
し
て
の
行
為
と
、

こ
れ
を
前
提
と
す
る
道
徳
的
有
と
し
て
の
行
為
と
の
間
に
は
本
質
的
に
比
例
(
　

)



　
先
ず
前
者
。
行
為
自
体

の
目
的
と
は
業

(
　

)

そ
の
も
の
が
指
向
し
て
い
る
自
然
的

目
的
の
ζ
と
で
、

例
え
ば
建
築
の
登
然
的
口
的
は
新
築
の
家
屋
で
あ
り
、

服
薬
の
そ
れ
は
健
康
に

外
な
ら
ず
、

性
交
の
場
合
は
子
供
の

出
産
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

自
然
に

よ

っ
て
種
別
化
さ
れ
る

の
で
あ

っ
て
、

行
為
者

の
意
図
が

知
性
に
よ

っ
て
様

々
に

変
化
し
て

も
こ
れ
に
少
し
も
影
響
さ
れ
な
い
。

建
築
家
が
家
を
建
て
る
に
当

っ
て
、
快
適
な
住
い
を
意
図
し
て
い
よ
う
と

収
益
を
め
ざ
し
て
い
よ

う
と
、
或
は
又
、
世
間
的
な
名
誉

(
　

)
を
求
め
て
い
よ
う
と
、
建
築
そ
れ
自
体
の
濃
的
は
唯

一
つ
、
家
屋
の
完
成
あ
る

バカ

　

の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
為
自
体
の
目
的
は
自
然
的
有
と
し
て
の
特
定
の
行
為
に
周
有
な
形
相
的
対
象
と
岡

一
で
あ
る
、
能
動
的
能

力
(
　

)
に
基
づ
く
行
為
で
あ
れ
ば
、
生
殖
行
為

の
目
的
が
塵
児
に
あ
る
如
く
そ
れ
は
麓
出
す
べ
き
対
象

(
　

)
と
同

}
で
あ
り
、
受
動
的
能
力

(
　

)
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
欲
求

の
目
的
は
そ
の
対
象
の

獲
得
に
あ
り
、視
覚
の
口
的
は
仏
を
見
る
こ
と
、知
解
の
目
的
は
可
知
的
対
象

の
把
握
に
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
把
握
す
べ
く
動
機
づ
け
ら

聴
》

れ
た
対
象
(
　

)
と
同

一
で
あ
る
。
従

っ
て
、
自
然
的
有
と
し
て
の
意
志
の
働
き
も
自
己
間
有
の
対
象

露
)

と
し
て
把
握
す

べ
き
善
、
即
ち
善
遍
的
に
理
解
さ
れ
た
旨
的
に
よ

う
て
種
別
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
た
る
善
に
よ

っ
て
意
志
の

の
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
ミ
レ
は
こ
の
点
に
注
目
し
つ
つ
、
人
間
的
行
為
が
意
志
の
形
相
的
対
象
た
る
園
的
に
よ

っ
て
種
別
化

さ
れ
る
と
い
う
ト
マ
ス
の
原
則
を
分
析
し
て
、
盗
然
的
有
と
し

て
解
さ
れ
た
限
り
で
の
人
間

的
行
為
は
行
為
自
体

の
目
的
(
　

)

に
よ

っ
て
種
別
化
さ
れ
る
に
対
し
、
道
徳
的
有
と
し
て
の
人
間
的
行
為
は
、
更
に
行
為
者
の
目
的

(
　

)

に
よ
っ
て
も
種

別
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
、

こ
の
道
徳
的
行
為
は

行
為
自
体
の
目
的
を
い
わ
ば

「対
象
と
し
て
の
形
相
的
対
象

(
　

　」
と
し
、
か

つ
行
為
者
の
目
的
を

「根
拠
と
し
て
の
形
相
的
対
象
(
　

と
し
て
種
別
化
さ
れ

ハ
お
　

る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
　

と
は

一
般
に

知
識
や
能
力
な
ど
の
本

来
的
対
象
で
あ
る
に
対

』

蕊
)

し
、
　

と
は
知
識
や
能
力
な
ど
を
そ
れ
本
来

の
対
象
に
関
係
せ
し
め
る
根
拠
た
る
も
の
を
言
う
の
で
あ
る
。



汽3D

)

行
為
は
知
性
や
魂
の
他
の
諸
能
力
の
働
き
と
は
第

一
義
的
に
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
間

は
意
志
の
白
由
行
為
に
よ

っ
て
、
例
え
ば
生
殖
行
為
を
営
む
場
合
、
子
を
も
う
け
る
た
め
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

単
な
る
快
楽
の
た
め
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
又
、
夫
婦
愛

の
発
露
、
或
は
こ
れ
を
深
め
る
た
め
で
あ
る
こ
と
も
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
同

一
行
為
に
於
い
て
種
々
の
目
的
が
重
複

す
る
の
が

一
般
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
々
の
〔
的
は

そ
れ
ぞ
れ
現
実
的

に

(
　

)
相
異
る

も
の
で
あ
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
「行
為
者
の
目
的
と
は
行
為
者
が
主
と
し
て
意
図
し
て
い
る
(
　

)
こ
と
が
ら
」

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
相
互
に
異

っ
て
い
る
よ
う
に
、
又
、
行
為
自
体

の
目
的
と
も
常

に

一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト

マ
ス
は

「
行
為
自
体
の
目

ハね

　

的
は
他
者
の
う
ち
に
あ
り
う
る
に
対
し
、
行
為
者
の
目
的
は
常
に
自
己
自
ら
の
う
ち
に
存
す
る
」
と
言

っ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
自
然

的
有
と
し
て
解
せ
ら
れ
た
数
的
に
同

一
な
る
人
間
的
行
為
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
現
実
的
自
然
的
変
化
を
蒙
る
こ
と
な
し
に
、
善
が

悪
と
な
っ
た
り
非
道
徳
的
な
も
の
が
道
徳
的
な
も
の
に
変
じ
た
り
し
て
、
道
徳
的
に
は
全
く
異

っ
た
も
の
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
か
か

る
変
化
は
、
道
徳
律
に
従
属
し
て
い
る
対
象

へ
の
観
点
(
　

)、

つ
ま
り
、
行
為
者
の
目
的

の
附
加
或
は
変
更
に
基

　
　

　

つ
く
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
道
徳
的
行
為
を
直
接
第

一
義
的
に
考
え
る
と
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
意
志
自
体

の
内
的
自
発
的
行
為

で
あ
る
か
ら
、
意
志
本

来
の
動
因

(
　

)

は
意
向

の
目
的
、

即
ち

「
行
為
者
の
目
的
」
に
外
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、

目
的
の
志
向
は
あ
く
ま

へ

ぬ

へ

も

ヘ

へ

で
意
志
に
属
す
る
の
で
あ

っ
て
、

決
し
て
目
的
達
成
途
上
の
外
的
行
為
に

属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、

目
的

の
形
相
的
理
拠

(
　

)

は
厳
密
に
言
え
ば
行
為
自
体
の
目
的
に
で
は
な
く
行
為
者
の
目
的
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
は
道

徳
的
有
と
し
て
の
行
為
を
最
も
形
相
的
に
か
つ
直
接
第

一
義
的
に
種
別
化
す
る
も
の
は
行
為
自
体
の
目
的
で
は
な
く
行
為
者
の
目
的
で
あ

　ゑ

　

る
と
結
論
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「外
的
行
動
は
そ
れ
が
意
欲
的
で
な
い
限
り
道
徳
的
性
格
(
　

)
は
有
し
な
い
」
か
ら
ト
マ

ス
と
共
に

「
人
間
的
行
為
の
本
質

(
　

)
は
形
相
的
に
は
目
的
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
、
質
料
的
に
は
外
的
行
為
の
対
象
の
側
か
ら
把

　　

　

握

さ

れ

る
」

と

解

す

る

こ
と

が

で
き

よ

う
。



そ
れ
故
、
意
志
に
よ

っ
て
発
動
さ
れ
た
外
的
行
為
自
体
の
道
徳
性
に
関
し
て
は
、

内
的
行
為
の
道
徳
性
か
ら
の
外
面
的
帰
属
　

)

に
よ

っ
て
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
輪

外
面
的
帰
属
と
は
・
帰
属
さ
れ
る
形
相
(
こ
の
場
合
は
道
徳
性
)
を
被
帰
属
基

体

(外
的
行
為
)
の
う
ち
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
定
着
に
よ

っ
て
被
帰
属
体
の
う
ち
に
内
在
的
な
な
に
も
の
か
が
賦
与
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
帰
属
形
相
自
体
で
は
な
く
、
こ
の
形
相
よ
り
生
じ
か
つ
こ
れ
に
依
存
す
る
と
い
う
形
で
被
帰
属
体
の
う
ち
に
あ
る

と
さ
れ
る

一
種
の
能
力
(
　

)
な
い
し
性
格

(
 

)

の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「健
康
な
薬
」
と
言
う
場
合
、
形
相
と
し

て
の
健
康

(
　

)
は
薬
品
の
中
に
形
相
的
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
形
相
的
に
は
健
康
だ
と
言
わ
れ
る
動
物
の
う
ち
に
あ
る

　

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
薬
品
は
健
康
を
実
際
に
も
た
ら
す
よ
う
な

一
種
の
能
力
を
含
ん
で
い
る
限
り
、

「健
康
」

は

「
原
因
と
し
て
働
く

　お

ぜ

能
力

(
 

」
、
従

っ
て
外
的
な
も

の
と
し
て
薬
品
の
う
ち
に
あ
る
と
言
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
道
徳
性
は

、
内
的
行
為
、
外
的
行
為
、
法
、
対
象
な
ど
様

々
の
も

の
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
道
徳
性
を
形
相
的
内
在
的
に
定

立
す
る
第

一
類
比
因

(
　

)
言
う

ま
で
も
な
く
内
的
行
為
で
あ
り
、
他

の
す

べ
て
の
道
徳
的
事
象
は
こ
の
内
的
行

為
か
ら
の
外
的
帰
属
に
基
づ
く
第
二
類
比
因
に
す
ぎ
な
い
。
即
ち
外
的
行
為
が
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
そ
れ
が
道
徳
的
に

内
的
行
為
を
原
因
と
し

て
い
る
限
り
に
於
い
て
で
あ
る
。
な
お
、
類
比
因
と
い
う
も
の
は
、
例
え
ば

「健
康
」
は
動
物
に
つ
い
て
の
み
形

相
的
内
在
的
か
つ
第

一
義
的
意
味
で
語
ら
れ
る
か
ら
こ
の
場
合
の

「健
康
」
は
第

一
類
比
因
と
言
わ
れ
、

「薬
品
」
や

「食
物
」

「色
」

な
ど
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に
、
第
二
類
比
因

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「根
拠
と
し
て
の
形
相
的
対
象
」
と
し
て
の
　

外
的
行
為
な
い
し
行
為
自
体
の
目
的

(
　

)
に
基
づ
く
善
性

と
行
為
者
の
目
的
に
基
づ
く
善
性

と
の
問
に
は
如
何
な
る
包
摂
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
ト
マ
ス
は
こ
の
点
を
吟
味
し

つ
つ
次
の

如
く
述

べ
て
い
る
。「
も
し
対
象
(行
為
自
体

の
目
的
)
が
自
体
的
に
(行
為
者
の
)
目
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合

に
は
。
一方
の
特
異
性

(
　

)
は
自
体
的
に
(
　

)
他
方
の
特
異
性
の
決
定
因
子
(
　

)
と
な
り
両
種
問
に
包
摂
関
係
が
成
立
す
る
で
あ
ろ

　
ヨ
　

う
」
と
。
と

こ
ろ
で
意
志
ー
そ
れ
固
有

の
対
象
は
目
的
で
あ
る
ー
は
魂
の
す

べ
て
の
能
力
に
と

っ
て
普
遍
的
な
動
因

(
　



　　

　

　
)
で
あ
る
が
、魂

の
各
能
力
の
固
有
対
象
は
特
殊
的
行
為
の
対
象
に
外
な
ら
な
い
」
か
ら
、行
為
自
体
の
目
的

(対
象
)
に
基
づ
く
善
性

の
種
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
ほ
ど
普
遍
的
で
な
い
も
の
が
よ
り
普
遍
的
な
も

の
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
行
為
者
の
目
的
に
基
づ
く
善
性
の
種

(39

>

の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
「対
象
が
自
体
的
に
目
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
」
は
ど
う
で
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ろ
う
か
?

ト

マ
ス
に
よ
れ
ば
そ
の
場
合
は
「対
象
に
基
づ
く
種
は
自
体
的
に
は
目
的
に
基
づ
く
そ
れ
の
決
定
因
子
と
は
な
ら
な
い
。逆
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。
か
か
る
場
合
は
、
一
が
他
に
帰
属
す
る
わ
け
で
は
な
く
両
者
は
別
々
の
も
の
と
し
て
一
つ
の
種
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

従

っ
て
姦
通
せ
ん
が
た
め
に
盗
む
者
は
、
同

一
行
為
に
於
い
て
二
つ
の
悪
を
　

)
犯
す
の
で
あ
る
」
と
述

べ

お
　

て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
同

一
行
為
に
於
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
悪
は
更
に
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。
け
だ

し

こ
の
姦
通
行
為
は
、
窃
盗
行
為

の
誘
因
と
し
て
、
窃
盗
の
悪
を
些
か
も
変
ず
る
こ
と
な
く
意
欲

(
　

)
自
体
を
種
別
化
す
る
対
象
と

な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
外
的
な
窃
盗
行
為
は
姦
通
を
意
図
す
る
意
志
の
内
的
行
為
に
対
す
る
手
段
と
し

て
意
図
さ
れ
て
い
る

限
り
、
意
欲
の
対
象
と
し

て
の
姦
通
は
姦
通
自
体
が
有
す
る
道
徳
的
種
別
を
些
か
も
変
ず
る
こ
と
な
く
外
的
窃
盗
行
為
を
も
形
相
的
に
種

別
化
す
る
対
象
と
な

っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
い
て

行
為
者
の

目
的
は
正
し
く

「
根
拠
と
し
て
の
形
相
的
対
象

　」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
言
う
よ
う
に
、
姦
通
せ
ん
が
た
め
に
盗
む
者
は
自
体
的
に

ハれ
　

は
盗
人
で
あ
る
よ
り
は
姦
通
者
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
'対
象
か
ら
み
て
善
な
る
行
為
が
悪
し
き
意
向
を
も

っ
て
な
さ
れ
る
場
合
も
、
そ

の
悪
し
き
意
向
が
行
為

の
動
因
で
あ
る
か
そ
の
全
体
的
目
的
を
な
す
も

の
で
あ
る
限
り
、
全
体
の
行
為
を
悪
た
ら
し
め
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
悪
し

き
意
向
が
単
に
部
分
的
随
伴
的
目
的
に
す
ぎ
ぬ
場
合
は
、
そ
の
行
為
は
道
徳
的
に
二
分
さ
れ
、
対
象
か
ら
し

て
善

な
る
行
為
と
意
向
か
ら

し
て
悪
な
る
行
為
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
前
者
も
そ
れ
が
行
為
者

の
目
的
に
関
わ
り
こ
れ
に
形
相
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限

り
に
於
い
て
か
く
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
行
為
自
体

の
目
的
が
客
観
的
に
悪

で
あ
り
ー
具
体
的
に
は
親
に
対
す
る
不
敬
、
殺
人
、
窃
盗
、
姦
淫
、
偽
証
、
他
人
の
配
偶



者
に
対
す
る
恋
慕
な
ど
自
然
法
に
反
す
る
す
べ
て
の
行
為

(
こ
れ
ら
が
客
観
的
に
悪
で
あ
る
こ
と
を
弁
え
る
理
性
的
認
識
の
傾
向
性
は
人

間
に
と

っ
て
生
得
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
)
ー
し
か
も
こ
れ
ら
が
善
な
る
意
図
を
も

っ
て
行
わ
れ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ

で
も
我
々
は
単
な
る
人
間
の
行
動
ー
幼
児
や
泥
酔
者
、
狂
人
の
仕
草
な
ど
!
で
は
な
く
、
人
間
的
行
為
で
あ
る
隈
り
の
事
象
を
論
じ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
自
体

の
目
的
の
悪
性
に
全
く
無
知
で
あ

っ
た
り
理
性
の
働
き
が

マ
ヒ
し
て
い
た
り
す
る
場
合
を
除
外
す
る
。
そ

ヘ

ヘ

へ

う
す
る
と
、
我
々
は
次
の
様
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
す

べ
て
の
人
間
的
行
為
に
於
い
て
行
為
自
体

の
内
在
的
目
的
を

少
く
と
も
含
蓄
的
に
(
　

)
意
欲
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
。
例
え
ば
行
為
者
の
目
的
が
暖
房
の
た
め
で
あ
れ
放
火

わ

の
た
め
で
あ
れ
火
を
燃
や
し
て
熱
を
意
欲
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
目
的
に
関
す
る
意
志

の
作
用
た
る
意
向
は
人

間
的
行
為
に
於

い
て
は
必
然
的
に
そ
し

て
少
く
と
も
含
蓄
的
に
行
為
自
体
の
有
す
る
内
在
的
目
的
に
つ
い
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る

か
ら
そ
の
限
り
に
於
い
て
、
例
え
ば
孝
行

の
た
め
に
貞
操
を
売
る
が
如
き
対
象
か
ら
み
て
悪
と
さ
れ
る
行
為
が
た
と
え
善
な
る
意
向
を
も

っ
て
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
依
然
悪

た
る
を
免
れ
な
い
。
け
だ
し
、
そ
の
行
為
全
体
に
は

意
向
か
ら
し
て
善
な
る
行
為
と

対
象
か
ら
し

て
悪
な
る
行
為
と
が
混
合
し
て
い
る
限
り
、
決
し
て
無
条
件
に
善
で
は
あ
り
え
ず
、
更

に
意
向
か
ら
し
て
善
な
る
行
為
そ
の
も
の
も
対
象

か
ら
し
て
悪
な
る
行
為
の
逆
限
定
を
全
く
蒙
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
行
為
は
全
体
と
し
て

一
つ
の
善
性
と
二

重

の
悪
性
を
含
む
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
こ
の
一
つ
の
善
性
さ
え
単
に
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
善
性
で
あ

っ
て
、
具
体
的
に
は
対
象
か
ら

し
て
悪
な
る
行
為
の
逆
限
定
を
免
れ
え
な
い
か
ら
、
そ
れ
自
体
も
無
条
件

で
善
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
る
か

ら
、そ
の
行
為
全
体
の
道
徳
性
を
判
別
す
る
に
は
、「
結
論
は
常
に
下
位
部

に
従
う
(
　

」

と
い
う
論
理
学
上
の
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
ト

マ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「行
為
は
す

べ
て
の
善

性

を
伴
わ
ぬ
限
り
無
条
件
的
に
善
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら

一
つ
の
違
反
が
悪
の
原
因
と
な
る
(
　

　
)
に
対
し
、
デ
ィ
オ

ニ
シ
ウ
ス
も
言
う
如
く
、
善
は
総
休
的
原
因
に
基
づ
く

(
　

(42
)

　
)

か

ら

で
あ

る
」

と

。



さ
て
、
新
し
い
光
は
新
し
い
対
象
を
明
る
み
に
出
す
も
の
で
あ
る
。

(
　

)
。

一
つ
の

「根
拠
と
し
て
の
形
相
的
対
象
(
　

」
と
し
て
の
行
為
者
の
目
的
が
与
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
人
間
的
行
為
に
何
ら

の
質
料
的
変
化
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
数
的
に
は
同

一
の
人
間
的
行
為
で
あ

っ
て
も
、
こ
れ
に
伴

っ
て
新
た
な
る

「
対
象
と
し

て
の
形
相
的
対
象
(
　

」
と
し
て
の
行
為
自
体

の
目
的
が
、
そ
の
単

一
性
を
損
う
こ
と
な
し
に
内
的
に
照
明
さ
れ

高
揚
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
は
行
為
者
の
目
的
が
既
に
行
為
自
体
の
目
的
に
よ

っ
て
逆
限
定
を
受
け
て
い
る
場

合
に
も
同
様

で
あ
る
。
道

徳
的
有
と
し
て
の
人
間
的
行
為
が
道
徳
的
に
は
行
為
者
の
目
的
な
い
し
意
向
に
よ

っ
て
最
も
形
相
的
に
種
別
化
さ

れ
る
と
い
う
ラ
ミ
レ
の

お
　

主
張
は
、聖
書
の
中
に
も
そ
の
裏
付
け
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ
テ
オ
福
音
書
の
中
に
「も
し
汝
の
自
清
く
ば
全
身
明
ら
か
な
ら
ん
」

お
　

と
の

一
旬
が
あ
る
が
、
ト

マ
ス
は
こ
の
目
(
　

)
を
比
喩
的
に
意
志
の
働
き
で
あ
る
意
向
(
　

)
を
指
す
も
の
と
考
え
て
お
り
、

そ
う
す
る
と
こ
の
聖
旬
の
意
味
は
、
我

々
の
意
向
が
道
徳
律
に
対
し
て
正
し
く
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
全
身
(
　

)
、
即
ち

我
々
の
す
べ
て
の
行
為
は
道
徳
的
意
味

に
於
い
て
無
条
件
に
善
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
対
象
か
ら
し
て
悪
な
る
行
為
が
悪
し
き
意
向
を
も

っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
二
重
の
悪
性
を
持

っ
た
よ
う
に
、
対
象
か
ら
み
て

善
な
る
行
為
が
善
な
る
意
向
を
も

っ
て
行
わ
れ
る
時
に
は
二
重
の
善
性
を
有
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
無
条
件
的
に
善
な
る
行

為

で
あ
る
。

更
に
道
徳
的
に
中
性
的
な
(
　

)
行
為
は
、

行
為
者

の
目
的
か
ら

一
定
の

道
徳
性
が
与
え

ら
れ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な

例
え
ば
、
単
に
地
面
の
馨

持
ち
上
げ
る
と
か
野
原
に
出
る
と
か
こ
う
し
た
類
の
行
為
は
、
そ
の
対
象
に
何
も

理
性
的
秩
序
に
属
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
限
り
、
種
的
に
中
性
的
な
も
の
と
言
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
道
徳
的
に
中
性
的
な
行
為
と

は
、
対
象
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
は
い
て
も
決
し
て
そ
れ
白
身
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
た
だ
行
為
者
の
目
的
や
環
境

に
墓
つ
い
て
道
徳
的
に

む
　

善
と
も
な
り
悪
と
も
な
り
う
る
よ
う
な
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
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