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は
じ
め
に

ル
ソ
ー
当
時
、
良
心
は
確
実
な
道
徳
的
規
範
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ホ
ッ
ブ
ズ
は

｢

良
心
は

判
断
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
間
違
い
を
犯
し
う
る｣
の
で
、
国
家
法
に
導
か
れ
な
け
れ
ば

｢

私
的
な
良
心
の
多
様
さ
に
よ
っ
て
国
家
は

混
乱
に
陥
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

１)

。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
異
な
る
地
域
の
未
開
人
た
ち
が
良
心
の
や
ま
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
な
く
互
い
に
相
反
す
る

行
為
を
行
う
事
例
を
数
多
く
取
り
上
げ
、
生
得
原
理
と
し
て
の
普
遍
的
な
良
心
の
存
在
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
良
心
の
掟
は
習
慣
か
ら
生
ま
れ
る

と
結
論
づ
け
て
い
る

(

２)

。
カ
ン
ト
は
良
心
を
傾
向
性
の
一
つ
に
数
え
て
道
徳
の
根
拠
た
り
え
な
い
と
み
な
し
、
絶
対
確
実
な
道
徳
法
則
を
導
出
す
る

役
割
を
理
性
に
負
わ
せ
る

(

３)

。
と
こ
ろ
が
ル
ソ
ー
は
、
理
性
よ
り
も
良
心
を
道
徳
判
断
の
確
実
な
根
拠
と
み
な
し
、
あ
え
て
逆
の
主
張
を
行
う
の
で

あ
る
。

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
判
断
に
は
必
然
的
に
誤
謬
が
伴
う
。
こ
れ
は
対
象
や
観
念
を
比
較
す
る
理
性
の
働
き
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る

(

４)

。
こ
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れ
に
対
し
て
良
心
は
、
い
わ
ば
直
接
的
に
道
徳
的
な
善
悪
を

｢

感
じ
る｣

感
情
で
あ
る
が
ゆ
え
に
不
可
謬
だ
と
さ
れ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
ル

ソ
ー
の
主
張
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

第
一
に
、
単
な
る
感
情
に
ど
う
し
て
行
為
の
善
し
悪
し
が
判
断
で
き
る
の
か
は
っ
き
り
と
し
な
い

(

５)

。
そ
も
そ
も
判
断
と
は
理
性
の
働
き
で
は
な

い
の
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
直
接
的
に
善
悪
の
認
識
を
行
う
の
は
良
心
で
は
な
く
理
性
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
が

(

６)

、
こ
れ
は
明
ら
か
に
ル
ソ
ー
自
身
の
言
葉
に
反
し
て
い
な
が
ら
も
無
下
に
否
定
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
善
悪
を
判
断
す
る
際
に
何

が
善
で
あ
る
か
を
示
す
の
は
理
性
で
あ
る
こ
と
が
、
ル
ソ
ー
自
身
に
よ
っ
て
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
良
心
が
不
可
謬
だ
と
い
う
ル
ソ
ー
の
主
張
の
根
拠
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
な
ぜ
ル
ソ
ー
は
良
心
に
の
み
そ
の
よ
う
な
能
力
を
付
与
し

た
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
な
解
釈
は
、
ル
ソ
ー
の
記
述
に
従
っ
て
、
不
可
謬
性
の
根
拠
を
神
に
由
来
す
る
も
の
と
み
な
し
そ
れ
以
上
問
わ
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
良
心
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
後
述
す
る
孟
子
の
憐
れ
み
の
情
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
こ
の
問
題
の
解

明
が
不
可
欠
だ
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
良
心
論
に
お
け
る
道
徳
的
善
の
把
握
能
力
は
理
性
・
良
心
の
い
ず
れ
か

の
み
に
帰
さ
れ
え
な
い
こ
と
、
良
心
の
不
可
謬
性
の
根
拠
は
神
よ
り
は
む
し
ろ
人
間
と
自
然
と
の
関
わ
り
の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

一
、
ル
ソ
ー
の
良
心
論

(

一)

良
心
の
構
成
要
素
と
し
て
の
自
己
愛
と
憐
み
の
情

ル
ソ
ー
の
良
心
論
に
お
け
る
道
徳
的
善
は
、
良
心
に
よ
っ
て
確
実
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
で
は
ル
ソ
ー
に
お
け
る
良
心
と
は
い
か
な
る

も
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ル
ソ
ー
に
お
け
る
良
心
は
、
自
己
愛

(������������������)
と
憐
み
の
情

(�����)
を
そ
の
構
成
要
素
と
す
る

(

７)

。
自
己
愛
に
よ
っ
て
我
々
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は
、
他
者
に
優
先
し
て
自
身
の
保
全
を
欲
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
で
憐
れ
み
の
情
は
、
他
者
と
の
関
係
を
と
り
も
ち
、
ま
た
自
己
愛
を
抑

制
し
緩
和
す
る
。
ル
ソ
ー
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
憐
れ
み
の
情
が
自
己
愛
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『

エ
ミ
ー
ル』

に

お
い
て
憐
れ
み
の
情
は
、
自
己
愛
の
変
異
体
と
し
て
生
じ
る
感
情
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。｢

溢
れ
出
る
心
の
力
が
私
を
私
と
似
た
も
の
に
同

化

(����������)
さ
せ
、
私
が
い
わ
ば
彼
の
中
に
自
分
を
感
じ
る
場
合
、
彼
が
苦
し
む
の
を
欲
し
な
い
の
は
私
が
苦
し
ま
な
い
た
め
で
あ
る
。
私

は
自
分
へ
の
愛
の
た
め
に
彼
に
関
心
を
も
つ｣

(��������523�
)

。
憐
れ
み
の
情
は
、
他
者
の
苦
し
み
を
ま
る
で
自
分
が
苦
し
ん
で
い
る
か
の

よ
う
に
感
じ
る
こ
と
で
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
憐
れ
み
の
情
が
働
く
の
は
、
第
一
義
的
に
は
自
分
が
苦
し
む
こ
と
を
欲
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
こ

の
欲
求
の
他
者
へ
の
拡
張
に
よ
る
の
で
あ
る
。

他
者
に
拡
張
さ
れ
た
自
己
愛
と
し
て
の
憐
れ
み
の
情
は
、
自
己
愛
そ
れ
自
体
を
や
わ
ら
げ
る
作
用
を
も
つ
。
ル
ソ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な

｢

自
分

に
対
す
る
愛
か
ら
派
生
す
る
人
々
に
対
す
る
愛｣

を

｢

人
間
の
正
義
の
原
理｣

と
し
て
位
置
づ
け
る

(���������������156)

。
他
者
に
拡
張
さ

れ
た
自
己
愛
と
し
て
の
憐
れ
み
の
情
こ
そ
が
、
道
徳
的
善
の
発
生
源
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

(

８)

。｢

自
分
自
身
と
自
分
と
同
じ
よ
う
な
者
と
に
対

す
る
こ
の
二
重
の
関
係
か
ら
つ
く
ら
れ
る
倫
理
体
系
か
ら
良
心
の
衝
動
が
生
ま
れ
て
く
る｣

(���������600)
。
で
は
、
良
心
の
不
可
謬
性
は
い

か
に
し
て
見
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

(

二)

自
然
秩
序
と
良
心
の
不
可
謬
性

ル
ソ
ー
に
お
い
て
真
正
な
も
の
、
不
可
謬
な
も
の
と
は
、
常
に
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
反
対
に
虚
偽
や
誤
謬
は
、
人
間
が
生
み
出
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。｢

万
物
を
創
る
者
の
手
か
ら
離
れ
る
と
き
す
べ
て
は
善
い
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
の
手
に
よ
っ
て
す
べ
て
悪
く
な
る｣

(������
��245)

。
で
は
神
に
由
来
す
る
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は

｢

神
が
宇
宙
と
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
を
創
っ
た
こ
と
、
す
べ
て
の
も
の
に
秩
序
を
与

え
た
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る｣

(�������592)
と
い
う
記
述
か
ら
、
自
然
の
事
物
や
そ
の
秩
序
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
ル
ソ
ー
は

｢

自
然
に
由
来
す
る
も
の
は
す
べ
て
真
で
あ
る｣

(�������������133)
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
真
な
る
も
の
と
は
、
神
の
手
に
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よ
っ
て
創
ら
れ
た
も
の
、
自
然
の
秩
序
に
適
う
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
己
愛
は
自
然
に
由
来
す
る
が
ゆ
え
に

｢

自
然
の
感
情｣

と
呼
ば
れ
、
ま
た
憐
み
の
情
は

｢

自
然
的
な
徳｣

と
呼
ば
れ
る

(�����������154)

。
す
る
と
両
者
を
構
成
要
素
と
す
る
良
心
は
、
自
然
の
秩
序

に
適
う
働
き
、
す
な
わ
ち

｢

一
般
的
な
秩
序
を
知
り
、
そ
れ
を
愛
す
る
能
力
を
も
つ｣

(��������603)

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
良
心
は
自
己
愛

と
憐
れ
み
の
情
と
い
う
自
然
秩
序
に
適
う
も
の
で
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
真
理
す
な
わ
ち
善
に
達
し
う
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
な
ル
ソ
ー
解
釈
は
、
良
心
の
不
可
謬
性
を
神
の
完
全
性
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
る
の
み
で
、
神
か
ら
離
れ
て
そ
の
根
拠
を
問
う

こ
と
は
少
な
い

(

９)

。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
宗
教
的
な
神
秘
性
の
中
に
閉
じ
込
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
実
際
ル
ソ
ー
は
神
秘
性
に
訴
え
る
啓
示
宗
教

を
否
定
し
、
理
性
的
に
神
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。｢

神
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
観
念
は
、
理
性
の
み
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る｣

(������
��607)

。
そ
の
際
、
神
の
存
在
の
根
拠
、
真
理
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
る
の
が
自
然
秩
序
な
の
で
あ
る
。｢

最
高
の
存
在
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る

の
は
、
自
然
の
変
わ
る
こ
と
の
な
い
秩
序
で
あ
る｣
(��������612)

。
し
た
が
っ
て
ル
ソ
ー
の
場
合
、
真
理
の
起
源
の
問
題
は
、
理
性
に
よ
る
自

然
秩
序
の
認
識
か
ら
発
し
て
い
る
と
言
い
う
る
。
神
の
存
在
は
、
や
は
り
理
性
に
よ
っ
て
自
然
秩
序
の
第
一
原
因
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

良
心
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
こ
と
で
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
良
心
の
不
可
謬
性
は
、
理
性
に
よ
る
自
然
秩
序
お
よ
び
神
と
い
う
真
理
の
発
見
、
自
然
秩
序
に
適
う
良
心
の
発
見
、
良
心
に
よ
る
そ
れ

ら
の
確
証
と
い
う
複
雑
な
過
程
を
経
て
見
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
て
み
た
い
。

二
、
理
性
と
良
心

(

一)

理
性
の
可
謬
性

理
性
に
よ
っ
て
自
然
秩
序
や
第
一
原
因
と
し
て
の
神
な
ど
が
見
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
ル
ソ
ー
は
さ
ら
に
良
心
に
よ
る
確
証
を
求
め
る
。
こ
れ
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
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ル
ソ
ー
は
良
心
を
し
て
我
々
を
真
理
へ
と
導
く
指
針
と
す
る
一
方
で
、
理
性
を
可
謬
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。『

エ
ミ
ー
ル』

で
は
、
理

性
の
可
謬
性
の
原
因
が
反
省
の
能
力
に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
反
省
の
能
力
と
は
、
感
官
に
与
え
ら
れ
た
諸
感
覚
を
比
較
す
る
能
力
で
あ
る
。

感
官
は
外
的
対
象
か
ら
の
印
象
を
忠
実
に
受
け
取
る
だ
け
な
の
で
、
感
覚
が
誤
る
こ
と
は
な
い
。｢

感
覚
を
通
し
て
、
対
象
は
自
然
の
中
に
あ
る

よ
う
に
別
々
の
孤
立
し
た
も
の
と
し
て
私
に
現
れ
る｣

(���������571)
。
し
か
し
感
覚
を
比
較
す
る
と
き
に
、
感
覚
与
件
に
は
含
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
対
象
間
の
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

｢

能
動
的
な
力｣

(���������)

を
人
間
は
与
え
ら
れ
て
お
り
、
理
性
の
機
能

は
こ
の
能
動
性
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
同
時
に
誤
謬
の
原
因
と
な
る
と
ル
ソ
ー
は
言
う
。｢

そ
こ
に
あ
る
二
本
の
棒
の
比
率
に
つ

い
て
、
特
に
そ
れ
ら
が
平
行
に
並
ん
で
い
な
い
場
合
に
、
私
が
思
い
違
い
を
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。(

…)

そ
れ
は
、
判
断
す
る
場
合
に
私

が
能
動
的
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
比
較
を
す
る
操
作
が
間
違
っ
て
い
て
、
比
率
を
判
断
す
る
私
の
悟
性
が
、
た
だ
対
象
を
示
す
だ
け
の
感
覚
の

真
実
に
自
分
の
誤
謬
を
持
ち
込
ん
で
い
る
か
ら
だ｣
(��������572)

。
し
た
が
っ
て
、｢

真
理
は
事
実
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
判

断
す
る
私
の
精
神
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
私
が
事
物
に
つ
い
て
下
す
判
断
に
自
分
の
も
の
を
持
ち
込
む
こ
と
が
少
な
い
ほ
ど
、
確
実
に
真

理
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

(������)
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
理
性
に
よ
っ
て
理
性
の
可
謬
性
が
証
明
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
理
性
よ
り
も
良
心
の
方
が
、
確
実
な
善
悪
の
判
断
基
準
と
み
な
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。｢

人
間
は
善
に
つ
い
て
生
得
的
な
知
識
を
も
っ
て
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
理
性
が
彼
に
そ
れ
を
知
ら
せ
る
と
す
ぐ
に
、
良
心
は

そ
れ
に
対
す
る
愛
を
彼
に
感
じ
さ
せ
る｣

(��������600)
。
こ
う
し
て
良
心
の
も
と
で
な
す
べ
き
善
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
と
き
良
心
は
決

し
て
誤
る
こ
と
は
な
い
と
ル
ソ
ー
は
言
う
。

(

二)

推
論
と
理
性

で
は
、
ル
ソ
ー
の
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
良
心
の
不
可
謬
性
を
十
分
に
証
明
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
即
座
に
浮
上
す
る
疑
念
は
、
良
心
の
発

現
に
終
始
理
性
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
観
念
の
比
較
を
行
う
か
ら
誤
謬
が
生
じ
る
と
ル
ソ
ー
は
言
う
け
れ
ど
も
、
比
較
は
理
性
が
示
す

ルソーの良心論における良心の不可謬性の根拠について
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善
に
良
心
が
愛
を
感
じ
さ
せ
る
と
き
に
も
伴
う
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
は
良
心
の
不
可
謬
性
を
毀
損
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
嶋
は
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
間
の
知
性
的
な
働
き
を
理
性
と
推
論
の
二
種
類
に
区
分
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
推

論
と
は
ル
ソ
ー
が
誤
謬
の
原
因
と
し
た

｢

悟
性
に
よ
る
判
断｣

で
あ
り

｢

理
性
の
濫
用｣

(����������1090)

に
す
ぎ
ず
、
誤
り
を
免
れ
な
い
。

し
か
し
理
性
は
、
ル
ソ
ー
自
身
に
よ
っ
て

｢

事
物
の
本
性
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
ま
た
我
々
に
対
す
る
事
物
の
関
係
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
我
々

の
魂
の
す
べ
て
の
能
力
を
秩
序
づ
け
る
能
力
で
あ
る｣

(������)
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
可
謬
性
は
推
論
に
転
嫁
さ
れ
、
理
性
は
善
を
示

し
う
る
と
さ
れ
る
。

｢

ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
悟
性
に
よ
る
判
断
こ
そ
我
々
の
誤
謬
の
原
因
で
あ
る
。｢

私
た
ち
の
誤
り
は
す
べ
て
私
た
ち
の
判
断
か
ら
生
ま
れ
る｣

。

ま
た
判
断
と
推
論
は
同
一
で
あ
る
か
ら
、
推
論
的
理
性
に
よ
る
認
識
も
誤
謬
を
含
む
こ
と
に
な
る
。『

道
徳
書
簡』

に
お
い
て
ル
ソ
ー
は
言
う
。

｢

推
論
す
る
術

(����������������)
は
決
し
て
理
性

(������)
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
そ
の
濫
用
で
す
。
理
性
と
は
、
事
物
の
本
性
に
適
合

す
る
よ
う
に
、
ま
た
我
々
に
対
す
る
事
物
の
関
係
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
我
々
の
魂
の
す
べ
て
の
能
力
を
秩
序
づ
け
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
推
論

(������������)
と
は
、
既
知
の
真
理
を
比
較
し
て
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
推
論
と
い
う
こ
の
術
が
我
々
に
発
見

さ
せ
る
と
こ
ろ
の
、
他
の
真
理
を
構
成
す
る
術
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
私
た
ち
に
、
他
の
真
理
の
要
素
と
な
る
根
源
的
な
真
理
を
認
識
す

る
こ
と
を
決
し
て
教
え
ま
せ
ん
し
、
そ
の
真
理
の
代
わ
り
に
私
た
ち
の
意
見
や
情
念
、
偏
見
を
置
く
と
き
、
推
論
は
私
た
ち
を
啓
発
す
る
ど
こ
ろ

か
、
私
た
ち
を
盲
目
に
し
、
魂
を
全
く
高
め
ず
に
そ
れ
を
弱
ら
せ
、
そ
れ
が
完
成
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
判
断
を
腐
ら
せ
る
の
で
す｣

。
こ
う
し
て

我
々
は

｢[

推
論
的]

理
性
の
声
よ
り
は
む
し
ろ
自
然
の
声
に
信
頼
を
置
く｣

こ
と
を
勧
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

(�)｣

。

西
嶋
の
主
張
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
な
お
良
心
と
理
性
が
截
然
と
区
別
さ
れ
て
い
れ
ば
肯
定
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ル
ソ
ー
自
身

｢

理
性
そ
の
も

の
か
ら
独
立
し
て
い
る
良
心
と
い
う
直
接
的
な
原
理｣

(������
599)

と
い
う
表
現
を
使
っ
て
お
り
、
良
心
に
理
性
的
な
要
素
を
認
め
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

｢

神
は
私
に
、
善
を
愛
す
る
た
め
に
良
心
を
、
善
を
知
る
た
め
に
理
性
を
、
善
を
選
ぶ
た
め
に
自
由
を
与
え
た｣

(������
605)

と
い
う
ル
ソ
ー
の
言
葉
も
理
性
と
良
心
の
分
離
を
裏
づ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
西
嶋
は
、
良
心
を

｢

知
的
直
観｣

と
み
な
し
て
、
良
心
と
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理
性
の
区
別
を
曖
昧
に
す
る
。｢

良
心
の
行
為
は
サ
ン
チ
マ
ン

(���������)

で
あ
る
。(

…)

そ
れ
は
《
感
知
す
る
こ
と
》
、
つ
ま
り
感
受
性

を
通
じ
て
事
物
の
真
理
を
知
る
と
い
う
精
神
の
知
的
側
面
、
一
種
の
認
識
作
用
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る｣

(

傍
点
筆
者

(�))

。
こ
こ
で
西
嶋
は
良

・
・

心
を
、｢
推
論
に
よ
ら
ず
に
根
源
的
な
真
理
を
直
接
的
に
把
捉
す
る｣

知
的
直
観
の
能
力
で
あ
り

(�)

、｢

単
な
る
喜
怒
哀
楽
の
情
と
い
っ
た
人
間
精
神

を
構
成
す
る
情
的
側
面｣

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る

(�)

。
ル
ソ
ー
自
身
に
よ
っ
て
感
情
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
嶋
は
良
心

を
、
感
情
的
な
側
面
に
加
え
て
感
覚
的
な
側
面
と
知
的
な
側
面
を
併
せ
も
つ
、
複
雑
な
概
念
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
知
的
直
観
と
は
い
か
な
る
働
き
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
知
的
な
感
情
と
は
い
っ
た
い
何
か
。
そ
し
て
推
論
の
働
き
と
は
異
な
る
働

き
を
も
つ
理
性
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

西
嶋
は
、
推
論
と
理
性
を
意
味
的
に
区
別
し
、
可
謬
性
を
推
論
に
帰
す
こ
と
で
、
不
可
謬
と
な
っ
た
理
性
を
同
じ
く
不
可
謬
な
良
心
と
統
一
し

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
良
心
の
機
能
の
中
の
知
的
な
部
分
を
理
性
の
機
能
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
ル
ソ
ー
が
可
謬
な
理
性
と
し
て
示
す
も
の
を
推
論
と
見
な
し
、
不
可
謬
な
良
心
に
対
置
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ

れ
で
は
、
例
え
ば
宇
宙
の
秩
序
に
関
し
て
ル
ソ
ー
が
述
べ
る
箇
所
を
解
釈
す
る
際
に
困
難
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
ル
ソ
ー
は

｢

個
々
の
目
的
の
手
段

を
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
秩
序
づ
け
ら
れ
た
関
連
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
内
面
の
感
情
に
耳
を
傾
け
よ
う｣

(��������579)

と
述
べ
て
い

る
が
、
西
嶋
の
主
張
に
与
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
づ
け
ら
れ
た
関
連
を
比
較
す
る
作
業
は
す
べ
て
、
良
心
の
機
能
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
ず
、

理
性
の
機
能
は
良
心
の
機
能
の
う
ち
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
世
界
内
の
事
物
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
出
し
て
比
較
し
、
そ
こ
に
整
然
と
し
て

秩
序
立
っ
た
働
き
を
認
識
す
る
作
業
は
、
は
た
し
て
良
心
の
働
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ
に
理
性
の
働
き
で
は
な
い
の
か
。

し
た
が
っ
て
、
西
嶋
の
解
釈
に
は
与
せ
ず
、
理
性
と
良
心
の
相
違
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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三
、
良
心
は
何
を
感
じ
る
の
か

ル
ソ
ー
は

｢
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
宇
宙
の
秩
序

(��������������������������)

は
、
至
高
の
英
知
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

・
・
・
・
・

い
か｣

(

傍
点
筆
者)

(������)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
宇
宙
の
秩
序
を
感
じ
て
い
る
の
は
内
面
の
感
情
す
な
わ
ち
良
心
で
あ
る

(���������)

。

西
嶋
は
こ
の
秩
序
を

｢
感
じ
る｣

と
い
う
機
能
を
知
的
直
観
と
言
い
換
え
、
良
心
の
う
ち
に
理
性
の
機
能
を
混
在
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り

｢

感
じ
る｣

と
い
う
語
に
感
情
的
な
も
の
と
知
性
的
な
も
の
の
双
方
を
認
め
て
い
る
た
め
に
、
混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
を
解
消

す
る
た
め
に
は
、
ル
ソ
ー
の
い
う

｢
感
じ
る｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

一)

比
較
の
概
念
及
び
感
覚
の
概
念
に
つ
い
て

既
述
し
た
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
感
覚
は
誤
り
な
く
対
象
を
捉
え
る
機
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
感
覚
に
お
い
て

｢

そ
の
人
が
気
づ
い
た

こ
と
、
感
じ
た
こ
と
だ
け
を
言
え
ば
、
そ
の
判
断
は
純
粋
に
受
動
的
な
の
だ
か
ら
、
間
違
っ
た
こ
と
を
言
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い｣

(������
��481)

。
こ
の
場
合
感
覚
と
は
、｢

ま
ぶ
し
さ｣

｢

固
さ｣

｢
運
動｣

｢

痛
さ｣

な
ど
の
第
一
次
的
・
直
接
的
な
感
覚
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
感
覚
は

純
粋
に
受
動
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
誤
り
え
ず
、
こ
れ
ら
を
得
た
後
で
、
印
象
を
引
き
起
こ
し
た
対
象
に
つ
い
て
比
較
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
比
較
能
力
は
反
省
能
力
と
も
呼
ば
れ
る
。｢

私
の
感
覚
を
比
較
対
照
す
る
私
の
精
神
の
力
は
、
注
意
、
省
察
、
反
省
、
そ
の
他
好
き
な

よ
う
に
呼
ん
で
も
か
ま
わ
な
い｣

(��������572)
。
と
こ
ろ
が
、
憐
れ
み
の
情
の
発
現
は

｢

あ
ら
ゆ
る
反
省
に
先
立
つ
自
然
の
純
粋
な
衝
動｣

(������������155)
で
あ
り

｢

時
に
は
禽
獣
で
さ
え
そ
の
兆
候
を
は
っ
き
り
と
示
す｣

(��
3�154)

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て

憐
れ
み
の
情
は
、
比
較
能
力
を
伴
わ
な
い
直
接
的
な
感
情
の
発
現
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

憐
れ
み
の
情
が
良
心
の
構
成
要
素
で
あ
り
か
つ
不
可
謬
性
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
ば
、
憐
れ
み
の
情
は
感
覚
と
同
様
に
、
比
較
以
前
の
も
の
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
ル
ソ
ー
自
身
は
、
感
覚
に
つ
い
て
は
純
粋
性
と
不
可
謬
性
を
具
備
す
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
け
れ
ど

も
、
感
情
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も
な
い
ま
ま
そ
れ
ら
の
性
質
を
認
め
て
い
る

(�����������598�600)

。
つ
ま
り
、
ビ
ュ
ル
ジ
ュ
ラ
ン
も
指

摘
す
る
よ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
両
者
を
同
一
視
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

(�)

。
西
嶋
も
ま
た
、
ル
ソ
ー
の
い
う
良
心
を
受
動
的
判
断
能
力
で
あ
る
と
す

る
。｢

良
心
は

｢

感
じ
る｣

と
い
う
第
一
次
的
・
直
接
的
な
経
験
で
あ
る
か
ら
、
良
心
を
判
断
と
い
う
に
せ
よ
、
そ
れ
は
悟
性
に
よ
る
能
動
的
判

断
と
は
異
な
り
、｢
感
じ
る｣

こ
と
の
確
認
と
し
て
の
受
動
的
判
断
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
良
心
は
常
に
正
し
い
、
と
い
う
こ
と

に
も
な
る

(�)｣
。
こ
の
こ
と
は
、｢

そ
の
人
が
気
づ
い
た
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
だ
け
を
言
え
ば
、
そ
の
判
断
は
純
粋
に
受
動
的
で
あ
り
、
よ
っ
て
誤
っ

た
こ
と
を
言
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い｣

と
い
う
ル
ソ
ー
の
記
述
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
ル
ソ
ー
は
感
覚
と
感
情
と
の
間
に
明
確
な

区
別
を
設
け
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
苦
痛
を
例
に
と
っ
て
言
え
ば
、
私
が
怪
我
を
し
て
感
じ
る
の
は
苦
痛
の
感
覚
で
あ
る
が
、
同
時
に
苦
痛
か
ら
生
じ
る
苦
し
み
の
感

情
も
伴
う
だ
ろ
う
。
両
者
は
一
つ
の
苦
痛
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
だ
か
ら
同
じ
の
も
の
で
あ
る
と
ル
ソ
ー
は
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
良
心
が

｢

感
じ
る｣

と
は
、
感
性
的
所
与
や
理
性
的
な
認
識
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
ま
さ
に
与
え
ら
れ
た

通
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
青
色
の
感
覚
を
赤
と
感
覚
で
き
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は

｢

苦
し

い｣

と
い
う
感
情
を

｢

快
い｣

と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
理
性
が

｢

こ
れ
が
善
で
あ
る｣

と
示
し
た
と
き
に

｢

こ
れ
は
善
で
は
な
い｣

と
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
さ
に

｢

こ
れ
は
善
で
あ
る
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い｣

と
訴
え
る
の
が
良
心
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
や
っ
て
良
心
は
理

性
が
示
す
善
に
対
し
て
確
証
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ル
ソ
ー
が
感
覚
と
感
情
を
区
別
し
て
い
な
い
の
は
、
こ
の

｢

疑
い
え
な
い｣

と
い
う
確

証
を
与
え
る
働
き
に
お
い
て
両
者
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

感
覚
し
た
も
の
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
え
な
い
よ
う
に
、
善
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
も
の
が
そ
う
で
は
な
い
と
は
疑
い
え
な
い
。
良
心
を

そ
の
よ
う
な
働
き
で
あ
る
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
次
に
問
う
べ
き
は
、｢

良
心
は
何
を
善
と
感
じ
る
の
か｣

｢

善
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
感
じ
さ
せ

ルソーの良心論における良心の不可謬性の根拠について
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な
い
も
の
と
の
違
い
は
何
か｣

そ
し
て
そ
も
そ
も

｢

善
を
感
じ
る｣

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
二)
不
可
謬
性
の
根
拠
と
し
て
の
秩
序
美

良
心
は
、
何
を
善
で
あ
る
と
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ル
ソ
ー
が
依
拠
す
る
の
が
、
自
然
の
秩
序
美
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
人
間
は
多
様

な
美
を
見
出
し
、
好
み
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
取
捨
選
択
す
る
け
れ
ど
も
、
ル
ソ
ー
の
い
う
美
は
自
然
秩
序
と
い
う
普
遍
性
を
具
え
た
美
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
美
と
善
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
。｢

私
は
常
に
善
と
は
活
動
す
る
美
に
他
な
ら

ず
、
一
方
は
他
方
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
両
者
と
も
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
た
自
然
の
中
に
共
通
の
源
泉
を
有
し
て
い
る
と
信
じ
て
き
た｣

(�����59)
。
ル
ソ
ー
の
い
う
善
と
は
自
然
の
秩
序
美
の
中
に
あ
り
、
こ
の
美
こ
そ
人
間
の
善
性
を
育
む
も
の
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
自
然
の
中
に
秩
序
を
見
出
す
に
は
、
比
較
す
る
理
性
の
能
動
的
な
働
き
が
必
要
で
あ
る
が
、
美
そ
の
も
の
は
決
し
て
理
性
に
よ
っ
て
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。｢

感
情
に
よ
ら
ね
ば
知
覚
さ
れ
ず
、
説
明
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
が
ど
れ

ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
か
。
そ
れ
が
何
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
が
頻
繁
に
繰
り
返
し
現
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
美
的
感
覚
の
み
が
判
断
を
下
す

よ
う
な
も
の
が
、
ど
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
か｣

(�����59)
。
ル
ソ
ー
に
お
い
て
善
を
感
じ
る
と
は
美
を
感
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
秩
序
は
、
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
美
の
感
情
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
べ
き
特
殊
な
観
念
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
自
然
は
、
諸
感
覚
を
比
較
対
照
す
る
能
動
的
な
判
断
に
よ
っ
て
は
歪
め
ら
れ
な
い
も
の
、
む
し
ろ
人
間
に
能

動
的
な
判
断
を
許
す
基
礎
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
で
秩
序
だ
っ
て
美
し
く

｢

感
じ
ら
れ
る｣

普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
自
然
秩
序
は
、
比
較
に
伴
う
誤
謬
を
超
越
し
た
観
念
な
の
で
あ
る
。
ド
ラ
テ
は
、
ル
ソ
ー
が
こ
の
自
然
の
秩
序
美
の
感
情
を
良
心
と
同
一

の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
と
指
摘
す
る

(�)

。

以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ル
ソ
ー
は
良
心
の
不
可
謬
性
の
保
証
を
自
然
の
秩
序
美
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
で
は
、
自
然
の
秩
序
美

は

、
我
々
の
日
常
の
道
徳
判
断
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
良
心
の
原
理
と
し
て
役
立
つ
自
然
の
秩
序
美
は
、
良
心
に
つ
き
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ま
と
う
理
性
の
可
謬
性
を
い
か
に
し
て
払
拭
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
問
う
た
め
に
は
、
ル
ソ
ー
に
お
け
る
秩
序
美
の
捉
え
方
の
変
化
を
追
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

(

三)
自
然
的
な
秩
序
美
と
道
徳
的
な
秩
序
美

｢

信
仰
告
白｣
の
最
初
に
描
写
さ
れ
る
丘
の
頂
か
ら
見
た
ポ
ー
川
流
域
の
風
景
の
美
し
さ
は
、
や
が
て
世
界
の
秩
序
美
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と

移
行
す
る
。｢

た
と
え
世
界
の
目
的
が
私
に
は
分
か
ら
な
く
と
も
、
私
は
世
界
の
秩
序
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
考
え
る
た
め

に
は
、
世
界
の
部
分
を
比
べ
て
み
て
、
そ
れ
ら
の
協
力
、
そ
れ
ら
の
関
連
を
研
究
し
、
そ
こ
に
調
和
を
認
め
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
か
ら
だ
。｣

(��������578)次
い
で
ル
ソ
ー
の
関
心
は
、
こ
の
秩
序
を
生
み
出
し
た
存
在
へ
と
移
っ
て
い
く
。｢

偏
見
に
曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
目
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
は
っ

き
り
と
感
じ
ら
れ
る
宇
宙
の
秩
序
は
至
高
の
英
知
を
示
す
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
調
和
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分

が
他
の
部
分
を
維
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
み
ご
と
な
協
力
を
無
視
す
る
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
詭
弁
を
積
み
重
ね
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う｣

(��������579)そ
し
て
、
秩
序
を
生
み
出
し
た
至
高
の
存
在
と
善
の
観
念
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。｢

万
物
に
秩
序
を
与
え
て
い
る
存
在
者
、
こ
の
存
在
者
を

私
は
神
と
呼
ぶ
。
私
は
こ
の
名
称
に
英
知
と
力
と
意
志
の
観
念
を
ま
と
め
て
結
び
つ
け
、
さ
ら
に
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
善
性
の
観
念
を
結

び
つ
け
る｣

(��������581)
。
感
覚
と
そ
の
対
象
の
認
識
論
的
な
考
察
か
ら
始
ま
っ
た

｢

信
仰
告
白｣

は
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
善
に
関
す
る

考
察
に
至
る
。
こ
こ
に
お
い
て
神
を
仲
介
と
し
て
秩
序
美
と
善
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
善
は
活
動
す
る
美
で
あ
り
、
秩
序
美
と
同
様

自
然
の
中
に
そ
の
源
泉
を
持
つ
。｢

秩
序
へ
の
愛
は
、
そ
れ
が
秩
序
を
生
み
出
す
と
き

｢

善｣

と
呼
ば
れ
、
秩
序
を
維
持
す
る
と
き

｢

正
義｣

と

呼
ば
れ
る｣

(��������588)
。

善
に
関
わ
る
秩
序
は
道
徳
的
秩
序
と
呼
ば
れ
る

(�)

。
ル
ソ
ー
は
道
徳
的
秩
序
を
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。｢

感
情
と
知
性
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

ルソーの良心論における良心の不可謬性の根拠について
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必
ず
何
ら
か
の
道
徳
的
秩
序
が
あ
る
。
善
人
は
自
分
を
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
秩
序
づ
け
る
が
、
悪
人
は
す
べ
て
を
自
分
に
結
び
つ
け
て
秩
序

づ
け
る
。
後
者
は
自
分
を
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
心
と
考
え
る
。
前
者
は
自
分
の
半
径
を
測
っ
て
円
周
の
上
に
止
ま
る
。
つ
ま
り
全
員
は
神
と
い
う

共
通
の
中
心
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
た
被
造
物
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
同
心
円
と
の
関
連
に
お
い
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る｣

(��������602)

。
こ

の
よ
う
に

｢
信
仰
告
白｣

の
最
初
に
示
さ
れ
た
自
然
の
秩
序
美
は
、
神
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
囲
を
被
造
物
が
同
心
円
上
に
取
り
囲
む
道
徳
的
秩

序
美
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
ル
ソ
ー
に
お
い
て
善
と
は
自
然
の
秩
序
美
お
よ
び
道
徳
的
秩
序
美
に
適
う
も
の
で
あ
り
、
悪
は
こ
の
秩

序
美
を
損
な
う
も
の
と
な
る
。

四
、
善
の
把
握
に
お
け
る
良
心
と
理
性
の
不
可
分
性

以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
然
の
秩
序
美
を
、
神
を
中
心
と
し
そ
の
周
囲
を
同
心
円
上
に
被
造
物
が
取
り
囲
む
秩
序
す
な
わ
ち
道
徳
的
秩
序
と
し
て

捉
え
る
の
は
理
性
で
あ
り
、
そ
れ
ら
自
然
秩
序
と
道
徳
的
秩
序
の
う
ち
に
美
を

｢

感
じ
る｣

の
が
良
心
だ
と
言
い
う
る
。
す
る
と
、
良
心
が
感
じ

る
秩
序
美
に
知
的
な
側
面
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
道
徳
的
秩
序
を
示
す
理
性
が
つ
く
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
理
性
は
可
謬
で

あ
っ
て
も
真
理
を
示
す
能
力
と
可
能
性
は
保
持
し
て
い
る
し
、
良
心
は
理
性
が
示
し
た
秩
序
の
美
に
感
応
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
理
性
は
知
的

領
域
を
拡
大
し
て
新
し
い
秩
序
を
良
心
に
提
示
す
る
。
も
し
理
性
が
適
切
に
秩
序
を
示
し
て
い
れ
ば
、
良
心
は
そ
の
美
に
感
応
す
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
の
良
心
論
中
に
可
謬
な
推
論
を
想
定
し
て
、
理
性
と
良
心
を
知
的
直
観
能
力
と
し
て
同
一
視
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
し
て
西

嶋
に
お
い
て
不
明
瞭
だ
っ
た
良
心
と
理
性
の
区
別
が
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

良
心
が
秩
序
美
を
感
じ
る
の
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
良
心
自
身
が
自
然
秩
序
の
一
部
で
あ
る
自
己
愛
と
憐
れ
み
の
情
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。｢

私
は
経
験
に
よ
っ
て
、
良
心
が
、
頑
固
に
自
然
の
秩
序
に
従
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る｣

(��������566)
。
良
心
は
、
い
わ
ば

｢

無
意
識
の
尺
度｣

(����������1108)
と
し
て
秩
序
を
感
じ
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
向
け
る
注
意
が
理
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
現
実
の
出
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来
事
で
あ
っ
た
り
抽
象
的
な
観
念
で
あ
っ
た
り
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
理
性
に
よ
っ
て
概
念
化
さ
れ
た
善
に
対
し
て
秩
序
美
を
感
じ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
未
だ
そ
れ
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
良
心
に
よ
っ
て
無
意
識
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
秩
序
美
が
、
理
性
に
よ
っ
て
善
な
る
も
の

と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

(

一)

ジ
ュ
リ
ア
ン
の
主
張

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ル
ソ
ー
の
良
心
論
に
関
す
る
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、
一
定
の
変
更
を
迫
り
う
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ジ
ュ
リ
ア
ン

が
主
張
す
る
孟
子
の
憐
れ
み
の
情

(

忍
び
ざ
る
心)

と
ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
の
区
別
は
不
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
よ
れ
ば
、
憐
れ
み

の
情
に
関
す
る
孟
子
と
ル
ソ
ー
の
違
い
と
は
、
孟
子
が
個
人
と
世
界
の
つ
な
が
り
・
万
物
と
の
根
底
的
な
関
係
・
相
互
作
用

(

感
応)

を
前
提
し
て

い
る
の
に
対
し

(�)
、
ル
ソ
ー
は
個
人
の
感
情

(

自
己
愛
あ
る
い
は
利
己
愛)

の
他
者
へ
の
投
影

(

想
像
力)

を
前
提
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
孟
子
は
、

個
人
を
他
者
か
ら
切
り
離
さ
な
い
か
ら
、
憐
れ
み
の
情
の
反
応
に
お
い
て
他
者
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ル
ソ
ー
の
場
合
は
、
他
者
の
知
覚
に
基

づ
く
個
人
的
な
感
情
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
者
そ
の
も
の
を
自
分
の
う
ち
で
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
孟
子
の

｢

忍
び
ざ
る
心｣

は
、
感
覚
や
経
験
を
通
じ
て
そ
の
端
緒
を
現
す
が
、
こ
れ
は
感
覚
や
経
験
を
逃
れ
た

｢

本
心
の
論
理｣

の
端
緒

に
す
ぎ
な
い

(�)

。｢

本
心
の
論
理｣

は
、
個
人
的
な
利
害
に
結
び
つ
く
動
機
で
は
な
く
、
こ
の
点
で
自
己
愛
か
ら
派
生
す
る
ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
と

異
な
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
の
う
ち
に
内
在
す
る
責
務
の
し
る
し
で
あ
り
、
そ
の
責
務
は
他
人
と
の
根
本
的
な
絆
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の

手
前
に
あ
る
と
さ
れ
る

(�)

。

｢(

ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
は)

そ
の
語
の
最
も
厳
密
な
意
味
で
の

｢

個
人
主
義｣

の
見
方
で
あ
り
、
人
間
は
存
在
者

を
自
分
の
個
人
性
か
ら
認
識
す
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。(

…)

ル
ソ
ー
は
他
者
を
感
じ
る
人
間
を
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
人
間
が
自
己

と
の
関
係
に
よ
ら
ず
に
、
ど
う
や
っ
て
他
者
を
感
じ
ら
れ
る
の
か
は
説
明
で
き
な
か
っ
た

(�)｣
。
こ
の
点
で
ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
は
利
己
的
で
あ

る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
は
孟
子
の

｢

忍
び
ざ
る
心｣

同
様
、
感
覚
や
経
験
を
通
じ
て
生
起
し
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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既
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
己
愛
と
い
う
個
人
的
な
感
情
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
然
秩
序
の
一
部
と
し
て
機
能
す
る
の
だ

か
ら
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
い
う
万
物
と
の
根
底
的
な
関
係
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
い
う

｢

本
心
の
論
理｣

と
は
、
自
然

秩
序
あ
る
い
は
道
徳
的
秩
序
と
同
種
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

(�)

。
こ
の
よ
う
に
良
心
の
機
能
を
秩
序
へ
の
感
応
と
捉
え
る
な
ら
ば
、

ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
の
情
を
利
己
的
と
み
な
し
て
孟
子
の
そ
れ
と
区
別
す
る
必
要
も
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(

二)

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
の
主
張

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
道
徳
感
情
の
直
接
性
を
理
性
の
機
能
と
捉
え
る
。｢

倫
理
的
行
動
の
諸
原
則
や
、
真
の
政
治
の
諸
原
理
は
頭
か
ら
ひ
ね
り

出
し
た
り
計
算
し
た
り
、
ま
た
純
論
理
的
に
証
明
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
独
自
の

｢

直
接
性｣

が
あ
り
、
し
か
も
こ
の

｢

直

接
性｣

は
、
も
は
や
感
情
の
そ
れ
で
は
な
く
、
理
性
の
直
接
性
で
あ
る
。(

…)

我
々
は
、
こ
の

｢

生
得
的
な｣

認
識
に
到
達
す
る
の
に
、
抽
象

的
分
析
や
教
育
、
学
習
な
ど
の
厄
介
な
道
を
通
る
必
要
は
な
い
。
我
々
と
生
得
的
な
認
識
と
の
間
に
横
た
わ
る
障
害
を
取
り
除
け
ば
、
そ
れ
だ
け

で
こ
れ
を
直
接
的
確
実
性
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

(�)｣
と
述
べ
る
。
西
嶋
が
道
徳
感
情
の
機
能
と
見
な
し
た
知
的
直
観
能
力
を
、
カ
ッ

シ
ー
ラ
ー
は
理
性
の
機
能
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
、
倫
理
的
行
動
の
諸
原
則
や
政
治
の
諸
原
理
を
直
接
的
確
実
性
に
お
い
て
生
得
的
に
把
握
す
る
能
力
を
良
心
で
は
な
く
理
性

と
考
え
た
の
は
、
感
情
と
し
て
の
良
心
と
論
理
的
思
考
と
し
て
の
理
性
を
明
確
に
区
別
し
た
ル
ソ
ー
の
言
葉
に
従
う
限
り
、
肯
定
し
得
る
も
の
で

あ
る
。
彼
の
主
張
は
、
理
性
が
知
的
領
域
を
拡
大
し
、
新
し
い
秩
序
を
見
出
す
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、

道
徳
的
秩
序
を
示
す
理
性
の
方
に
の
み
注
意
を
払
い
、
そ
の
美
を
感
じ
る
良
心
の
働
き
を
見
落
と
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
理
性
と
良
心

の
機
能
分
担
の
う
ち
、
理
性
に
よ
る
秩
序
把
握
を

｢

直
接
的
確
実
性
に
お
い
て
把
握
す
る｣

と
い
う
言
葉
で
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
秩
序
美

を
感
受
し
確
証
す
る
感
情
の
働
き
を
見
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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五
、
結

論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ル
ソ
ー
に
お
い
て
善
の
把
握
は
、
理
性
と
良
心
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
理
性
を
排
除
し
た
上
で
良
心
を
知
的
直
観
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
理
性
の
み
に
善
の
直
接
的
把
握
能
力
を
帰
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
善
の
把
握
は
、
理
性
と
良
心
の
不
可
分
の
作
業
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
嶋
や
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
が
示
す
解
釈
上
の
混
乱
は
、
良

心
と
理
性
の
い
ず
れ
か
一
方
に
善
の
把
握
能
力
を
負
わ
せ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
良
心
の
不
可
謬
性
の
観
念
は
自
然
秩
序
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
自
然
秩
序
を
根
拠
と
す
る
点
で
、
良
心
の
構
成
要
素
で

あ
る
憐
れ
み
の
情
に
関
し
て
、
ル
ソ
ー
と
孟
子
の
主
張
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
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問
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訳
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書
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七
年
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九
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感
情
は
、
社
会
形
成
以
前
の
自
然
状
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の
人
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に
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見
出
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(����������������125)
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憐
れ
み
の
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に
関
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て
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感
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ル
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れ
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日
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年
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お
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て
一
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意
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の
不
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性
も
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。
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こ
で
良
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一
般
意
志
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し
て
ル
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ー
思
想
の
統
一
性
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見
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試
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が
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さ
れ
る
。
た
と
え
ば
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ル
ビ
ッ
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は

｢
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般
意
志
は
、
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的
な
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に
お
け
る
各
人
格
の
抽
象
的
で
超
時
間
的
な
本
質
の
具
現
化

で
あ
り
、
各
人
の
良
心
の
中
に
そ
の
構
成
的
部
分
と
し
て
内
在
す
る
本
質
の
具
現
化
に
他
な
ら
な
い｣

と
言
う
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し
か
し
、
両
者
の
不
可
謬
性
に
疑
問
を
投
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か
け
る
こ
と
は
な
い
。
あ
る
種
ル
ソ
ー
思
想
の
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
前
提
と

し
て
、
不
可
謬
性
の
問
題
は
看
過
さ
れ
て
い
る
。

(�)
西
嶋
法
友

『

ル
ソ
ー
に
お
け
る
人
間
と
国
家』

成
文
堂
、
一
九
九
九
年
、
一
四
六
頁
。

(�)
同
上
、
一
四
九
頁
。

(�)
同
上
、
一
五
〇
頁
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(�)

同
上
、
一
四
九
頁
。

(�)�������������������1524������3�
(�)

西
嶋
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同
上
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一
四
八
頁
。
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(�)
｢

理
性
の
役
割
は
、
そ
の
厳
格
さ
に
お
い
て
自
然
を
ま
ね
、
類
比
的
に
別
の
自
然
と
し
て
の
社
会
秩
序
、
各
人
か
ら
独
立
し
た
一
般
意
志
の
秩
序
を
打

ち
立
て
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。｣

(�������������������1347�����
1)

。

(�)�������
(��������)������������������������
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『
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る

孟
子���

カ
ン
ト
、
ル
ソ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ』

中

島
隆
博
、
志
野
好
伸
訳
、
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
八
頁
、
参
照
。

(�)
｢

端
緒
と
し
て
の
情｣

も
、
智
に
よ
る
経
験
が
積
ま
れ
な
け
れ
ば
発
展
し
な
い
。
経
験
を
積
ま
ず
に
発
現
す
る

｢

先
天
的
な
反
応｣

は
、
母
親
に
対
す

る
愛

(

良
能)
に
限
ら
れ
る

(

浅
井
茂
紀

｢

孟
子
の
良
心
哲
学
論｣��26)
。

(�)
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
七
五
頁
、
参
照
。

(�)
ジ
ュ
リ
ア
ン
、
五
一
頁
。

(�)
｢

井
戸
に
落
ち
よ
う
と
し
て
い
る
子
供
を
前
に
し
た
と
き
に
感
じ
る
よ
う
な

｢

自
然
の
反
応｣

｢

先
天
的
な
反
応｣

は
、(

…)

個
々
の
情
動
を
、
実
在
・
・

の
総
体
的
な
論
理
を
な
す
も
の

(
天
道)

に
結
び
つ
け
る
。｣

(

同
上
、76�77
頁)

。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・

(�)
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
七
八
―
九
頁
。

(

本
学
非
常
勤
講
師)
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