
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

カント倫理学のルソー受容問題

西山, 法宏
九州大学大学院 : 博士後期課程 : 倫理学

https://doi.org/10.15017/1448736

出版情報：哲学論文集. 44, pp.55-72, 2008-09-27. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



序

(

Ａ)
｢

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
彼
以
前
に
は
無
秩
序
と
悪
し
く
結
合
さ
れ
た
多
様
性
と
が
見
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
偉
大
な
単
一
性
と
結
び
付
い
た

秩
序
と
規
則
性
と
を
、
初
め
て
見
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
来
彗
星
は
幾
何
学
的
な
軌
道
を
回
っ
て
い
る
。
／
ル
ソ
ー
は
、
人
間
的
な
も
の
と
解
さ

れ
る
形
態
の
多
様
性
の
も
と
に
、
深
く
秘
め
ら
れ
た
そ
の
本
性
と
隠
さ
れ
た
法
則
と
を
、
初
め
て
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
従
っ
て
摂

理
は
彼
の
考
察
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
と
マ
ニ
の
異
論
が
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
の

以
後
、
神
は
義
と
さ
れ
、
い
ま
や
ポ
ー
プ
の
命
題
は
真
で
あ
る｣

(���58�59)
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
と
い
う
一
見
無
関
係
な
二
人
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
の
引
用
は
、
解
釈
を
必
要
と
す
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
初

め
て
見
た

｢

規
則
性｣

と
は

｢

引
力
の
法
則｣

と
考
え
ら
れ
る
が
、
対
し
て
、
ル
ソ
ー
が
初
め
て
発
見
し
た

｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は
何
で
あ
る
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か
。
摂
理
を
義
と
す
る
と
さ
れ
る

｢

彼
の
考
察｣

と
は
何
で
あ
る
か
、
二
人
に
よ
っ
て
神
が
義
と
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
本
稿
を
導
く

の
は
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
ル
ソ
ー
と
は
何
者
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対

し
て
本
稿
は
、
こ
の
引
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、『

エ
ミ
ー
ル』

で
は
な
く

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
ル
ソ
ー
を
い
か
に
受
容
し
た
か
と
い
う
問
題
の
核
心
を
捉
え
よ
う
。

見
通
し
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、『

覚
え
書
き』

に
お
け
る

｢

普
遍
意
志｣

の
重
要
性
を
論
じ

(

一)

、『

視
霊
者
の
夢』

に
お
い
て
語

ら
れ
る

｢

普
遍
意
志｣

か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
の
パ
ラ
レ
ル
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で

あ
る
と
読
み
取
り

(

二)

、
そ
こ
か
ら

『

社
会
契
約
論』

に
即
し
て
こ
の
引
用
の
解
釈
を
提
示
す
る

(

三)

。
次
に
、
対
し
て
こ
の
引
用
を

『

エ
ミ
ー

ル』

に
即
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す

(

四)

。
そ
し
て
、『

社
会
契
約
論』

に
基
づ
い
た
こ
の
ル
ソ
ー
受
容
こ
そ

が
、
意
志
と
感
情
の
順
序
を
逆
転
さ
せ
、
倫
理
学
に
お
け
る
感
情
主
義
か
ら
の
脱
却
を
決
定
づ
け
た
こ
と
を
示
す

(

五)

。

一

『

覚
え
書
き』

に
お
け
る

｢

普
遍
意
志｣

カ
ン
ト
倫
理
学
の
思
想
形
成
に
お
い
て
ル
ソ
ー
受
容
の
持
つ
意
味
は
何
か
と
い
う
問
題
を
扱
う
上
で
、
最
も
重
要
な
テ
キ
ス
ト
は
、
一
七
六
四
―

六
五
年
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

『『

美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
考
察』
に
お
け
る
覚
え
書
き

(

１)』
(

以
下

『

覚
え
書
き』

と
略
す)

で
あ
る
。(

Ａ)

の
引
用
に
限
ら
ず

『

覚
え
書
き』

に
対
す
る
ル
ソ
ー
の
影
響
と
し
て
、
多
く
の
通
論
に
お
い
て
は

｢

私
は
何
も
知
ら
な
い
民
衆
を
軽
蔑
し
た
。
ル

ソ
ー
が
私
を
正
し
て
く
れ
た
。
こ
の
眩
惑
さ
れ
た
優
越
感
は
消
え
失
せ
、
私
は
人
間
を
尊
敬
す
る
こ
と
を
学
ぶ｣

(���44)
が
引
用
さ
れ
、｢

人

間
を
尊
敬
す
る｣

と
い
う
観
点
に
よ
っ
て

『

エ
ミ
ー
ル』

か
ら
の
直
接
的
な
影
響
が
指
摘
さ
れ
、(

Ａ)

の
引
用
に
関
し
て
も
、
自
然
的
世
界
に

対
す
る
人
間
の
精
神
的
世
界
へ
の
関
心
が
ル
ソ
ー
受
容
に
よ
っ
て
初
め
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
通
例

｢

精
神
的
革
新

(

２)｣

と
い
っ
た
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用
語
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
、(

Ａ)

の
引
用
を

『

エ
ミ
ー
ル』

で
は
な
く

『

社
会
契
約
論』

に
即
し
て
解
釈
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

｢

隠
さ
れ

た
法
則｣
を

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
と
確
定
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
ル
ソ
ー
受
容
の
核
心
を

『

社
会
契
約
論』

か
ら

｢

普
遍
意
志｣

を
受
容
し
た
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
読
み
取
る
。
本
節
で
は
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て

｢

普
遍
意
志｣

が
極
め
て
高
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
、
そ
こ
か
ら

(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る

可
能
性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
る
。
ま
ず
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

(

Ｂ)
｢

人
間
の
唯
一
の
自
然
的
で
必
然
的
な
善
は
、
他
者
の
意
志
と
の
関
係
に
お
い
て
は
平
等

(

自
由)

で
あ
り
、
全
体
に
関
し
て
は
統
一
で

あ
る
。
類
比
。
そ
れ
ぞ
れ
の
物
体
が
そ
の
固
有
の
空
間
を
満
た
す
よ
う
に
そ
れ
に
よ
っ
て
物
体
が
み
ず
か
ら
の
空
間
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
斥
力
、

そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
部
分
が
一
つ
に
結
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
引
力｣

(���165)
。

ま
ず
、
こ
の
引
用
に
お
い
て
、｢

意
志｣
と
｢

物
体｣

と
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

意
志｣

同
士
の
相
互
作

用
と
そ
の
統
一
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

物
体｣

同
士
の
相
互
作
用
と
そ
の
統
一
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

物
質｣

に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
た
後
半
部
に
お
い
て
、｢

引
力｣

と
い
う
語
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。
同

じ

『

覚
え
書
き』

に
お
い
て

(

Ａ)

の
引
用
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
を
パ
ラ
レ
ル
に
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
他
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

意

志｣

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
前
半
部
に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。｢

意
志｣

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る

ル
ソ
ー
と
は
、『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
。
次
の
箇
所
が
そ
の
典
拠
で
あ
る
。

｢

事
実
、
も
し
も
特
殊
意
志
が
あ
る
点
に
つ
い
て
一
般
意
志
と
一
致
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
こ
の
一
致
が

永
続
的
で
持
続
的
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
特
殊
意
志
は
そ
の
本
性
か
ら
不
公
平
を
、
一
般
意
志
は
平
等
を
志
向
す
る
か
ら

で
あ
る｣

(��
3�368)

。

こ
の
よ
う
に

『

社
会
契
約
論』

に
お
い
て
、
ル
ソ
ー
の
語
る

｢

意
志｣

と
は

｢

特
殊
意
志｣

｢

一
般
意
志

(

３)｣

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、｢

一
般
意
志｣

カント倫理学のルソー受容問題
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が
｢

平
等｣

を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、｢

一
般
意
志｣

は
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
こ
の

概
念
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
も

『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
扱
い
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
道
徳
性
の
根
拠

を
成
す
も
の
と
し
て
、
常
に

｢

普
遍
意
志｣

が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
示
そ
う
。
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(

Ｃ)
｢

人
々
の
共
通
意
志
に
従
っ
て
見
ら
れ
た
行
為
が
自
己
自
身
と
矛
盾
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
外
的
に
道
徳
的
に
不
可
能
で
あ
る

(

許

さ
れ
な
い)

。
…
…
／
人
々
の
意
志
が
共
通
意
志
か
ら
拒
否
す
る
も
の
を
欲
す
る
な
ら
ば
自
己
自
身
と
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
。
／
す
な
わ
ち
、
共
通

意
志
は
衝
突
状
態
に
お
い
て
個
別
意
志
よ
り
重
要
で
あ
る｣

[

Ｌ]
(���161)
。

(

Ｄ)
｢

個
別
意
志
か
ら
生
じ
る
行
為
の
習
性
は
道
徳
的
利
己
主
義
で
あ
る
／
共
通
意
志
か
ら
生
じ
る
行
為
の
習
性
は
道
徳
的
正
義
で
あ
る｣

[

Ｌ]
(���145)

。

(

Ｅ)
｢

こ
の
選
択
意
志
は
単
な
る
自
己
の
意
志
と
同
様
に
ま
た
普
遍
意
志
を
も
含
む
、
す
な
わ
ち
、
人
間
は
自
己
を
同
時
に
普
遍
意
志
と
の
一

致
に
お
い
て
眺
め
る
の
で
あ
る
。
普
遍
意
志
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ
る
も
の
は
責
務
で
あ
る｣

(�����)
。

こ
れ
ら
の
引
用
に
お
い
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、｢

人
々
の
意
志｣

と

｢

普
遍
意
志｣

と
の
対
比
で
あ
り
、
行
為
の
道
徳
的
な
可
能
性

は

(

と
り
わ
け
衝
突
の
状
態
に
お
い
て)

｢

普
遍
意
志｣
に
従
っ
て
見
ら
れ
た
場
合
に
こ
そ
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
、
行
為
の
道
徳
性

(
道
徳
的
正
義
、
責
務
と
い
っ
た
も
の)

は

｢

普
遍
意
志｣

に
よ
っ
て
こ
そ
生
じ
る

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
、
道
徳
性
の
根
拠
を
成
す
も
の
と
し
て
、
ま
さ
に

｢

普
遍
意
志｣

が
考
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
何
ら
か
の
倫
理
的
法
則
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
事
実
と
し
て
こ
の

｢

普
遍
意
志｣

だ
け
で
あ
る
。

本
節
で
は
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て

｢

普
遍
意
志｣

が
極
め
て
高
い
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、(

Ａ)

の
引

用
に
お
け
る

｢

彼
の
考
察｣

と
は

『

社
会
契
約
論』

で
あ
る
と
、｢

隠
さ
れ
た
法
則｣
と
は

｢

普
遍
意
志｣

を
意
味
し
て
い
る
と
、
解
釈
さ
れ
る

可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
そ
の
可
能
性
が
高
い
だ
け
で
あ
る
。
決
定
的
な
論
拠
と
な
る
の
は
、
同
時
期
に
著
さ
れ
た

『

視
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霊
者
の
夢』

に
お
い
て

｢

普
遍
意
志｣

を
語
る
ル
ソ
ー
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
次
節

で
論
じ
よ
う
。

二

『
視
霊
者
の
夢』

に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る

(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
の
は

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
可
能
で
あ
る
決
定

的
な
理
由
は
、『

覚
え
書
き』
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
時
期
で
あ
る

『

視
霊
者
の
夢』

に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(
Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
が
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
時
期
の

『

視
霊
者
の
夢』

に
お
い
て
両
者
を
パ
ラ
レ
ル
に
語
っ
て
い
る
次
の
引
用
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

(

Ｆ)
｢

ニ
ュ
ー
ト
ン
は
す
べ
て
の
物
質
が
互
い
に
接
近
し
よ
う
と
努
め
る
確
実
な
法
則
を
物
質
の
重
力
と
名
づ
け
た
、
…
…
彼
は
こ
の
重
力
を

物
質
相
互
の
普
遍
的
な
作
用
の
真
の
結
果
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
少
し
も
た
め
ら
わ
ず
、
そ
の
た
め
そ
れ
に
引
力
と
い
う
名
前
も
与
え
た
。
同

様
に
、
互
い
に
相
互
的
に
関
係
し
あ
う
思
考
的
本
性
に
お
け
る
人
倫
的
衝
動
の
現
象
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
霊
的
本
性
が
相
互
に
影
響
し
あ
う
と
こ

ろ
の
真
に
活
動
的
な
力
の
結
果
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
は
、
一
体
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

そ
の
結
果
、
人
倫
的
感
情
は
、
普
遍
意
志
に
対

す
る
私
的
意
志
の
感
じ
ら
れ
た
依
存
性
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
自
然
的
で
普
遍
的
な
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
非
物
質
的

世
界
は
人
倫
的
統
一
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、
同
時
に
非
物
質
的
世
界
は
そ
れ
に
固
有
の
こ
の
連
関
の
法
則
に
従
っ
て
精
神
的
な
完
全
性
の
体
系

へ
と
み
ず
か
ら
を
形
成
す
る
の
で
あ
る｣

(���335)
。

(

Ｇ)
｢

そ
れ
ら
は
、
非
物
質
的
世
界
に
関
し
て
、
霊
的
法
則
に
従
っ
て
、
私
的
意
志
と
普
遍
意
志
と
の
結
合
、
す
な
わ
ち
霊
界
の
単
位
と
全
体

と
の
結
合
の
結
果
、
自
由
な
選
択
意
志
の
人
倫
的
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
作
用
を
、
及
ぼ
し
た
り
ま
た
は
互
い
に
受
け
取
り
合
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。

…
…
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間
の
魂
は
既
に
こ
の
世
に
お
い
て
人
倫
的
状
態
に
従
っ
て
宇
宙
の
霊
的
な
実
体
の
も
と
に
そ
の
位
置
を
占
め
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
い
ま
や
生
じ
る
だ
ろ
う
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
世
界
空
間
の
物
質
が
運
動
法
則
に
従
っ
て
互
い
に
そ
の
物
体
力
に
適
っ

た
秩
序
の
う
ち
に
置
か
れ
る
の
と
、
同
様
で
あ
る｣

(���336)
。

(
Ｇ)
の
引
用
の
主
語
と
な
る

｢

そ
れ
ら｣

と
は
、｢

真
の
意
図｣

｢

密
か
な
動
機｣
｢

見
か
け
は
善
い
行
為
に
お
け
る
秘
め
ら
れ
た
悪
巧
み｣

な

ど
と
い
っ
た
、〈

行
為
の
精
神
的
な
基
体〉

と
で
も
名
づ
け
る
べ
き
目
に
は
見
え
な
い
霊
魂
的
な
も
の

(

こ
れ
が

｢

人
間
の
魂｣

と
言
い
換
え
ら

れ
る)

で
あ
る
。
こ
れ
が

｢

世
界
空
間
の
物
質｣

と
パ
ラ
レ
ル
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

『

視
霊
者
の
夢』
の
こ
れ
ら
の
引
用
に
お
い
て
、
物
体
の
相
互
性
と
霊
魂
の
相
互
性
と
が
こ
の
よ
う
に
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点

が
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
的
世
界
と
精
神
的
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
に
お
い
て
、

ル
ソ
ー
の
名
が
直
接
的
に
は
挙
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、｢

普
遍
意
志｣

｢

私
的
意
志
と
普
遍
意
志
と
の
結
合｣

は
ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

に
由

来
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
典
拠
と
な
る
の
は
次
の
箇
所
で
あ
る
。

｢

な
ぜ
な
ら
、
基
本
的
契
約
に
よ
れ
ば
、
個
人
を
拘
束
す
る
も
の
は
一
般
意
志
の
み
で
あ
り
、
特
殊
意
志
と
一
般
意
志
と
の
一
致
は
、
前
者
が

人
民
の
自
由
な
投
票
に
委
ね
ら
れ
た
の
ち
で
な
け
れ
ば
、
確
か
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る｣

(��
3�383)

。

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、(

Ｆ)
(

Ｇ)

の
引
用
は
、
ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

を
念
頭
に
置
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
の
箇
所
は
、
自
然
的
世
界
と
精
神
的
世
界
の
パ
ラ
レ
ル
性
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
を
パ
ラ
レ
ル
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
の
ル
ソ
ー
と
は
、｢

一
般
意
志｣

を
語
る

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る

(

４)

。
本
稿
が
こ
れ
ら
の

(

Ｆ)
(

Ｇ)

を

引
用
し
た
の
は
、(

Ａ)

の
引
用
を
解
釈
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
の
パ
ラ
レ
ル
性
が
、『

覚
え
書
き』

と
ほ
と
ん

ど
同
時
期
の
一
七
六
五
年
に
書
か
れ
て
い
る

(

５)

『

視
霊
者
の
夢』

の
こ
れ
ら
の
引
用
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

Ｆ)
(

Ｇ)

の

引
用
に
お
い
て
、｢

普
遍
意
志｣

が
語
ら
れ

『

社
会
契
約
論』

が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
も

『

社
会
契

約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

本
節
で
は
、『

視
霊
者
の
夢』

に
お
い
て
語
ら
れ
る

｢

普
遍
意
志｣

か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
の
パ
ラ
レ
ル
性
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
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『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
と
読
み
取
っ
た
。
次
節
で
は
、『

社
会
契
約
論』

に
即
し
て

(

Ａ)

の
引
用
を
解
釈
し
よ
う
。

三
『

社
会
契
約
論』

に
即
し
た
解
釈

以
上
に
よ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
と
の
パ
ラ
レ
ル
性
に
お
い
て
一
七
六
五
年
の
カ
ン
ト
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
常
に

『

社
会
契
約

論』

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は
、｢

普
遍
意
志｣

を
意
味
し
て
い
る
と
確
定

さ
れ
る
の
で
あ
り
、｢

人
間
的
と
解
さ
れ
る
形
態
の
多
様
性｣

と
は
、
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
す
る

｢

個
別
意
志｣

を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ

れ
る
。

｢

法
則｣

が

｢

意
志｣

を
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『

社
会
契
約
論』

に

お
い
て

｢

法
と
は
一
般
意
志
の
表
明
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

(��
3�430)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『

社
会
契
約
論』

に

お
け
る

｢

法｣

と
は

｢

一
般
意
志｣

の
表
明
で
あ
る
。
前
節
で
示
し
た
よ
う
に

(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て

『

社
会
契
約
論』

が
考
え
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
か
ら
、｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

｢

深
く
秘
め
ら
れ
た
そ
の
本
性｣

と
は
解
釈
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
が
、〈

み
ず
か
ら
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
と
し
て
の
自
由〉

と
解
釈
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の

〈

み
ず
か
ら
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
と
し
て
の
自
由〉

に
つ
い
て
、『

社
会
契
約
論』

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

以

上
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
国
家
状
態
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
な
か
に
、
そ
れ
の
み
が
人
間
を
真
に
み
ず
か
ら
の
主
人
と
す
る
精
神
的
自
由

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
な
る
欲
望
の
衝
動
は
奴
隷
状
態
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
が
自
由
だ
か
ら
で
あ
る｣

(��
3�365)
。

こ
の
解
釈
は
、
ル
ソ
ー
が
こ
れ
ら
の
概
念

(

一
般
意
志
、
み
ず
か
ら
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
と
し
て
の
自
由)

を

｢

初
め
て｣

発
見
し
た
と
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
実
に
良
く
適
し
て
い
る

(

６)

。
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｢

摂
理
は
彼
の
考
察
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る｣

｢

神
義
論｣

を
い
か
に
解
釈
す
る
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
い
る
。｢

摂
理
は
義
と
さ
れ
る｣

に

つ
い
て
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
考
察
に
よ
っ
て

｢

彗
星
は
幾
何
学
的
な
軌
道
を
回
っ
て
い
る｣

す
な
わ
ち

〈

物
体
が
自
然
的
秩
序
の
も
と
に
置
か
れ

る〉
と
パ
ラ
レ
ル
に
、〈

意
志
が
道
徳
的
秩
序
の
も
と
に
置
か
れ
る〉

と
、
つ
ま
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が

｢

引
力
の
法
則｣

を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

｢

個
々
の
物
質｣

が
自
然
的
秩
序
の
う
ち
に
置
か
れ
、
ル
ソ
ー
が

｢

普
遍
意
志｣

を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

｢

個
々
の
意
志｣

が
道
徳
的
秩

序
の
う
ち
に
置
か
れ
る
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
具
体
的
に
は
、
す
べ
て
の
物
体
を

｢

引
力
の
法
則｣

が
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
、

す
べ
て
の
意
志
が

｢
普
遍
意
志｣

の
力
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
反
法
則
的
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

悪
人
の
う
ち
に
さ
え

｢

普
遍
意
志｣

は
働
い
て
い
る

(

悪
人
は
そ
れ
よ
り
も

｢

個
別
意
志｣

を
優
先
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る)

の
で
あ
り
、
意
志

を
持
つ
す
べ
て
の
存
在
者
に
対
し
て

｢

普
遍
意
志｣

が
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
神
の
創
造
の
秩
序
の
正
当
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
態
が

｢

ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
の
以
後
、
神
は
義
と
さ
れ｣

の
意

味
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。
ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

に
お
け
る

｢

一
般
意
志｣

は
国
家
法
と
し
て
表
明
さ
れ
る

(

法
は
意
志
の
表
明
で
あ
る)

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
創
造
者
と
し
て
の
神
は
位
置
づ
け
を
持
た
な
い
。
対
し
て
、(

Ａ)

の
引
用
は
創
造
の
秩
序
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
同
体
の
構
成
員
の
み
に
対
し
て
妥
当
す
る

『

社
会
契
約
論』

の

｢

一
般
意
志｣

を
、
理
性
的
存
在
者
一
般
に
対
し
て

妥
当
す
る
概
念
と
し
て
、
カ
ン
ト
が
受
け
取
り
直
し
た
た
め
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

７)

。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
発
見
が

〈

自
然
の
法
則〉

(

す
べ
て
の
物
質
を
支
配
す
る
自
然
的
世
界
の
法
則)

の
発
見
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
ル
ソ
ー
の
発

見
は

〈

自
由
の
法
則〉

(

す
べ
て
の
意
志
を
支
配
す
る
精
神
的
世
界
の
法
則)

の
発
見
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
、
両
者
は
明
確
に
パ
ラ
レ
ル
で
あ

る
。
こ
の

〈

自
由
の
法
則〉

と
は
、
す
べ
て
の

｢

個
別
意
志｣

に
対
し
て
作
用
を
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
の

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
で

あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
本
節
に
お
い
て
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
る
と

い
う
観
点
か
ら
、(

Ａ)

の
引
用
の
解
釈
を
提
示
し
た
。
そ
れ
で
も
、(

Ａ)

の
引
用
は

『
エ
ミ
ー
ル』

の
影
響
下
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
日
課
の
散
歩
を
中
断
し
た
と
い
う
伝
説
的
な
逸
話
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、『

エ
ミ
ー
ル』

が
カ
ン
ト

の
思
想
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
決
し
て
間
違
っ
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
極
め
て
根
強
い
主
張
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
そ

こ
で
、(
Ａ)

の
引
用
を

『

エ
ミ
ー
ル』

に
即
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
次
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

四

『
エ
ミ
ー
ル』

に
即
し
た
解
釈
は
不
可
能
で
あ
る

ル
ソ
ー
の
著
作
の
う
ち
で
神
義
論
と
そ
の
解
決
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
の
は
、『

エ
ミ
ー
ル』

｢

サ
ヴ
ォ
ア
の
叙
任
司
祭
の
信
仰
告
白｣

(

以
下

｢

信
仰
告
白｣

と
略
す)

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
冒
頭
の
引
用

(

Ａ)

に
関
し
て
も
、｢

摂
理｣

｢

神
義
論｣

と
い
う
観
点
か
ら
、｢

信
仰
告
白｣

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
ル
ソ
ー
像

を

『

エ
ミ
ー
ル』

に
即
し
て
描
く
に
あ
た
っ
て
は
、｢

信
仰
告
白｣

に
こ
そ
焦
点
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー

は

｢『

エ
ミ
ー
ル』

の
読
書
は
彼
の
う
ち
に
一
つ
の
革
命
を
引
き
起
こ
し
、
彼
に
対
し
て
他
の
い
か
な
る
本
よ
り
も
強
い
ほ
ど
に
影
響
を
及
ぼ
し

た

(

８)｣

と

『

エ
ミ
ー
ル』

か
ら
の
影
響
を
強
調
し
、(
Ａ)
を
引
用
し
た
直
後
に

｢

こ
れ
は
全
く
、
ル
ソ
ー
の
叙
任
司
祭
の
信
仰
告
白
が
ま
た
引
き

起
こ
し
た
思
想
で
あ
る

(

９)｣

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ム
ッ
カ
ー
は

(

Ａ)

の
引
用
を
解
釈
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、『

エ
ミ
ー
ル』

｢

信
仰

告
白｣

に
即
し
た
解
釈
を
試
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

『

エ
ミ
ー
ル』
｢

信
仰
告
白｣

に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は

｢

自
然
法｣

で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、｢

信
仰
告
白｣

に
お
け
る

｢

法｣

と
は
、
ひ
と
え
に

｢

自
然
法｣

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
次
の
引
用
が
示
し
て
い
る
。｢

人
間
の
不
正
に
よ
っ
て
私
の
心
か
ら
ほ
と
ん
ど
消
し
去
ら
れ
て
い
た
自
然
法
の
す
べ
て
の
義
務
は
、
私
に
そ
れ

を
課
し
私
が
そ
れ
を
果
た
す
の
を
見
て
い
る
永
遠
の
正
義
の
名
に
お
い
て
、
生
き
生
き
と
思
い
起
こ
さ
れ
る｣

(��
4�603)

。
こ
こ
で
の

｢

永
遠

の
正
義｣

と
は

｢

神｣

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、｢

神｣

は
人
間
の
心
の
最
深
部
に
お
い
て

｢

自
然
法｣

に
基
づ
く
義
務
を
命
令
し
、
そ
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れ
を
果
た
す
か
ど
う
か
を
監
視
し
て
い
る
の
で
あ
り
、｢

信
仰
告
白｣

に
お
け
る

｢

自
然
法｣

と
は

｢

私
の
心
の
深
く
に
自
然
に
よ
っ
て
消
す
こ

と
の
で
き
な
い
文
字
で
書
か
れ
た
規
則｣

(��
4�594)

の
こ
と
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、『

エ
ミ
ー
ル』

｢

信
仰
告
白｣

に
お
け
る

｢

自
然

法｣
と
は
、
こ
の

〈

神
の
戒
め
と
し
て
の
自
然
法〉

で
あ
る
。
ま
た
、｢

信
仰
告
白｣

に
お
け
る

｢

法
則｣

と
は
、
一
義
的
に
こ
う
し
た

｢

自
然

法｣

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
何
ら
か
の
倫
理
的
法
則
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
も
の
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
け
る

｢

隠
さ
れ
た
法
則｣
と
は

｢

自
然
法｣

(

神
の
戒
め
と
し
て
の
自
然
法)

を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
ル
ソ
ー
受
容
の
中
心
点
を

『

エ
ミ
ー
ル』

｢

信
仰
告
白｣

の
う
ち
に
は
求
め
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

こ
う
し
た

(

Ａ)

の
引
用
の
解
釈
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
次
の
二
点
に
よ
っ
て
明
確
に
示
そ
う
。

第
一
に
、
事
実
と
し
て

『

覚
え
書
き』

は
、
第
一
節
で
示
し
た
よ
う
に

｢

普
遍
意
志｣

が
道
徳
性
の
根
拠
と
し
て
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け
を

持
つ
の
に
対
し
て
、｢

自
然
法｣

に
つ
い
て
全
く
何
も
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、『

覚
え
書
き』

に

お
け
る
ル
ソ
ー
受
容
問
題
に
お
い
て

｢

自
然
法｣

思
想
は
中
心
的
な
位
置
づ
け
を
全
く
持
た
な
い
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『

覚
え
書
き』

が
自
然
法
論
の
文
脈
の
う
ち
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
の
は
、
一
七
六
〇
年
代
前
半
の
こ
の
時
期
に
お
い
て

既
に
、
倫
理
学
と
自
然
法
論
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
と
な
る
の
は
、
一
七
六
二
―
六
四

年

『

ヘ
ル
ダ
ー
の
実
践
哲
学
講
義』

(

一
九
七
四
年
公
刊)
に
お
い
て

｢

内
的
義
務
の
学
で
あ
る
倫
理
学
は
、
…
…
、
外
的
義
務
の
学
で
あ
る
法

論
に
並
列
さ
れ
る
。
／
そ
れ
ゆ
え
自
然
法
論
と
倫
理
学
は
全
く
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
前
者
は
責
務������������
を
、
後
者
は
拘
束
性

���������������
を
要
求
す
る｣

(�����
1 �13)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(�)
。
つ
ま
り
、
倫
理
学
と
自
然
法
論
と
は
全
く
別
の
文

脈
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
ル
ソ
ー
受
容
の
核
心
は
自
然
法
論
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、｢

自
然
法｣

は
、
長
い
思
想
史
に
お
い
て
極
め
て
伝
統
的
な
概
念
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
が

｢

初
め
て｣

発
見
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
語
り
、
ル
ソ
ー
の

｢

発
見｣

が
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ニ
ュ
ー
ト
ン
の
引
力
の
法
則
の

｢

発
見｣

に
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
し
か
も
、
ど
ち
ら
に
も｢

初
め
て�����������｣

と
い
う
語
を
用
い
て
、
両
者
を
明
確
に
パ
ラ
レ
ル
に
書
い
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
ル
ソ
ー
像
を
追
求
す
る
本
稿
と
し
て

は
、
こ
の

｢

初
め
て｣

を
極
め
て
厳
密
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
を
保
持
す
る
限
り
、｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は

｢

自
然
法｣

を
意
味
す
る
と
い
う
解
釈
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
に
よ
っ
て
、『

エ
ミ
ー
ル』

に
即
し
て

(

Ａ)

の
引
用
を
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ニ
ュ
ー

ト
ン
と
パ
ラ
レ
ル
に
語
ら
れ
る
ル
ソ
ー
と
は
何
者
か
と
い
う
本
稿
を
導
く
問
い
に
つ
い
て
、｢

信
仰
告
白｣

に
定
位
し
て
い
て
は
依
然
と
し
て
何

も
答
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
受
容
の
核
心
を

『

エ
ミ
ー
ル』

に
基
づ
い
て
理
解
す
る
と
い
う
解
釈
の
不
可
能
性

を
、
本
節
で
は
明
確
に
示
し
た
。

五

カ
ン
ト
倫
理
学
の
思
想
形
成
に
お
け
る
ル
ソ
ー
受
容
の
意
義

以
上
に
よ
っ
て
、
本
稿
は
、(

Ａ)

の
引
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、『

エ
ミ
ー
ル』

で
は
な
く

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の

ル
ソ
ー
で
あ
っ
て
、
ル
ソ
ー
が
初
め
て
発
見
し
た

｢

隠
さ
れ
た
法
則｣

と
は

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。

そ
し
て
、『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
こ
の

｢

普
遍
意
志｣

こ
そ
が
、(
Ｃ)

(

Ｄ)
(

Ｅ)

の
引
用
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
道
徳
性
の
根
拠
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

本
節
で
は
、
道
徳
性
の
第
一
根
拠
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
幹
的
な
問
い
に
関
し
て
、
そ
う
し
た
ル
ソ
ー
受
容
が
持
つ
意

味
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
性
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
ル
ソ
ー
受

容
の
直
前
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
問
題
意
識
は
、
一
七
六
二
年
執
筆
の

『

自
然
神
学
と
道
徳
の
原
則
の
判
明
性』

(

以
下

『

判
明
性
論
文』

と
略
す)

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
節
に
お
い
て
、
ま
ず
は

『

判
明
性
論
文』

を
こ
の
問
い
の
観
点
か
ら
概
観
し
よ
う
。
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『

判
明
性
論
文』

に
お
い
て

｢

道
徳
の
第
一
根
拠｣

(���298)
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず

｢

拘
束
性���������������

と
い
う
第

一
概
念｣

(�����)
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、｢

拘
束
性｣

の
第
一
の
形
式
的
原
則
と
し
て

｢

あ
な
た
に
よ
っ
て
可
能
な
最
も
完
全
な
こ
と
を
行
え｣

な
ら
び
に

｢

あ
な
た
に
よ
っ
て
可
能
な
か
ぎ
り
の
完
全
性
が
そ
れ
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
為
す
な｣

と
い
う
規
則
を
挙
げ
る

(

ヴ
ォ

ル
フ
の
定
式)
。
そ
の
う
え
で
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
に
つ
い
て

｢

実
践
的
認
識
の
証
明
不
可
能
な
実
質
的
原
則
が
そ
れ
に
結
合
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、

と
り
わ
け
規
定
的
な
拘
束
性
は
何
一
つ
生
じ
な
い｣

(���299)
と
理
解
し

(

つ
ま
り
、
こ
の
命
題
は

｢

あ
な
た
の
愛
す
る
も
の
を
愛
せ
よ｣

と
い

う
命
題
と
同
じ
よ
う
に
実
践
的
に
は
無
意
味
で
あ
る)

、
実
質
的
原
則
の
一
つ
と
し
て

｢

神
の
意
志
に
適
う
こ
と
を
為
せ｣

を
挙
げ
る

(

ク
ル
ー

ジ
ウ
ス
の
定
式

(�))
。
し
か
し
こ
の
原
則
は
、
形
式
的
か
つ
直
接
的
に
上
の

〈

完
全
性
の
定
式〉

の
も
と
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
倫
理
学
の
原
理
か

ら
は
斥
け
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で

｢

ハ
チ
ソ
ン
そ
の
他
は
道
徳
感
情
の
名
の
も
と
に
こ
れ
に
つ
い
て
見
事
な
所
見
の
始
ま
り
を
展
開
し
て
い

る｣
(���300)

と
述
べ
、
そ
こ
か
ら
次
の
問
い
を
提
起
し
て

『

判
明
性
論
文』

を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

(

Ｈ)
｢

実
践
哲
学
の
第
一
の
諸
原
則
を
決
定
す
る
の
は
、
単
に
認
識
能
力
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
感
情

(

欲
求
能
力
の
第
一
の
内
的
根
拠)

で
あ
る
の
か
が
、
ま
ず
な
お
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(�����)
。

こ
こ
で
は

｢

認
識
能
力｣

と

｢

感
情｣

と
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者
を
代
表
す
る
の
が
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ
り

(

完
全
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
を
捉
え
る
の
が
認
識
能
力
の
役
割
で
あ
る)

、
後
者
を
代
表
す
る
の
が
ハ
チ
ソ
ン
で
あ
る
。
こ
の

『

判
明
性
論
文』

の
最
後
の
問
い
に
関

し
て
、
執
筆
時
点
に
お
い
て
実
質
的
に

｢

道
徳
感
情｣

こ
そ
が
支
持
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
の
典
拠
と
な
る
の
は
、
一
七
六
二
―
六
四

年

『

ヘ
ル
ダ
ー
の
実
践
哲
学
講
義』

に
お
い
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
定
式

｢

善
を
為
せ｣

に
代
え
て

｢

あ
な
た
の
道
徳
感
情
に
従
っ
て
行
為
せ

よ｣
(�����

1 �16)
が

｢

唯
一
の
道
徳
規
則｣

と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て

(

Ｈ)

の
引
用
に
お
い
て
、
こ
の

｢

道
徳
感
情｣

が

｢

欲
求
能
力｣

(

す
な
わ
ち

｢

意
志｣)

の
第
一
の
根
拠
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『

判
明
性
論
文』

に
お
い

て
、
こ
の

｢

道
徳
感
情｣

と
は
、
何
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
行
為
者
に
対
し
て
直
接
的
に
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
、
ル
ソ
ー
受
容
直
前
の
時
期
に
あ
た
る

『

判
明
性
論
文』

に
お
い
て
、
道
徳
性
の
第
一
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
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｢

道
徳
感
情｣

で
あ
り
、
こ
れ
が

｢

意
志｣

を
規
定
す
る

(

何
が
為
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
直
接
的
に
示
す)

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
た
。
カ
ン
ト
は
ル
ソ
ー
受
容
に
よ
っ
て
、｢

感
情｣

と

｢

意
志｣

と
の
こ
の
順
序
を
逆
転
し
、
道
徳
感
情
説
か
ら
の
完
全
な
脱
却
を
果

た
し
た
、
こ
の
こ
と
を
次
に
示
そ
う
。｢

意
志｣

を
道
徳
性
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、｢

認
識
能
力｣

と

｢

感
情｣

の
ど
ち
ら
か
と
い
う

『

判
明
性

論
文』

の
枠
組
み
自
体
を
放
棄
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

『

視
霊
者
の
夢』
に
お
い
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ル
ソ
ー
を
パ
ラ
レ
ル
に
語
っ
た

(

Ｆ)

の
引
用
の
直
前
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。｢

我
々
の
う
ち
に
感
じ
ら
れ
る
、
我
々
の
意
志
と
普
遍
意
志
と
の
一
致
へ
の
こ
の
強
制
を
、
我
々
が
道
徳
感
情
と
名
づ
け
る
こ
と
を

望
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
内
に
現
実
に
生
じ
て
い
る
こ
と
の
現
象
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
因
を
説
明
し
て
い
な
い｣

(���335)
。
こ
の
引
用
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、｢

道
徳
感
情｣

は
現
象
レ
ベ
ル
で
の
単
な
る
個
人
的
な
状
態
を
言
い
表
し
て
い
る
に
す

ぎ
ず
、
さ
ら
な
る

｢

原
因｣

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

(

Ｆ)

の
引
用
に
よ
っ
て
、｢

道
徳
感
情｣

は
そ
の
位
置
づ
け
が
、

次
の
よ
う
に
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。｢
人
倫
的
感
情
は
、
普
遍
意
志
に
対
す
る
私
的
意
志
の
感
じ
ら
れ
た
依
存
性
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、
…
…

自
然
的
で
普
遍
的
な
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
る｣

(�����)
。
こ
こ
に
お
い
て
、
道
徳
性
に
関
す
る

｢

感
情｣

の
第
一
次
性
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、｢

道
徳
感
情｣

は
、
行
為
の
善
悪
を
原
因
と
し
て
直
接
的
に
示
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、｢

普
遍
意
志｣

に
従
属
す
る

(

つ
ま
り
、
法

に
従
っ
て
行
為
す
る)

と
い
う
こ
と
に
応
じ
て

｢

結
果｣
と
し
て
現
象
レ
ベ
ル
で
表
れ
出
る
も
の
と
し
て
、
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

道
徳
感
情｣

の
こ
う
し
た
位
置
づ
け
は

『

覚
え
書
き』

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
。
ラ
テ
ン
語
で
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
て
い
る
。｢

道
徳
法
則
の
内
的
感
覚
は
、
…
…
、
根
拠
の
知
ら
れ
て
い
な
い
魂
の
機
能
と
見
な
さ
れ
る
場
合
、
現
象
で
あ
る｣

[

Ｌ]
(���147)

。

こ
の
引
用
は

｢

快
不
快
の
感
覚｣

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
脈
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
か
ら
、｢

道
徳
法
則
の
内
的
感
覚｣

と
は
、
行
為
の
道
徳
性

に
関
す
る

｢

快
不
快
の
感
覚｣

つ
ま
り

｢

道
徳
感
情｣

を
意
味
し
て
い
る
。『
覚
え
書
き』

に
お
け
る
こ
の
引
用
は
、｢

道
徳
感
情｣

は
目
に
は
見

え
な
い
魂
の
働
き
の
現
象
レ
ベ
ル
で
の
表
れ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
、『

視
霊
者
の
夢』

と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
ま
た

『

覚
え
書
き』

は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

快
不
快
の
感
情
は
、
そ
れ
に
対
し
て
我
々
が
受
動
的
で
あ
る
も
の
に
関
す
る
か
、
善
悪
に
つ
い
て
の
自
由
に
よ
る
活
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動
的
原
理
と
し
て
の
我
々
自
身
に
関
す
る
も
の
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
後
者
が
道
徳
感
情
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
物
理
的
悪

(

病
気)

は
我
々
を

喜
ば
せ
る
が
、
道
徳
的
悪
は
我
々
を
悲
し
ま
せ
る
。
我
々
に
た
ま
た
ま
起
こ
る
も
の
と
我
々
が
為
す
も
の
と
で
は
、
善
に
つ
い
て
の
全
く
別
種
の

喜
び
で
あ
る｣

(���145)
。
こ
の
引
用
は
、｢

受
動
的�������｣
と

｢

活
動
的������｣

の
対
比
で
あ
り
、｢

道
徳
感
情｣

と
は
、
我
々
が
外
か

ら
受
け
る
も
の
に
関
す
る
の
で
は
な
く
、
我
々
自
身
に
関
し
て
持
つ
感
情
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば

｢

道
徳
感
情｣

と
は
、

み
ず
か
ら
為
し
た
行
為
を
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
す
る
感
情
で
あ
り
、
行
為
の
原
因
と
し
て
意
志
を
規
定
す
る
感
情

(

快
で
あ
る
か
ら
そ
う
す
る
、

不
快
で
あ
る
か
ら
そ
う
し
な
い)

で
は
な
く
、
行
為
の
結
果
と
し
て
現
象
レ
ベ
ル
で
表
れ
出
る
感
情

(

善
い
こ
と
を
す
れ
ば
快
で
あ
り
、
悪
い
こ

と
を
す
れ
ば
不
快
で
あ
る)
と
し
て
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、｢

意
志｣

が

｢

感
情｣

よ
り
も
根
源
的
に
先
立
つ

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、(

Ｃ)
(

Ｄ)
(

Ｅ)

の
引
用
の
よ
う
に
、『

覚
え
書
き』

は

｢

意
志｣

を
道
徳
性
の
根
拠
と
し

て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、『

判
明
性
論
文』

が
残
し
た
最
後
の
問
い

(

Ｈ)

に
対
す
る
答
え
が
、
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
問

い
を
、
ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

に
お
け
る

｢
一
般
意
志｣

の
受
容
を
通
じ
て
、｢

認
識
能
力｣

と

｢

感
情｣

の
ど
ち
ら
か
と
い
う
枠
組
み
自
体

を
放
棄
し
、
道
徳
性
を
根
拠
づ
け
る
の
は
普
遍
性
を
有
し
た

｢

意
志｣

で
あ
る
と
解
決
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
節
に
論
じ
た
よ
う
に
、『

覚
え
書

き』

に
お
い
て
道
徳
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
は

｢

普
遍
意
志｣

で
あ
っ
て
、
こ
の

｢

普
遍
意
志｣

に
よ
っ
て
こ
そ
初
め
て
行
為
の
道
徳
性
が

生
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
は

｢

道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情｣

と
い
う

『

実
践
理
性
批
判』

に
お
け
る
規
定
は
ま
だ
見
ら

れ
な
い
が
、
法
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
し
て

｢

道
徳
感
情｣

の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ

に
明
確
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
ル
ソ
ー
受
容
は
、
道
徳
感
情
説
か
ら
の
完
全
な
脱
却
を
促
し
、
法
則
に
基
づ
く
倫
理

学
と
い
う
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
本
性
格

(

道
徳
性
の
根
拠
は
、
感
情

(

＝
実
質)
の
う
ち
に
で
は
な
く
普
遍
的
に
立
法
す
る
意
志

(

＝
形
式)

の

う
ち
に
こ
そ
存
し
、
倫
理
学
は
、
道
徳
感
情
か
ら
で
は
な
く
道
徳
法
則
か
ら
始
ま
る)
を
根
本
的
に
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
思
想
形
成
に
お
け
る
ル
ソ
ー
受
容
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
と
っ
て
決
定
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的
な
影
響
を
与
え
た
の
は

｢

一
般
意
志｣

を
語
る

『

社
会
契
約
論』

の
著
者
と
し
て
の
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
。

結
本
稿
で
は
、(
Ａ)

の
引
用
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『

社
会
契
約
論』

か
ら
の

｢

一
般
意
志｣

の
受
容
こ
そ
が
カ
ン
ト
に
よ
る
ル
ソ
ー
受

容
の
核
心
で
あ
り
、
こ
の
受
容
が
カ
ン
ト
倫
理
学
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
倫
理
学
も
こ
こ

か
ら
こ
そ
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。『

人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け』

(

以
下

『

基
礎
づ
け』

と
略
す)

に
お
い
て
は
、｢

定
言
命
法｣

が
、
そ

の
基
本
定
式
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。｢

そ
れ
が
普
遍
法
則
と
な
る
こ
と
を
あ
な
た
が
同
時
に
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う

な
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ｣

(���421)
。
こ
の

｢

道
徳
法
則｣

に
つ
い
て
、
本
稿
で
示
し
た
解
釈
に
引
き
つ
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
。｢

格
率｣
と
は
各
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
多
様
で
あ
る

｢

個
別
意
志｣

の
表
明
で
あ
り
、
そ
れ
が

｢

普
遍
法
則｣

と
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
場
合
に
自
己
自
身
と
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
道
徳
的
に
正
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
。
そ

し
て
、｢

自
殺
し
て
は
な
ら
な
い｣
｢

虚
偽
の
約
束
を
し
て
は
な
ら
な
い｣

｢

才
能
を
開
発
せ
よ｣

｢

幇
助
せ
よ｣

と
い
っ
た
、
カ
ン
ト
の
語
る
具
体

的
な

｢

定
言
命
法｣

と
は

｢

普
遍
意
志｣

の
表
明
と
し
て
の
法
で
あ
る
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
が
定
位
し
た
一
七
六
五
年
の
時
点
に
お
い
て
、

上
記
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
た

｢

定
言
命
法｣

な
ど
は
提
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、(

Ｃ)

の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、〈

個
々
の
意

志
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
た
場
合
に
自
己
矛
盾
す
る
な
ら
ば
道
徳
的
に
不
可
能
で
あ
る〉

と
い
う
論
点
は
、
既
に

『

覚
え
書
き』

に
お

い
て
見
出
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
は
、
ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

か
ら

｢
普
遍
意
志｣

を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

道
徳
性
の
最
上
の
原

理｣

を
定
式
化
し
正
当
化
す
る

(���392���8)
と
い
う

『

基
礎
づ
け』

の
為
す
べ
き
仕
事
の
、
ほ
ん
の
す
ぐ
手
前
ま
で
に
来
て
い
る
こ
と
は
こ

こ
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る

(�)

。

ル
ソ
ー

『

社
会
契
約
論』

に
お
け
る

｢

一
般
意
志｣

は
国
家
法
と
し
て
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ル
ソ
ー
の

｢

一
般
意
志｣

と
カ
ン
ト
の

｢

道
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徳
法
則｣

と
を
全
く
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
特
殊
的
な
も
の
が
普
遍
的
な
も
の
に
従
属
す

る
と
言
っ
て
も
、
ル
ソ
ー
の
考
察
は
経
験
的
な
次
元
に
と
ど
ま
り
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
に
特
徴
的
な

〈

英
知
界
と
現
象
界〉

あ
る
い
は

〈

物
自
体

と
現
象〉
と
い
う
二
元
論
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
と
っ

て
ル
ソ
ー
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
、
カ
ン
ト
は
ル
ソ
ー
か
ら
何
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
誰
の
目

に
も
明
ら
か
な
目
立
っ
た
相
違
点
を
指
摘
す
る
よ
り
も
、『

覚
え
書
き』

と

『

社
会
契
約
論』

の
両
書
が
と
も
に
行
為
の
正
し
さ
の
根
源
を

｢

意

志｣

の
う
ち
に
こ
そ
求
め
た
と
い
う
共
通
点
と
そ
の
意
義
を
見
て
取
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
観
点
は
批
判
期
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な

い
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の

｢

道
徳
法
則｣

を
普
遍
的
な
意
志
の
表
明
と
し
て
捉
え
る
解
釈

(

カ
ン
ト
倫
理
学
が
そ
の
根

底
と
し
て
依
拠
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
自
然
的
事
実
で
は
な
く
、
理
性
的
存
在
者
の
意
志
で
あ
る)

に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
を
本
稿

で
は
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
ル
ソ
ー
受
容
問
題
を
通
じ
て
こ
う
し
た
解
釈
の
可
能
性
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
は
、
本
稿
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ
と
を
も
っ
て
、
本
稿
を
終
え
よ
う
。

凡

例

一
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版

『

カ
ン
ト
全
集』����������������������������������������������������������������

�������������������������
を
使
用
し
た
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
ペ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
記
し
、
本
文
中

に
挿
入
し
た
。

二
、『『

美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
考
察』

に
お
け
る
覚
え
書
き』

に
つ
い
て
は
、
一
九
九
一
年
に
出
版
さ
れ
た
リ
シ
ュ
ミ
ュ
ラ
ー
編
の
テ
キ
ス
ト
を

使
用
し
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
を
参
照
し
た
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
る
巻
数
お
よ
び
ペ
ー
ジ
数
を
、
本
文
中
に
挿
入
し
た
。
ラ

テ
ン
語
原
文
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
引
用
末
に

[

Ｌ]

と
記
し
た
。

三
、
ル
ソ
ー
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
プ
レ
イ
ア
ー
ド
版『

ル
ソ
ー
全
集』������������������������������������������������������������

を
使
用
し
、
白
水
社『

ル
ソ
ー
全
集』

に
よ
る
日
本
語
訳
を
参
照
し
た
。
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
第
三
巻
三
六
八
頁
の
場
合(��

3�368)
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と
記
し
、
本
文
中
に
挿
入
し
た
。

註
(

１)��������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

1991�
(

２)

こ
の
用
語
は
グ
リ
ガ
に
よ
る
。������������������������������������������

1985���59�

グ
リ
ガ

『

カ
ン
ト』

西
牟
田
久
雄
／
浜

田
義
文
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
三
、
五
五
―
五
六
頁
参
照
。

(

３)

訳
の
都
合
上
、
フ
ラ
ン
ス
語���������������
を

｢

一
般
意
志｣

と
、
ド
イ
ツ
語������������������

を

｢

普
遍
意
志｣

と
、
ラ
テ
ン
語

����������������
を

｢
共
通
意
志｣

と
訳
す
が
、
内
容
上
の
差
異
は
全
く
無
い
。

(

４)
『

社
会
契
約
論』

は
、｢

社
会
契
約｣

の
本
質
を
表
す
条
項
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢『

我
々
の
各
人
は
、
そ
の
人
格
と
す
べ
て
の

力
を
一
般
意
志
の
最
高
の
指
揮
の
も
と
で
共
有
す
る
。
そ
し
て
我
々
は
団
体
に
お
い
て
各
構
成
員
を
全
体
の
不
可
分
の
部
分
と
し
て
受
け
取
る』

。

／
こ
の
結
合
行
為
は
直
ち
に
、
各
契
約
者
の
個
人
的
な
人
格
に
代
わ
っ
て
、
一
つ
の
精
神
的
で
集
団
的
な
体
を
作
り
出
す｣

(��
3�361)

。
こ
の

よ
う
に
、｢

普
遍
意
志｣

に
よ
っ
て
精
神
的
な
統
一
が
生
じ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、『

視
霊
者
の
夢』

と

『

社
会
契
約
論』

は
共
通
し
て
い

る
。

(

５)�����������������������
(

６)
｢

み
ず
か
ら
課
し
た
法
に
従
う
こ
と
が
自
由
で
あ
る｣

と
は
、
自
律
の
命
題
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ベ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。｢

自
律
の
教
説
は
ル
ソ
ー
に
よ
っ
て
の
み
先
覚
さ
れ
た
、
な
ぜ
な
ら
ル
ソ
ー
の
み
が
法
と
自
由
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
見
た
が
、
十
八
世

紀
の
他
の
者
た
ち
は
法
を
自
由
の
制
限
と
し
て
の
み
見
た
か
ら
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
そ
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
政
治
学
に
お
い
て
の
み
成
し

遂
げ
、
政
治
学
に
お
い
て
彼
の
教
説
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
変
更
な
し
に
採
用
さ
れ
た
が
、
自
由
な
市
民
に
よ
る
法
を
通
し
て
の
自
己

統
治
の
教
説
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
道
徳
的－

形
而
上
学
的
な
教
説
へ
と
深
め
ら
れ
た
。
ル
ソ
ー
と
と
も
に
、
そ
の
と
き
カ
ン
ト
は
自
分
自
身
に

課
し
た
法
へ
の
服
従
が
唯
一
の
本
当
の
自
由
で
あ
る
と
語
る
こ
と
が
で
き
る｣

。�����������������������������������������������
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�����������������������������������
1960���200�

(

７)
｢

普
遍
意
志｣

に
関
す
る
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
浜
田
義
文

『

カ
ン
ト
倫
理
学
の
成
立』

、
勁
草
書
房
、
一
九
八
一
、
一
七
八
―
九
頁
参
照
。

(
８)��������������������������������������������������������
1961���174�

(
９)��������208�(

10)
｢

講
義
ノ
ー
ト｣

は
直
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。｢

責
務
と
拘
束
性
の
間
の
相
違
は
非
常
に
精
確
で
あ
る
の
で
、
明
白
で
あ
る
。
／
倫
理

学
は
、
内
的
法
廷
に
お
い
て
よ
り
ほ
か
に
は
責
め
を
負
わ
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
為
の
学
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
外
的
法
廷

(

法���)

に
属
す

る
よ
う
な
諸
事
例
も
、
そ
れ
が
内
的
法
廷
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
倫
理
学
に
属
す
る
。
外
的
法
廷
の
全
て
の
原
則
は
自
然
法
論
に
お
い

て
審
理
さ
れ
る
。
内
的
法
廷
の
全
て
の
原
則
は
倫
理
学
に
お
い
て
審
理
さ
れ
る
。
／
倫
理
学
は
内
的
法
廷
の
前
で
の
強
制
不
可
能
な
自
由
な
行

為
の
学
で
あ
る｣

(�����
1 �13)

。
こ
の
引
用
か
ら
、｢

責
務｣

と
は
外
的
法
廷
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
あ
り
、｢

拘
束
性｣

と
は
内
的
法

廷
に
お
い
て
課
せ
ら
れ
る
義
務
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
ば

｢

約
束
を
守
る
べ
し｣

と
い
う
具
体
的
な
命
題
を
考
え
る
と
し

て
、
そ
れ
が
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば

｢

責
務｣

で
あ
り
、
自
己
の
内
心
に
お
い
て
義
務
づ
け
ら
れ
る
な
ら
ば

｢

拘

束
性｣

で
あ
る
。
倫
理
学
と
自
然
法
論
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
三
島
淑
臣

『

理
性
法
思
想
の
成
立』

、
成
文
堂
、
一
九
九
八
、
六
一
―
六
九
頁

参
照
。

(

11)

カ
ン
ト
自
身
は
こ
こ
で
は
明
示
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
定
式
が
ヴ
ォ
ル
フ
及
び
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
に
由
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、『

実
践
理

性
批
判』

に
お
け
る
倫
理
学
説
の
分
類
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る

(��40)
。

(

12)

一
七
六
五
年
十
二
月
三
十
一
日
付

｢

ラ
ン
ベ
ル
ト
宛
書
簡｣

に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
に
お
い
て

｢

自
然
哲
学
の
形
而
上
学
的
原
理｣

と

｢

実
践

哲
学
の
形
而
上
学
的
原
理｣

の

｢

材
料
が
既
に
完
成
し
て
い
る｣

と
い
う
旨
を
伝
え
て
い
る

(��56)
。
こ
の

｢

実
践
哲
学
の
形
而
上
学
的
原
理｣

の

｢

材
料｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
形
成
を
研
究
す
る
う
え
で
極
め

て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

(

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
倫
理
学)
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