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「
在
る
も
の
」
と
「
善
」
｜
ト
マ
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在
る
も
の
（

g
回
）
と
善
（
げ
O

ロロ日）

の
関
係
を
め
ぐ
る
ト
マ
ス
の
議
論
に
は
、

一
見
、
微
妙
な
く
い
ち
が
い
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

か
れ
は
一
方
に
お
い
て
「
或
る
も
の
は
そ
れ
が
在
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
善
い
」

（

y
m－
H

一ω）

「す

べ
て
在
る
も
の
は
存
在
冊
目
白
叩
を
有
す
る
と
い
う
乙
と
自
体
か
ら
し
て
善
で
あ
る
」

（ロ〈
M
M
－
M
）
と
言
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
或

る
も
の
は
同
一
の
仕
方
で
、
端
的
な
意
味
で
の
（
回
目
gHUEnES
在
る
も
の
と
呼
ば
れ
、
ま
た
端
的
な
意
味
で
の
善
と
呼
ば
れ
る
の
で
は

な
い
。
：
：
：
或
る
も
の
は
最
初
の
存
在
（
そ
れ
は
実
体
的
存
在
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
と
呼
ば
れ
、
限
定
さ
れ

た
意
味
で
の
宮
内
ロ
ロ
ロ
a
E
S
S己
目
白
善
と
呼
ば
れ
る
」

（T
m
w
f
内邑
H
h

円
以
・
ロ
〈
M
H

・
M
－
白
色
町
）
と
の
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
あ
た
か
も
、
一
方
に
お
い
て
在
る
も
の
が
善
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
在
る
も
の
は
「
限
定
さ
れ
た
意
味
で
」

善
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

値
あ
る
も
の
と
認
め
て
お
い
て
、
他
方
で
は
そ
れ
を
価
値
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
単
な
る
存
在
」
と
受
け
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

一
方
に
お
い
て
存
在
を
そ
れ
自
体
で
善
い
も
の
、
価

で
あ
る
。

ト
マ
ス
が
「
す
べ
て
在
る
も
の
は
存
在
を
有
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
善
で
あ
る
」
と
言
い
な
が
ら
「
端
的
な
芯
味
で
の
在

る
も
の
」
と
「
端
的
な
意
味
で
の
善
」
と
を
同
一
視
で
き
な
い
と
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
存
在
そ
の
も
の

8
2
g
間
目
的
。
で
あ

い
っ
た
い
、

る
（
F
p
h
p

一E
－
H

）
と
い
わ
れ
る
神
が
最
高
善
的
ロ
ヨ
ヨ
ロ
ヨ
げ
O

ロ
EH】

で
あ
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
な
ら
ば
（
「
？

N

）
、
ど
う



し
て
一
般
的
に
、
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
が
端
的
な
意
味
で
の
善
で
あ
る
と
い
わ
れ
な
い
の
か
。
い
い
か
え
る
と
、
ど
の
よ
う
な
理

由
で
ト
マ
ス
は
「
在
る
も
の
と
善
と
は
置
き
か
え
ら
れ
る
」
と
い
う
命
題
と
「
（
端
的
な
意
味
で
）
在
る
と
い
う
と
と
と
（
端
的
な
意
味

で
）
善
い
と
い
う
乙
と
と
は
違
う
」
と
い
う
一
見
矛
盾
的
な
命
題
と
を
両
立
さ
せ
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
疑
問
は
、

ト
マ
ス
が
「
在
る
も
の
と
蓄
と
は
置
き
か
え
ら
れ
る
」
と
語
る
と
き
の
「
善
」

（
お
よ
び
「
在
る
も
の
」
）
の
意
味
に

つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
る
乙
と
を
要
求
す
る
。

乙
の
命
題
に
お
い
て
「
善
」
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
「
ζ

れ
は
善
い
、
あ
れ
は
悪
い
」
と

語
る
と
き
の
「
茎
己
と
は
あ
き
ら
か
に
違
っ
た
場
面
で
語
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ま
だ
秘
め
ら
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
、

そ
の
よ
う
な
「
善
」
の
用
法
は
妥
当
な
い
し
、
必
要
な
も
の
な
の
か
、

日
常
的
な
「
善
」
の
用
法
か

ら
出
発
し
て
そ
の
よ
う
な
「
善
」
の
理
解
に
到
達
す
る
乙
と
が
可
能
な
の
か
、
と
間
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

Il 

「
在
る
も
の

g目
と
置
き
か
え
る
ζ

と
の
で
き
る
善

voロロ
B
」

（ロ〈
N

r

N

）
と
い
う
観
念
が
、

「
在
る
も
の
」
お
よ
び

「
善
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
用
法
に
て
ら
し
て
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
か
り
に
「
置
き
か
え
可
能
性
」
を

「
在
る
も
の
」
と
「
善
」
と
が
同
一
視
さ
れ
る
と
と
に
な
り
、
そ
し
て
「
在
る
も
の
」

「
同
一
性
」
と
見
な
す
乙
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、

の
他
に
は
い
か
な
る
も
の
も
な
い
の
だ
か
ら
、
悪
は
存
在
し
な
い
と
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
様
々
の
悪
に
悩
み
、
ま
た
悪
と
戦
う
と
と
が

大
き
な
部
分
を
占
め
る
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
経
験
と
真
向
か
ら
衝
突
す
る
。
悪
を
善
と
言
い
く
る
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
悪
も
存
在
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
の
批
判
を
か
わ
す
た
め
に
、

「
在
る
も
の
」
と
「
善
」
と
は
単
純

に
同
一
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

「
在
る
も
の
」
は
ま
さ
し
く
そ
れ
が
「
在
る
も
の
」
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
｜
｜
「
存
在
」
を
有

す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
｜
｜
「
善
」
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
修
正
が
加
え
ら
れ
で
も
へ
F
F
ω
切
包
N
）
、
問
題
が
解
消
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
場
合
で
も
、
悪
は
「
在
る
も
の
」
の
な
か
に
ふ
く
ま
れ
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
形
で

問
い
が
提
起
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
「
在
る
も
の
」
と
置
き
か
え
ら
れ
る
「
善
」
と
い
う
観
念
に
は
奇
異
な
感
じ
が
つ
き
ま
と
う
他
な
い
。



事
態
は
右
の
観
念
を
「
在
る
も
の
と
善
と
は
置
き
か
え
ら
れ
る
」

命
題
の
形
に
し
た
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
乙
の
命
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
在
る
も
の
」
「
善
」
の
日
常
的
用
法
の
も
と
に
と
ど
ま
る
か

ぎ
り
、
到
底
承
認
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
右
の
命
題
に
お
け
る
「
善
」
を
倫
理
的
な
正
し
さ
、
あ
る
い
は
完
全
性
の
意
味
に
解
し
た
場

（

吉

田

町

同

σ
oロ
Z
B
n
o
ロ〈

OHZ己
口
同
）

（
ロ
〈

N

r

N
）

と
い
う

合
、
乙
の
命
題
が
成
立
し
な
い
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
在
る
も
の
は
す
べ
て
善
い
」
と
い
う
肯
定
は
た
だ
ち
に
無
意
味
な
い
し

背
理
と
は
言
え
な
い
が
、

日
常
的
経
験
の
場
で
為
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

「在るもの」と「善」一一トマス transcendentia論の一考察

と
こ
ろ
で
、
在
る
も
の
と
善
と
の
単
純
な
同
一
視
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
反
対
に
、

乙
の
二
者
を
分
離
し
て
し
ま
う
乙
と
が
可
能

そ
の
「
善
」
と
い
う
言
葉
は

で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
も
の
を
「
善
い
も
の
」
あ
る
い
は
端
的
に
「
善
い
」
と
呼
ぶ
と
き
、

「
在
る
も
の
」
を
含
意
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
「
善
」
が
直
接
に
表
現
し
て
い
る
の
が
（
そ
の
言
葉
を
発
す
る
者
の
）
主

観
的
態
度
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
言
葉
は
や
は
り
何
ら
か
の
対
象
に
関
す
る
、
何
ら
か
の
「
在
る
も
の
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
「
善
」
が
「
在
る
も
の
」
と
の
つ
な
が
り
を
す
べ
て
断
ち
き
っ
た
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
る
、
と
は
到
底
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
在
る
も
の
と
善
と
は
単
純
に
同
一
視
は
で
き
な
い
が
、
他
方
、
完
全
に
切
り
離
す
乙
と
も
で
き
な
い
、
と
す
る
の
が
日

常
的
思
考
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
乙
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
在
る
も
の
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
善
・
悪
以
前
、
中
立
的
で
あ
り
、

事
実
上
、
善
あ
る
い
は
悪
の
担
い
手
と
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
善
は
つ
ね
に
そ
の
担
い
手
と
し
て
の
在
る
も
の
を
前
提
と
す
る
、
と

「
状
態
」
「
在
り
方
」
と
し
て
捉
え
た
場
合
、

「
在
り
方
」
を
有
す
る
の
で
は
な
く
、
或

ζ

乙
で
か
り
に
「
善
」
を
「
在
る
も
の
」
に
と
も
な
う
一
種
の
「
質
」

日
常
的
思
考
の
立
場
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
「
在
る
も
の
」
が
そ
う
し
た
「
質
」

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
状
態
」

る
も
の
は
有
し
、

他
の
も
の
は
有
し
な
い
、

と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に

「
在
る
も
の
と
善
と
は
置
き
か
え
ら
れ

る
」
と
い
う
命
題
の
否
定
で
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、

日
常
的
思
考
の
立
場
か
ら
は
右
の
命
題
を
承
認
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
当
の
命
題
を
誤
り
と
し
て
斥
け
る
根
拠

に
は
な
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

日
常
的
思
考
に
お
い
て
は
「
在
る
も
の
」
お
よ
び
「
善
」
の
様
々
な
意
味
が
解
明
な
い
し
整
理
さ
れ
な



四

い
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ら
様
々
な
る
意
味
の
根
底
に
見
曲
さ
れ
る
べ
き
根
源
的
な
意
味
は
、
ま
だ
隠
さ
れ
た
ま

ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
思
考
の
暖
昧
さ
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
在
る
も
の
」
お
よ
び
「
善
」
と
い
う
言
葉
が
そ

ζ

に
お
い
て
語
ら
れ
る
経
験
を
ふ
り
か
え
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
か
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と

と
に
よ
っ
て
「
在
る
も
の
と
善
と
は
置
き
か
え
ら
れ
る
」
と
い
う
命
題
が
本
来
的
に
語
ら
れ
る
場
所
へ
と
到
達
す
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ

ろ・っ。
III 

は
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
超
越
的
な
も
の

一行同国ロ目白骨ロ色叩口回

の
一
つ
と
し
て
の
善
と
し
て

「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」

説
明
さ
れ
て
い
る
U

超
越
的
な
も
の
（
「
も
の
」
吋

g
「
一
」
ロ
ロ
ロ
自
「
或
る
も
の
」
包
E
巳
色
「
真
」

4
0
2自
「
善
」
げ
O
E
H
B
な
ど
）
と

は
、
実
在
に
即
し
て
い
え
ば
「
在
る
も
の
」
と
同
一
で
あ
っ
て
、
た
だ
概
念
日
位
。
に
即
し
て
の
み
「
在
る
も
の
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
も

の
を
指
す
。
い
い
か
え
る
と
、
超
越
的
な
も
の
は
「
在
る
も
の
」
に
（
も
と
も
と
そ
こ
に
ふ
く
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
）
何
物
か
を
付
け
加

え
る
の
で
は
な
く
、
「
在
る
も
の
」
そ
の
も
の
の
様
相
（
自

E
g
e包
5
8号
）

I
l
l
－
た
だ
し
「
在
る
も
の
」
と
い
う
名
称
で
は
表
明

さ
れ
て
い
な
い
t
ー
ー
を
表
明
す
る
。

「
在
る
も
の
の
欲
求
に
た
い
す
る
適
合
」

（
U〈

F

H
）
あ
る
い
は
「
欲
求
に
あ
た
い
す
る
と
い
う
本
質
側
面
」
（
昌
広

0
8唱
え
皆
民
的
）

♂

H

）
と
い
う
在
り
方
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の
善
は
「
在
る
も
の
」
に
た
い
し
て
（
も
と
も
と
そ
乙
に
ふ
く
ま

（
り
〈

r
H）

「
善
」
に
つ
い
て
い
う
と
、

（n
o
ロ4
叩ロ
l

日
冊
目
門
戸
回
四
口
氏
回
目
白
呂
田
】

0
5ロ忌）

（

同

・

「
在
る
も
の
」
と
い
う
名
前
に
よ
っ
て
は
表
明
さ
れ
て
い
な
い
と
と
ろ
の
）

側
面
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
観
念
で
あ
る
。

れ
て
は
い
る
の
だ
が
、

「
欲
求
に
あ
た
い
す
る
と
い
う
本
質

右
の
説
明
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

「
在
る
も
の
」
と
「
善
」
と
の
置
き
か
え
可
能
性
を
め
ぐ
る
さ
き
の
疑
問
に
は
答
え
て
く
れ
な
い
。

「
善
」
は
も
と
も
と
す
べ
て
の
「
在
る
も
の
」
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
在
り
方
、
本
質
側
面
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、

そ
う
し
た
在
り
方
、
本
質
側
面
を
ふ
く
む
「
在
る
も
の
」
の
観
念
は
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
と
は
縁
遠
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が



って、

そ
う
し
た
「
在
る
も
の
」
の
観
念
を
前
提
し
た
上
で
行
わ
れ
る
（
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の
〉
「
善
」
に
つ
い
て
の
右
の
説
明
は
、

「
慈
己
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
よ
う
な
在
り
方
を
も
と
も
と
ふ
く
ん
で
い
る
よ

う
な
「
在
る
も
の
」
お
よ
び
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
義
己
は
わ
れ
わ
れ
が
日
常
経
験
の
立
場
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
深
く
秘
め

わ
れ
わ
れ
に
容
易
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
日
常
的
経
験
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
て
い
る
養
の
把
握
か
ら
出
発
し
て
、
そ
う

「在るもの」と「善」｛ートマス transcendentia論の一考察

し
た
善
の
把
握
を
可
能
に
し
て
い
る
根
拠
を
探
求
す
る
と
い
う
仕
方
で
「
超
越
的
な
も
の
」
と
し
て
の
善
へ
の
道
を
た
ど
っ
て
み
る
乙
と

に
し
た
い
。
は
た
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
善
の
把
握
、
な
い
し
は
善
に
つ
い
て
の
判
断
は
、

「
在
る
も
の
と
置
き
か

え
ら
れ
る
善
」

へ
の
さ
か
の
ぼ
り
を
要
求
す
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
と
も
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
さ
か
の
ぼ
り
は
何
ら
事
態
を
解
明

す
る
の
に
役
立
た
な
い
の
か
。
い
い
か
え
る
と
、

日
常
経
験
的
な
善
の
把
握
に
お
い
て
は
、
在
る
も
の
と
善
と
の
関
係
は
暖
昧
な
ま
ま
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、

そ
こ
に
お
い
て
は
在
る
も
の
と
善
と
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
善
の
把
握
へ
と
到

達
す
る
乙
と
が
は
た
し
て
要
求
さ
れ
る
の
か
、
な
い
し
は
可
能
な
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

テ
オ
リ
ア
プ
ラ
ク
シ
ス

在
る
も
の
と
善
と
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
レ
ベ
ル
と
は
、
知
識
と
行
為
、
な
い
し
は
理
論
と
実
践
と
が
一
致
し
、
結
び
つ
く
レ
ベ
ル

と
言
い
か
え
る
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
た
し
か
に
日
常
的
経
験
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、
そ
こ
に
お
い
て
在
る

も
の
と
善
と
の
同
一
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
場
所
は
、

日
常
的
経
験
と
何
ら
か
の
連
続
性
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、

そ
う
し
た
同
一
性
の
肯
定
自
体
が
意
味
を
も
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
乙
乙
で
試
み
て
い
る
の
は
「
在
る
も
の
」
の
形
而
上
学
的
理
解
を
め
ざ
す
経
験
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と

「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
の
問
題
は
、
根
本
的
K
は
「
一
」

い
え
よ
う
。

「真」

「
議
己
な
ど
の
本
質
側
面
、
あ
る
い
は
む

し
ろ
完
全
性
を
ふ
く
む
も
の
と
し
て
の
「
在
る
も
の
」
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
そ
の
よ
う
な
「
在
る
も
の
」
が
知
性
に
と
っ

て
第
一
の
所
与
で
あ
る
か
の
よ
う
な
語
り
方
を
し
て
い
る
が
（
ケ
印
・

N一同
1
F
E－
N
U
ω
n
o
p
g
一
口
〈
ゲ
ご

Nr
ご

Nr

五
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O
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uωω

ケ

p
p
m
o－
－
）
、
そ
れ
は
時
間
的
に
最
初
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
、

と
い
う
意
味
に
解
し
て
は
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、

日
常
経
験
的
な
善
の
把
援
か
ら
出
発
し
て
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
、
そ
し
て

「
在
る
も
の
」
の
形
而
上
学
的
理
解
へ
と
探
求
を
進
め
る
と
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

日
常
経
験
の
レ
ベ
ル
で
実
現
さ
れ
て
い
る
善
の
把
握
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
わ
れ
わ
れ
の
主
た
る
関
心
は
倫
理
的
な
善
に
む
け

ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
善
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
用
法
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
を
し
め
る
の
は
倫
理
的
な
意
味
で
の
「
善
」
で
あ
る

と
い
え
る
が
、
当
初
か
ら
そ
れ
以
外
の
意
味
で
の
善
を
排
除
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
倫
理
的
な
善
は
、
そ
れ
以
外
の
意
味

で
語
ら
れ
る
諸
々
の
善
を
ふ
く
め
た
、
よ
り
広
い
視
野
に
お
い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
倫
理
的
な
善
に

つ
い
て
の
正
し
い
理
解
が
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
並
己
と
い
う
言
葉
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
直
ち
に
呼
び
お
ζ

す
の
は
「
為
す
べ
き
乙

と
」
と
い
う
観
念
で
あ
り
（

H
l
p
E－
N
）
、
善
の
日
常
経
験
的
な
理
解
に
お
い
て
倫
理
的
な
善
が
そ
の
核
心
に
あ
る
乙
と
は
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
、
人
聞
を
真
に
理
解
す
る
た
め
に
は
人
間
的
な
も
の
を
何
ら
か
の
仕
方
で
超
え
出
る
地
平
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
、
倫

理
的
善
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
も
前
・
倫
理
的
な
善
、
も
し
く
は
超
・
倫
理
的
な
善
を
視
野
の
う
ち
に
収
め
る
と
と
が
必
要
で
あ
る

百と
思
わ
れ
る
。

日
常
経
験
の
レ
ベ
ル
で
の
善
把
握
に
つ
い
て
ま
ず
言
え
る
の
は
、
す
べ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
望
ま
し
い
も
の

若
宮
仲
間

E
o
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
も
の
が
善
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
「
善
」
の
経
験
的
意
味
は
「
何
も
の
か
が
望

ま
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
と
と
で
あ
る
（
3
2
0
σ
o
E
S
目H
o
n
gロ曲目
E

＝ρ
ロ
O品目－
S
E
a
回目円呂田
u
z
g出
品
〉
（
了
♂

H

）。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
善
と
は
万
物
の
希
求
す
る
と
乙
ろ
の
も
の
で
あ
台
（
ぎ
ロ
ロ

B
g
J
5
2
gロ
5
3叩

E
s
t－つ
言
葉

も
、
さ
し
あ
た
り
こ
う
し
た
日
常
経
験
的
な
善
把
握
｜
｜
そ
れ
が
「
善
」
と
い
う
言
葉
の
用
法
を
根
本
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ

り
に
お
い
て
ー
ー
を
言
い
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
解
す
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、



で
は
、

乙
乙
か
ら
し
て
「
善
」
と
「
何
か
を
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
受
け
と
る
」
と
い
う
心
的
状
態
、
情
意
的
態
度
と
を
同
一
視
で
き

内

sv

る
か
。
あ
き
ら
か
に
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
乙
う
し
た
心
的
状
態
は
何
ら
か
の
原
因
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
り
、

「
善
」
は
第
一
に
そ
の
原
因
を
指
示
す
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
善
」
が
何
ら
か
の
対
象
を
記
述
す
る
言
葉
で
は
な
い
と
と
、

「在るもの」と「善J－ートマス tra問 endentia論の一考察

「
善
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
命
題
の
真
・
偽
を
検
証
す
る
た
め
の
日
常
経
験
的
な
（
そ
の
意
味
で
「
公
共
的
な
」
〉
規
準
が

「
善
」
が
何
ら
か
の
客
観
的
に
実
在
す
る
も
の
、
世
界

む
し
ろ
、
「
善
」
は
「
赤
い
」

必
ず
し
も
存
在
し
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
と
か
ら
直
ち
に
、

の
う
ち
の
何
ら
か
の
乙
と
が
ら
を
意
味
表
示
す
る
言
葉
で
あ
る
乙
と
を
排
除
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。

「
大
き
い
」
と
い
っ
た
言
葉
と
は
違
っ
た
仕
方
あ
る
い
は
レ
ベ
ル
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
世
界
の
う
ち
の
何
ご
と
か
を
意
味
表

示
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
乙
で
「
義
己
の
意
味
を
、
或
る
も
の
が
「
望
ま
し
い
も
の
」
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
心
的
状
態
の
側
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
よ
う
な
心
的
状
態
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
の
側
に
お
い
て
探
求
し
た
場
合
、
ま
ず
浮
び
上
っ
て
く
る
の
は
完
全
性

Q
R
r丘町
O
）

の
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
か
が
「
望
ま
し
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
経
験
は
、
経
験
す
る
者
の
側
に
何
か
を
希
求
し
、
欲
求
す
る

働
き
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
う
し
た
働
き
は
何
ら
か
の
意
味
で
当
の
希
求
す
る
者
自
身
の
完
全
性
へ
と
向
う
も
の
と
し
て
以
外
に
は
理
解

「
望
ま
し
い
も
の
」
と
い
う
経
験
を
ひ
き
お
乙
す
と
乙
ろ
の
原
因
が
「
完
全
性
」
と
名
付
け
ら
れ

「
い
か
な
る
も
の
も
、
そ
れ
が
完
全
で
あ
る
限
り
に
お
い

で
き
な
い
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
乙
の
点
に
関
し
て
、

て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
も
の
が
自
ら
の
完
全
性
を
希
求
す
る
か
ら
で
あ
る
」
（
？

m－
H

）
と
の
べ
て
い
る
。

乙
乙
で
、

「
す
べ
て
の
も
の
が
自
ら
の
完
全
性
を
希
求
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
は
目
的
論
的
な
世
界
理
解
で

あ
り
、
人
聞
に
お
い
て
見
曲
さ
れ
る
目
的
志
向
的
活
動
を
、
そ
の
ま
ま
存
在
す
る
も
の
の
全
体
へ
と
不
当
に
拡
大
す
る
擬
人
観
で
あ
る
、

と
の
批
判
が
持
ち
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
れ
に
た
い
し
て
は
、
ま
ず
、
右
の
命
題
の
背
後
に
あ
る
見
解
が
目
的
論
的
で
あ
る
乙
と

は
そ
の
ま
ま
認
め
た
上
で
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
擬
人
観
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
的
経
験
の
成
立
根
拠
に
つ
い
て
の
調
察
を
あ
ら
わ
す
も

七
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の
で
あ
る
乙
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
目
的
論
な
い
し
は
目
的
因
果
性
に
も
と
づ
く
説
明
を
導
入
す
る
と
と
な
し
に
、

善
を
め
ぐ
る
人
間
的
経
験
を
理
解
す
る
こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
も
の
も
そ
れ
が
（
そ
れ
自
体
に
お
い
て
）
完
全
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
い

う
見
解
に
た
い
し
て
は
、
次
の
反
対
論
が
予
想
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
で
「
完
全
性
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
を
か
り
に
認
め
る
と
し

て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
人
聞
が
事
物
に
た
い
し
て
人
為
的
に
｜
｜
恋
意
的
に
、
と
ま
で
は
言
わ
な
い
に
し
て
も
｜
｜
付
与
し
た
も
の
で

し
か
し
さ
ら
に
、

あ
っ
て
、
事
物
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
完
全
で
あ
る
、
と
い
う
言
明
に
は
意
味
が
な
い
。
事
物
が
「
望
ま
し
い
も
の
」
で
あ
る
の
は
、
も

つ
ば
ら
人
間
の
関
心
、
欲
望
、
必
要
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
欲
望
を
満
た
し
て
く
れ
る
も
の
を
「
望
ま
し

い
も
の
」
と
し
て
受
け
と
り
、
そ
の
よ
う
に
名
付
け
る
に
す
ぎ
な
凡
な
他
方
、
そ
れ
自
体
に
お
け
る
事
物
は
「
望
ま
し
い
、
望
ま
し
く
な

い
」
と
い
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
は
無
色
・
中
立
的
で
あ
る
。
事
物
の
「
望
ま
し
さ
」
を
価
値
と
言
い
か
え
る
な
ら
ば
、
価
値
の
世
界
は

事
物
の
存
在
の
世
界
な
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
（
そ
れ
自
体
と
し
て
は
無
色
で
あ
る
）
存
在
の
世
界
の
上
に
投
影
さ
れ
た
色
彩
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

「
望
ま
し
い
・
善
い
」
と
い
う
経
験
を
、
事
物
そ
の
も
の
に
内
属
す
る
完
全
性
な
る
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
は
、
事

物
の
存
在
と
価
値
の
世
界
を
混
同
す
る
誤
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
反
対
論
は
一
見
ほ
と
ん
ど
自
明
的
と
も
い
え
る
議
論
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
し
て
極
め
て
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
反
対
論
は
致
命
的
な
欠
陥
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
意
志
な
い
し
欲
求
の
働
き
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
物
そ
れ
自
体
に
内
属
す
る
完
全
性
（
議
官
）
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
（
目
的
）
因
果
性
を
認
め
な
い
か
ぎ
り
、
意

志
な
い
し
欲
求
の
働
き
は
何
ら
の
原
因
も
有
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
有
意
味
な
働
き
と
し
て
説
明
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。

も
の
」
（
善
）
を
も
っ
ぱ
ら
人
閣
の
側
の
関
心
や
欲
求
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
自
明
性
は
、
じ
つ
は
す
べ
て
の
説
明
か
ら

目
的
因
果
性
を
排
除
し
た
こ
と
か
ら
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
因
果
性
の
排
除
が
疑
問
視
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、

「
望
ま
し
い

右
の
自
明
性
も
ゆ
る
が
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。



日
常
経
験
に
お
け
る
善
の
把
握
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
人
間
も
ま
た
自
ら
の

完
全
性
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
希
求
の
働
き
に
た
い
し
て
原
因
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
し
て

V 

右
で
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

の
、
事
物
の
完
全
性
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
つ
き
と
め
ら
れ
た
。
こ
こ
で
、
事
物
は
あ
く
ま
で
そ
れ
自
体
に
お
い
て
何
ら
か
の

意
味
で
完
全
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
が
そ
れ
ら
を
望
ま
し
い
も
の
（
完
全
な
も
の
）
た
ら
し
め
る

「在るものJと「善」一一トマス transcendentia論の一考察

の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
望
ま
し
い
も
の
」

（
善
）
と
い
う
名
称
は
、
わ
れ
わ

れ
の
欲
求
が
そ
こ
へ
と
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
名
付
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
名
称
に
関
し
て
い
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
が
先
行
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
欲
求
そ
の
も
の
は
事
物
の
う
ち
な
る
完
全
性
を
原
因
と
し
て
呼
び
さ
ま
さ
れ
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で

は
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
欲
求
の
働
き
は
原
因
を
有
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
説
明
で
き
な
い
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
物
の
う

ち
な
る
完
全
性
は
、
欲
求
か
ら
は
独
立
に
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
考
察
の
い
ま
の
段
階
に
お
い
て
は
、
事
物
に
お
け
る
完
全
性
は
、
た
ん
に
欲
求
の
働
き
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
を
指

示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
ま
た
い
か
な
る
仕
方
で
欲
求
の
働
き
の
原
因
に
な
る
の
か
は
何
ら

あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
し
て
、

乙
こ
で
い
う
完
全
性
が
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
義
己
に
た
い
し
て
い
か
な
る
関
係
に

あ
る
の
か
は
全
然
知
ら
れ
て
い
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
あ
き
ら
か
な
の
は
、

日
常
経
験
的
な
善
の
把
握
が
事
物
そ
れ
自
体
の
う
ち
な
る
完

全
性
｜
｜
欲
求
の
働
き
を
生
ぜ
し
め
る
原
因
と
し
て
の
ー
ー
を
前
提
と
し
て
い
る
、
と
い
う
点
だ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
一
般
的
説
明
を
前
提
と
し
た
上
で
、
倫
理
的
善
の
把
握
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
か
。
わ
れ
わ
れ
が
し
か
じ
か

の
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、
ま
た
高
潔
な
人
格
や
英
雄
的
行
為
を
嘆
賞
す
る
と
き
、
そ
乙
で
為
さ
れ
る
倫
理
的
善
の
把
握
と

つ
ぎ
に
、

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
確
実
な
の
は
、

そ
こ
で
は
何
ら
か
の
と
と
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
望
ま
し
い
乙
と
と
さ
れ
て
い
て
、
何
か
そ
れ

以
外
の
こ
と
の
故
に
望
ま
し
い
こ
と
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
こ
で
の
わ
れ

九



。

わ
れ
の
意
志
な
い
し
欲
求
の
運
動
は
、
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
当
の
乙
と
に
お
い
て
終
結
す
る
の
で
あ
っ
て
、

む
の
で
は
な
い
。
ト
マ
ス
が

そ
れ
を
超
え
て
先
に
進

ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
の
『
職
務
論
』
を
よ
り
ど
乙
ろ
に
行
っ
て
い
る
善
の
区
分
に
し
た
が
う
と
、
倫
理
的
善

は
有
用
養
（
ぎ
ロ
ロ
B

己ロ
σ）
な
い
し
は
快
適
善
（

Z
ロロ
B

円

E
o
s
－

M

出
叩
）
で
は
な
く
、

有
徳
善
（
ぎ
ロ
ロ
S
F
O
ロ
g
z
g）
で
あ
る

（
？
？
∞
一
巳
・
同
1

同
w

H
色－
H
1
6
0

す
な
わ
ち
、
倫
理
的
善
は
「
そ
れ
へ
と
自
体
的
に
欲
求
が
む
か
う
と
乙
ろ
の
何
ら
か
の
も
の
と

し
て
、
欲
求
の
運
動
を
全
面
的
に
終
結
せ
し
め
る
究
極
の
も
の
と
し
て
欲
求
さ
れ
る
」

つ
ま
り
中
間
の
善
で
あ
り
、

（
7

p

o）
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
有
用
善
と
は
手
段
的
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ

自
体
に
お
い
て
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
欲
求
さ
れ
て
い
る
も
の
が
別
に
あ
っ
て
、

そ
れ
へ
の
到
達
に
役
立
つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
望
ま
し
い

と
こ
ろ
の
も
の
を
い
う
（
ケ
タ
。
）
。
他
方
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
欲
求
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
欲
求
さ
れ
た

も
の
に
お
け
る
静
止
・
休
ら
い
と
し
て
欲
求
運
動
を
終
止
さ
せ
る
も
の
が
快
適
善
と
呼
ば
れ
る

C
w
m－
。
）
。
快
適
善
も
有
徳
善
と
同

じ
く
、
そ
乙
に
お
い
て
欲
求
運
動
が
終
結
す
る
よ
う
な
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
乙
ろ
か
ら
、
倫
理
的
善
と
快
適
善
と
の
関
係
が
問
題
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
快
楽
を
も
っ
て
善
で
あ
る
と
す
る
功
利
主
義
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
善
が
直
ち
に
快
適
善
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
き
に
考
察
し
た
よ
う
に
「
望
ま
し
い
も
の
」

（
誕
百
）
を
何
ら
か
の
完
全
性
、

聞
の
欲
求
運
動
に
た
い
し
て
原
因
と
し
て
作
用
す
る
も
の
と
解
す
る
か
ぎ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
運
動
が
無
条
件
的
な
意
味
で
そ
乙
に
お

い
て
終
結
す
る
「
望
ま
し
い
も
の
」
と
は
有
徳
善
で
あ
っ
て
、
快
適
善
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
快
適
善
は
欲
求
運
動
の
終
止

つ
ま
り
自
ら
の
完
全
性
を
め
ざ
す
人

に
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
り
、

「
望
ま
し
い
も
の
」
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
欲
求
す
る
者
自
身
の
内
的
状
態
に
す
ぎ
な
い
。

も
し
快
適
善
そ
れ
自
体
が
欲
求
運
動
を
終
結
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
し
て
欲
求
の
対
象
と
な
る
と
き
に
は
、
欲
求
運
動
は
そ
の
本
来
の
方
向

か
ら
逸
脱
を
は
じ
め
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
本
来
の
欲
求
運
動
は
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
事
物
そ
れ
自
体
に
お
け
る
完
全

性
に
お
い
て
終
結
す
べ
き
で
あ
っ
て
ニ
1
F
M
m
－
N
）
、
欲
求
す
る
者
の
内
的
状
態
へ
と
反
転
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。



で
は
日
常
経
験
的
な
善
の
把
握
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ね
に
倫
理
的
善
を
、
有
用
善
あ
る
い
は
快
適
善
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た

有
徳
善
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
か
。
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
、
或
る
乙
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
と
き
、
有
用
善
お
よ
び

快
適
善
か
ら
区
別
さ
れ
た
有
徳
善
に
か
か
わ
り
う
る
乙
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
倫
理
的
な
こ
と
が
ら
に
お
け
る
わ
れ
わ

れ
の
判
断
が
有
用
善
や
快
適
善
に
つ
い
て
の
顧
慮
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
が
ち
な
乙
と
も
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
倫
理
的
善
を
め
ぐ
る

理
論
的
考
察
に
お
い
て
、
倫
理
的
善
が
し
ば
し
ば
快
適
善
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
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右
に
見
た
よ
う
に
、

日
常
経
験
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
倫
理
的
善
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
望
ま
し
い
も
の
、

い
い
か
え
る
と
無
条
件

的
に
わ
れ
わ
れ
の
意
志
・
欲
求
運
動
を
終
結
さ
せ
る
善
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
倫
理
的
善
と
し
て
意
志
さ
れ
て
い

る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
意
志
し
て
い
る
他
の
何
ら
か
の
善
に
と
っ
て
の
手
段
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
倫
理
的
善
は
何
か
最
終

的
、
究
極
的
な
も
の
と
し
て
意
志
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
善
を
「
為
す
ベ
し
」
と
命
ず
る
命
令
は
無
条
件
的
命
令
で
あ
っ

て
、
け
っ
し
て
条
件
的
、
偲
言
的
な
命
令
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
乙
と
は
倫
理
的
善
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
最
終
的
な
基
礎
づ
け
を
有
す
る
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
倫
理
的
善
は
右
に
の
べ
た
意
味
で
の
最
終
的
、
究
極
的
性
格
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
自
ら
を
超
え
出
る
と
と
ろ
の
、
そ
の
意

味
で
よ
り
高
次
の
善
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
る
乙
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
一
見
、
矛
盾
を
ふ
く
む
主
張
の
よ
う
に
う
つ
る
か
も
し

れ
な
い
。
或
る
善
、
あ
る
い
は
価
値
が
、
そ
の
最
終
的
性
格
を
失
う
乙
と
な
し
に
、
い
か
に
し
て
よ
り
高
次
の
善
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
う

る
の
か
。
そ
の
こ
と
が
自
己
矛
盾
的
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
当
の
倫
理
的
善
お
よ
び
乙
乙
で
い
う
高
次
の
善
が
同
じ
仕
方
で
経
験
さ
れ

る
、
と
の
前
提
に
立
っ
た
場
合
で
あ
る
。
乙
れ
に
た
い
し
て
、
乙
れ
ら
二
者
が
異
っ
て
仕
方
で
経
験
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
と
し
た
ら
、

さ
き
の
主
張
は
自
己
矛
盾
を
ふ
く
む
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
に
、
日
常
経
験
に
お
け
る
倫
理
的
善
の
把
握
を
ふ
り
か

え
り
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
を
ふ
り
か
え
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
或
る
高
次
の
、
超
・
倫
理
的
善
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る



こ
と
を
あ
き
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
考
察
の
出
発
点
と
し
て
、
個
々
の
倫
理
的
判
断
あ
る
い
は
選
択
に
お
け
る
特
殊
化
さ
れ
た
倫
理
的
善
の
把
握

が
、
い
か
な
る
原
理
も
し
く
は
規
準
に
も
と
づ
い
て
為
さ
れ
る
の
か
を
つ
き
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
倫
理
的
判
断
を
下
す
の
は
実
践

理
性
と
呼
ば
れ
る
能
力
で
あ
る
が
（
ケ
芯
・

HH
）
、
実
践
理
性
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、

い
ま
・
乙
乙
で
為
す
べ
き
乙
と
と
し
て
の
倫

理
的
善
を
把
握
す
る
の
か
。

ま
ず
た
し
か
な
こ
と
は
、
実
践
理
性
に
よ
る
倫
理
的
善
の
把
握
は
何
ら
か
の
推
論
を
ふ
く
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
が
か
か
わ
る

の
は
偶
然
的
、
個
別
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ら
は
極
め
て
多
様
的
か
つ
可
変
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
多
く
の
不
確
定
な
要
素
を

ふ
く
ん
で
い
る
（
H

！？

Ew
ご
ω
）
。
し
た
が
っ
て
、
実
践
理
性
は
直
ち
に
判
断
に
移
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
一
種
の
推
論
で

あ
る
熟
慮
を
経
て
は
じ
め
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
推
論
が
い
わ
ゆ
る
実
践
的
三
段
論
法
（
凹
豆
諸

2
5
5
0宮
日
吾
、

5〉

（
ケ
斗
P
H
N
山岡

l

p

5
・

r
白
色

N
一5
・
ω
川
口
町
・
開
ZHHHω

釦
鳥
山
口
）
で
あ
る
。

こ
の
三
段
論
法
の
結
論
が
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
・
ζ

乙
に
お
い
て
為
す
べ
き
乙
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
だ
け
に

せ
よ
、
あ
る
い
は
実
際
に
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
倫
理
的
善
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
実
践
的
三
段
論
法
は
ど
と
か
ら
出
発
す
る

実
践
的
三
段
論
法
が
そ
乙
か
ら
出
発
す
る
原
理
（
始
源
）
官
E
n

－－z
g
は、

の
か
。

じ
つ
は
何
ら
か
の
目
的
（
終
極
）
片
山
巳
切
で
あ
る

（同

l
p
H
p
f
f
巳・

5
・
ω
一
司
w

仏
一
同
l
p
当
・
白
川
明
日
ム

H
H
E
m
H
H
m）
。
何
ら
か
の
目
的
が
欲
求
さ
れ
て
い
れ
ば
と
そ
行
為

そ
し
て
実
践
的
三
段
論
法
は
行
為
に
形
を
与
え
る
働
き
、
い
い
か
え
る
と
行
為
に
形
を
与
え
る
と
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
行
為
と
し
て
成
立
さ
せ
る
働
き
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
、
実
践
的
三
段
論
法
は
目
的
を
原
理
と
し
て
そ
と
か
ら
出
発
す
る
と
は

が
為
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

い
え
、
当
の
目
的
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
行
為
が
成
就
さ
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
と

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
践
的
三
段
論
法
は
わ
れ
わ
れ
に
直
接
的
に
現
存
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
覚
か
ら
出
発
し
て
、
わ
れ
わ
れ

か
ら
距
っ
た
何
ら
か
の
結
論
に
到
達
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
い
ま
だ
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
ー
ー
そ
の
意
味
で
わ
れ
わ
れ



か
ら
遠
く
距
っ
て
い
る
｜
｜
目
的
か
ら
出
発
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
身
近
な
現
実
、
す
な
わ
ち
い
ま
、

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
為

す
べ
き
乙
と
へ
と
論
を
進
め
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
同
！
？

E
－
印
）
。

実
践
的
三
段
論
法
の
原
理
が
感
覚
的
あ
る
い
は
知
的
な
明
証
性
な
い
し
確
実
性
な
ど
で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
的
で
あ
る
と
い
う
ζ

と
の

確
認
は
、
倫
理
的
善
の
把
握
に
関
し
て
起
り
が
ち
な
誤
解
を
除
去
す
る
の
に
役
立
つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
誤
解
と
は
「
存
在
」
と
「
当

為
」
、
な
い
し
「
事
実
」
と
「
価
値
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
り
、
伝
統
的
な
自
然
法
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
倫
理
的
善
に
つ
い
て

「在るもの」と「善J一一トマス transcendentia論の一考察

こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
が
、

の
判
断
が
事
実
に
つ
い
て
の
認
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
誤
解
で
あ
る
。

実
践
的
三
段
論
法
の
原
理
は
目
的
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
論
で
あ
る
当
為
的
な
い
し
価
値
的
判
断
は
目
的
か
ら
導

き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
物
の
本
性
な
い
し
事
実
的
存
在
に
つ
い
て
の
思
弁
的
認
識
か
ら
で
は
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ

、
円
ノ
。

実
践
的
推
論
は
事
実
か
ら
価
値
な
い
し
当
為
へ
の
非
論
理
的
飛
躍
を
ふ
く
む
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
的
を
原
理
と
し
て
、
始
め

か
ら
終
り
ま
で
価
値
の
世
界
の
な
か
で
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
示
す
も
の
と
し
て
、
実
践
的
認
識
の
真
理
、

VII お
よ
び
知
慮
胃
E凶

g
E
の
概
念
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
の
所
説
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
乙
う
。

ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
実
践
的
知
性
の
真
理
は
思
弁
的
知
性
の
真
理
と
は
違
っ
た
仕
方
で
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ふ
つ
う
真
理
は

「
事
物
に
た
い
す
る
知
性
の
合
致
」
（
円

S
F吋
B
E一回

zz－Z己
ロ
目
白
色
同
刊
日
）
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
厳
密
に
は
思
弁
的
知

性
の
真
理
を
言
い
あ
ら
わ
す
定
式
で
あ
り
、
乙
れ
に
た
い
し
て
実
践
的
知
性
の
真
理
は
「
正
し
い
欲
求
に
た
い
す
る
合
致
」
（

g
ロ
向
。
呂
町
宮

釦
向
日
即
日
】
H
V
叩
己
門
戸

H
B
吋
巾
己
ロ
ヨ
）

（一－

F
印
ア
♂
包

ω
U
2
・
ω
）
に
存
す
る
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
立
場
で
あ
る
。
実
践
理
性
が
実

践
的
三
段
論
法
の
結
論
と
し
て
「
し
か
じ
か
の
こ
と
を
為
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
判
断
を
下
す
と
き
、

乙
の
判
断
を
真
な
る
も
の
と
す
る

の
は
何
ら
か
の
現
実
的
な
事
態
や
事
実
的
状
況
と
の
合
致
で
は
な
い
。
そ
れ
と
の
合
致
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
事
態
や
状
況
は
い
ま
だ
存



四

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
当
の
判
断
を
真
な
る
も
の
た
ら
し
め
る
の
は
、
そ
れ
が
正
し
い
（
目
的
）
欲
求
に
導
か
れ
つ
つ
、
そ
れ

と
合
致
す
る
仕
方
で
下
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
と
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
ζ

で
正
し
い
欲
求
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
全
生
活
の
目
的
に
か
か
わ
る
正
し
い
欲
求
（
同
1

同
・
四
回
－
H

）
、
と
い
う
意
味

に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ト
マ
ス
は
そ
う
し
た
正
し
い
欲
求
と
の
合
致
に
よ
っ
て
実
践
的
知
性
の
真
理
は
成
立
す
る
、
と
主
張
す
る
の
で

あ
る
が
、
乙
れ
は
結
果
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
動
機
さ
え
よ
け
れ
ば
す
べ
て
の
選
択
や
行
動
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
で
は
な

い
。
倫
理
的
行
為
を
め
ぐ
る
多
様
で
変
動
的
な
諸
条
件
や
状
況
、
予
測
さ
れ
る
結
果
な
ど
に
つ
い
て
は
で
き
る
か
ぎ
り
慎
重
で
正
確
な
配

慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
同
l

p

A

F

叶－
h
p

・
邑
N
）
、
実
践
的
認
識
が
倫
理
的
、
当
為
的
認
識
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
真
理
を
確

定
す
る
の
は
（
人
間
の
金
生
活
の
目
的
に
か
か
わ
る
）
正
し
い
欲
求
と
の
合
致
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
立
場
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
知
慮
は
し
ば
し
ば
倫
理
的
な
正
し
さ
か
ら
き
り
離
さ
れ
て
、
思
慮
深
さ
、

つ
ま
り
賢
明
に
し
て
慎
重
な
熟
慮
を
め
ぐ
ら
す
乙

と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
目
的
を
有
効
に
実
現
す
る
能
力
、
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
と
と
が
多
い
が
、
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
実
践
理
性

の
完
成
態
と
し
て
の
知
慮
は
、
根
本
的
に
倫
理
的
な
正
し
さ
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
知
慮
は
目
的
そ
の
も
の
に

で
は
な
く
、

目
的
へ
の
て
だ
て
た
る
も
の
（

g
Aロ
但
四
回
口
己
白
血
出
口
四
百
）

に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
が
、

実
践
理
性
の
完
成
態
、
す
な

あ
り
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ト
マ
ス
の
立
場
で
あ
る

目
的
の
欲
求
を
前
提
と
し
な
い
思
慮
深
さ
は
、

v

わ
ち
徳
4
目立

5
と
し
て
の
知
慮
は
目
的
の
正
し
い
欲
求
、
そ
れ
も
人
間
の
全
生
活
の
目
的
の
正
し
い
欲
求
を
前
提
す
る
と
と
な
し
に
は

（
H
I
同－

m
F
品
川
町
∞
・
町
一
回
l

同－
A
F
J

コ
A
F

・
u

町一
r

H

）。

じ
っ
さ
い
、
正
し
い

真
の
知
慮
で
は
な
く
、

ま
が
い
も
の
の
知
慮
で
あ
っ
て
、

厳
密
に
は

「
肉
の
知
慮
」

〈
同
》

2
H
a
o
s昨
日
回
口
問
同
・

H岡山
田
）

（同
l

同・

m
m
L
）
あ
る
い
は
「
狭
猪
」

（

B
E
a
s
 （同・
1

同・

mm－
ω）
と
呼
ば
れ
る
悪
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ζ

の
よ
う
に
、
実
践
理
性
の
完
成
態
と
し
て
の
知
慮
に
つ
い
て
ト
マ
ス
が
の
べ
て
い
る
と
と
ろ
か
ら
し
て
、
か
れ
に
お
い
て
実
践
的
推
論

が
終
始
、
目
的
を
原
理
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
と
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
見
た
と
乙
ろ
か
ら
、
倫
理
的
善
の
把
握
を
結
論
と
す
る
実
践
的
三
段
論
法
が
、
目
的
の
追
求
な
い
し
志
向
と
い
う
価
値
の
世



界
に
お
い
て
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
と
思
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
実
践
的
三
段
論
法
は
様
々
の
事
実
的

状
況
、
起
り
う
べ
き
結
果
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
的
、
技
術
的
推
論
の
側
面
を
ふ
く
む
。
し
か
し
な
が
ら
、
乙
の
三
段

論
法
の
真
理
が
そ
乙
か
ら
出
て
く
る
原
理
と
い
え
ば
あ
く
ま
で
志
向
さ
れ
た
目
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
実
践
的
三
段
論
法
は
終
始
、
価

値
の
世
界
に
お
い
て
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
問
題
は
乙
乙
で
実
践
的
推
論
の
原
理
と
呼
ば
れ
て
い
る
目
的
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
で
あ
っ
て
、

つ
ぎ
に
そ
の
点
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「在るもの」と「普」ー一一トマス transcendentia論の一考察

実
践
的
三
段
論
法
に
お
い
て
原
理
の
役
割
を
果
す
と
乙
ろ
の
目
的
と
は
、
当
の
推
論
を
行
う
人
聞
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
て
い
る
、

VlII 

よ

り
根
源
的
・
普
遍
的
な
倫
理
的
善
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
個
々
の
人
聞
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
、
よ
り
根
源
的
・
普
遍
的
な
倫
理
的
善
へ
と

む
か
う
意
志
な
い
し
志
向
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
志
・
志
向
は
具
体
的
に
は
習
慣
（

E
E
E
$
、

あ
る
い
は
現
代
風
に
い
え
ば
（
道
徳
的
）
性
格
（
円

E
B
Z
2）
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
形
は
、
人
々
の
外
見
的
な
顔
、
姿
が
異
な
る

よ
う
に
き
わ
め
て
多
様
で
あ
る
が
、

の
方
向
づ
け
を
ふ
く
ん
で
い
る
。

い
ず
れ
も
何
ら
か
の
普
遍
的
な
倫
理
的
善
｜
｜
す
く
な
く
と
も
、
善
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
｜
｜
へ

乙
乙
で
い
う
習
慣
な
い
し
（
道
徳
的
）
性
格
と
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
徳
（
三
円

E
S
－
－
厳
密
に
は
倫

理
徳
（
丘
三
5
5
0
3目的）
l
！
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
普
遍
的
・
根
源
的
な
善
へ
の
方
向
づ
け
を
そ
の
内

容
と
し
て
い
る
。

倫
理
徳
は
ふ
つ
う
知
慮
、
正
義
、
剛
毅
、
節
制
と
い
う
四
個
の
枢
要
徳
（
三
ユ

5
8
E古田口問）

が
、
い
ま
の
場
合
、
知
慮
を
考
察
の
外
に
お
い
て
他
の
三
つ
の
倫
理
徳
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
倫
理
的
行
為
が
か
か
わ
る

（
H
l
F
2・
同
！
日
）
に
分
類
さ
れ
る

主
要
な
対
象
領
域
と
の
関
連
に
お
い
て
、
人
聞
が
追
求
す
べ
き
根
源
的
・
普
遍
的
な
倫
理
的
善
を
名
づ
け
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
徳
を
そ
な
え
た
者
、

い
い
か
え
る
と
そ
の
意
志
が
こ
れ
ら
根
源
的
・
普
遍
的
な
倫
理
的
善
へ
と
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
人
間

が
、
端
的
な
意
味
で
「
善
い
人
間
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
〈
同
1
F
m
m－
ω
一
回
叶
泊

H

〉
。
か
れ
は
ま
さ
し
く
「
善
い
意
志
」
な
い
し

一五



一六

「
意
志
の
正
し
さ
」

（吋叩

n
E
Z
E
4
0
Z
E回
巴
回
）
を
有
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
「
善
い
人
間
」
な
の
で
あ
る
（
ゲ

AS・
0
）。

わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
実
践
的
推
論
を
行
い
、
実
践
的
判
断
を
下
す
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
抽
象
的
、

も
と
づ
い
て
そ
う
す
る
の
で
は
な
く
、
右
に
の
ベ
た
倫
理
徳
｜
｜
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
立
す
る
慈
徳
ー
ー
を
原
理
と
し
て
そ
の
よ
う
な
推

よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、

一
般
的
な
倫
理
的
知
識
に

論
や
判
断
を
遂
行
す
る
（
H
l
同
・
日
♂
印
）
。

こ
れ
ら
の
倫
理
徳
が
そ
れ
へ
と
む
け
て
わ
れ
わ
れ
の
意
志
な
い
し

欲
求
能
力
を
秩
序
づ
け
て
い
る
と
と
ろ
の
、
普
遍
的
・
根
源
的
な
倫
理
的
善
を
原
理
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
実
践
的
推
論
や
判

断
を
遂
行
す
る
。
い
い
か
え
る
と
、
そ
れ
ら
普
遍
的
・
根
源
的
な
倫
理
的
善
は
、
倫
理
徳
の
所
有
と
い
う
形
で
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
現
実

に
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
実
践
的
推
論
、
判
断
に
お
い
て
、
そ
の
原
理
と
し
て
現
実
に
機
能
す
る
の
は
ζ

の
よ
う
な
（
倫
理
徳

の
所
有
と
い
う
）
仕
方
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
倫
理
的
善
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
成
る
人
聞
が
端
的
に
「
善
い

人
間
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
乙
の
意
味
で
の
倫
理
的
善
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
善
く
行
為
し
、
善

乙
の
よ
う
に
（
倫
理
徳
の
所
有
と
い
う
仕
方
で
）
捉
え
ら
れ
て
い
る
倫
理
的
善
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。

く
生
き
る
の
は
、

で
は
倫
理
徳
の
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
倫
理
的
善
が
、
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的
推
論
お
よ
び
判
断
に
お
け
る
究
極
の
原
理
で
あ
る
と
い

え
る
か
。
右
に
の
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
倫
理
徳
が
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的
推
論
や
判
断
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
す
と
と
は
あ

立き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倫
理
徳
を
有
す
る
乙
と
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
倫
理
的
善
の
把
握
が
実
践
的

推
論
に
お
け
る
究
極
の
原
理
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
倫
理
徳
の
獲
得
は
人
聞
に
本
来
そ
な
わ
る
内
的
な
根
源
が
外
的
な

誘
発
を
ま
っ
て
成
長
・
強
化
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
同

1
F
g
w
H
一
色
・
巴
・

H）
、
そ
う
し
た
内
的
な
い
し

自
然
本
性
的
な
根
源
ζ

そ
、
と
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
究
極
の
原
理
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ト
マ
ス

は
と
う
し
た
、
倫
理
徳
が
獲
得
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
、
倫
理
的
善
の
根
源
的
、
自
然
本
性
的
な
把
握
を

良
知
宏
司

E
2
2
2）
2
・
3
・
H
N

一回

l
p
当・
0
・
包
己
ー
ー
か
れ
は
と
れ
を
一
種
の
自
然
本
性
的
習
慣
（

E
E
P
Z
口
同
苫
昌
宏
）



（
ケ
叶
白
”

H
N
）
と
解
し
て
い
る
｜
｜
と
呼
ん
で
い
る
。

ζ

の
よ
う
な
倫
理
的
善
の
根
源
的
、
自
然
本
性
的
な
把
握
は
、
思
弁
的
認
識
に

お
け
る
自
明
的
な
第
一
原
理
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
的
、
実
践
的
な
と
と
が
ら
に
お
け
る
原
理
、
い
い
か
え
る
と
実
践
理
性
の

第
一
原
理
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ト
マ
ス
が
厳
密
な
意
味
で
自
然
法
の
提
と
呼
ぶ
の
は
と
う
し
た
実
践
理
性
の
第

一
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ト
マ
ス
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
倫
理
的
善
の
最
も
普
遍
的
で
根
源
的
な
把
握
が
自

然
法
の
内
容
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「在るもの」と「善」一一トマス transcendentia論の一考察

ト
マ
ス
は
主
題
的
に
自
然
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
以
外
の
箇
所
で
繰
返
し
「
自
然
本
性
的
に
捉
え
ら
れ
る
」
実
践
の
原
理
に
言
及

し
て
い
る
。
一
、
二
の
例
を
挙
げ
る
と
、
「
行
為
的
な
こ
と
が
ら
の
普
遍
的
原
理
に
関
し
て
は
人
は
諸
原
理
の
自
然
本
性
的
理
解
に
よ
っ

て
正
し
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
自
然
本
性
的
理
解
に
よ
っ
て
い
か
な
る
悪
も
為
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
認
識

「
人
閣
の
理
性
の
う
ち
に
（
認
識
に
関
す
る
と
同
様
に
）
為
す
べ
き
と
と
が
ら
に
関
す
る
、
何

（同
l

同－

m∞－

m
）

ら
か
の
自
然
本
性
的
に
認
識
さ
れ
た
原
理
が
内
属
し
て
い
る
：
：
：
そ
れ
ら
は
（
知
的
な
ら
び
に
）
倫
理
的
な
諸
徳
の
種
子
の
よ
う
な
も
の

す
る
の
で
あ
る
。
」

で
あ
る
｜
｜
意
志
の
う
ち
に
そ
う
し
た
善
へ
の
自
然
本
性
的
な
欲
求
合
同
・

H
a
－
－

sw
タ
白
色
ご
印
O
U

♂”。’
H

）
が
見
出
さ
れ
る

「
思
弁
的
理
性
の
う
ち
に
何
ら
か
の
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
と
と
が
ら
が
見
出
さ
れ
る
ご

と
く
：
：
：
実
践
理
性
の
う
ち
に
も
何
ら
か
の
ζ

と
が
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
原
理
と
し
て
先
在
し
て
い
る
、
そ
し
て
乙
れ
ら
が
倫
理
徳

か
ぎ
り
に
お
い
て
。
」

（

H
l
同－

m

p

H
）

の
目
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
目
的
は
行
為
的
な
乙
と
が
ら
に
お
い
て
、
原
理
が
思
弁
的
な
と
と
が
ち
に
お
い
て
有
す
る
よ
う
な
位
置
を

占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

（同
1

同－

h
F

白）

次
に
、
ト
マ
ス
が
主
題
的
に
法
お
よ
び
自
然
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
自
然
法
は
基
本
的
に
、
実
践
理
性
に
と

つ
て
の
（
自
然
本
性
的
に
知
ら
れ
る
）
第
一
原
理
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
H
I
p
s－
ω）
。
自
然
法
を
神
学
的
観
点
か
ら
捉

え
た
「
自
然
法
と
は
理
性
的
被
造
物
に
お
け
る
永
遠
法
の
分
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

は
難
解
な
）
定
義
が
し
ば
し
ば
ト
マ
ス
の
自
然
法
概
念
と
し
て
引
照
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、

（
H
1
同・

2
・
N
）
と
い
う
（
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

乙
ん
に
ち
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
理

七
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解
し
易
い
と
恩
わ
れ
る
、
実
践
理
性
と
の
関
係
に
お
け
る
自
然
法
の
規
定
が
そ
れ
ほ
ど
か
え
り
み
ら
れ
な
い
の
は
奇
異
な
感
じ
が
す
る
ほ

ど
で
あ
る
。
後
者
の
代
表
的
な
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
と
、
「
自
然
法
の
諸
々
の
提
は
実
践
理
性
に
た
い
し
て
、
論
証
不
可
能
な
第
一
原

理
が
思
弁
理
性
に
た
い
す
る
よ
う
な
仕
方
で
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
〈
同

I
F
E－
S
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
の
場
合
、
自
然
法
の
提
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
有
す
る
最
も
根
源
的
・
普
遍
的
な
倫
理
的
善
の
把
握
を
そ
の
内
容

と
す
る
と
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
う
し
た
倫
理
的
善
が
わ
れ
わ
れ
の
実
践
的
推
論
に
お
け
る
第
一
原
理
で
あ
り
、
す
べ
て

の
実
践
的
三
段
論
法
は
そ
乙
か
ら
出
発
し
、
ま
た
そ
乙
へ
と
帰
っ
て
い
く
（
そ
れ
ら
倫
理
的
善
に
て
ら
し
て
結
論
が
確
証
さ
れ
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
）
と
い
う
仕
方
で
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
と
れ
ら
（
自
然
本
性
的
に
認
識
さ
れ
た
）
倫
理
的
善
は
、
そ
れ
ら
が
意
志
に
よ
る
自

然
本
性
的
な
欲
求
を
前
提
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
実
践
理
性
に
と
っ
て
の
原
理
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
法
の
提
と
呼
ば
れ

る
ζ

れ
ら
実
践
的
原
理
は
、
ま
さ
し
く
原
理
で
あ
る
か
ぎ
り
何
ら
か
の
先
行
す
る
原
理
（
た
と
え
ば
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
の
認
識
）
か

ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
で
、
最
早
そ
れ
以
上
さ
か
の
ぼ
る
乙
と
の
で
き
な
い
、
究
極
的
な
倫
理
的
善

の
認
識
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
、
然
り
で
あ
る
。
更
に
、
で
は
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
で
善
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
究
極

的
な
認
識
に
到
達
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
る
と
、
乙
と
で
わ
れ
わ
れ
が
根
源
的
に
把
握
し
て
い
る
倫
理
的
善
を
そ
の
ま
ま

善
そ
の
も
の
と
同
一
視
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
そ
問
題
で
あ
る
。

前
節
の
終
り
で
提
起
し
た
聞
い
は
、
よ
り
厳
密
に
言
い
か
え
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
倫
理
的
善
の
把
握
を
結
論

と
す
る
実
践
的
推
論
を
ふ
り
か
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
或
る
究
極
的
な
倫
理
的
善
の
把
握
が
推
論
の
原
理
、
す
な
わ
ち
実
践

理
性
の
第
一
原
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
と
を
つ
き
と
め
た
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
究
極
的
な
倫
理
的
善
の
把
握
が
実
践
的
な
ζ

と

が
ら
に
お
け
る
第
一
原
理
で
あ
る
と
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
を
思
弁
的
認
識
の
領
域
と
の
関
係
に
お
い
て
さ
ら
に
基
礎
づ
け
る
ζ

と

が
可
能
な
い
し
は
妥
当
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
践
理
性
の
第
一
原
理
は
あ
く
ま
で
思
弁
的
認
識
か
ら
切
り
離
し
て
お
く
べ
き
な
の
か
、
と

X 



い
う
形
で
提
起
さ
れ
る
。
実
践
理
性
の
第
一
原
理
を
理
論
的
認
識
か
ら
切
り
離
し
た
場
合
に
は
、
倫
理
的
善
の
把
握
が
善
に
つ
い
て
の
究

極
的
な
把
握
で
あ
り
、
倫
理
的
善
が
善
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
と
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
乙
れ
に
た
い
し
て
究
極
的
な
倫
理
的
善
の

把
握
が
実
践
理
性
の
第
一
原
理
で
あ
る
乙
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
は
さ
ら
に
思
弁
的
認
識
の
領
域
と
の
関
係
に
お
い
て
形
而
上
学
的

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
と
と
は
可
能
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
倫
理
的
善
が
そ
の
ま
ま
善
そ
の
も

の
と
同
一
視
さ
れ
る
と
と
は
な
く
、
む
し
ろ
倫
理
的
善
は
よ
り
包
括
的
・
根
元
的
な
仕
方
で
把
握
さ
れ
た
善
に
も
と
づ
い
て
解
明
さ
れ
、

「在るものJと「善J一一トマス transcendentia論の｝考察

基
礎
づ
け
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ト
マ
ス
は
後
者
の
道
を
え
ら
ん
で
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
理
解
す
る
の
に
困
難
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
さ
き
に
の
ベ
た
善
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
理
解
、
す
な
わ
ち
善
は
事
物
そ
の
も
の
に
内
属
す
る
何
ら
か
の
完
全
性
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
か
ら
の
論
理
的
な
帰
結
で

あ
る
。
倫
理
的
善
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
意
志
さ
れ
る
善
で
あ
る
と
と
が
確
認
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
事
物
そ
の
も

の
に
内
属
す
る
完
全
性
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
か
が
つ
き
と
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
乙
と
は
思
弁
的
認
識
の
領
域
と

の
結
び
つ
き
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
乙
と
で
、
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
「
超
越
的
な
も
の
と
し
て
の
善
」
は
、
乙

の
後
者
の
探
求
を
通
じ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
善
の
把
握
で
あ
る
と
の
見
通
し
が
聞
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
超
越
的
な

も
の
と
し
て
の
善
」
へ
の
接
近
が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
は
と
れ
か
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い。
通
説
に
よ
る
と
、
倫
理
的
善
の
形
而
上
学
的
基
礎
づ
け
の
必
要
性
と
可
能
性
を
最
も
積
極
的
か
っ
一
貫
的
に
主
張
す
る
の
は
自
然
法

理
論
で
あ
り
、
乙
の
理
論
に
よ
る
と
倫
理
的
善
は
形
而
上
学
的
に
認
識
さ
れ
る
人
聞
の
自
然
本
性
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
倫
理
的
善
と
は
人
閣
の
自
然
本
性
と
の
合
致
、
あ
る
い
は
自
然
本
性
の
実
現
も
し
く
は
完
成
へ
と
導
く
も
の
を
名
付
け

た
も
の
で
あ
っ
て
倫
理
的
善
の
根
底
に
は
そ
の
規
準
と
し
て
の
自
然
本
性
が
見
曲
さ
れ
る
。

ζ

の
よ
う
に
倫
理
的
規
準
な
い
し
規
範
と
し

XI 

九



ニ
O

て
の
自
然
本
性
を
認
め
る
立
場
が
自
然
法
理
論
の
特
徴
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
に
自
然
本
性
を
も
っ
て
倫
理
的
善
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
思
弁
的
に
認
識
さ
れ
た
自
然
本
性
か
ら

自
然
法
の
提
（
根
源
的
な
倫
理
的
善
）
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
存
在
か
ら
当
為
へ
の
非
論
理
的
な
飛
躍

を
ふ
く
む
と
し
て
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
と
れ
に
た
い
し
て
自
然
法
理
論
の
側
か
ら
は
、
一
方
で
は
存
在
と
当
為
の
峻
別
に
た
い
し

て
疑
問
を
投
げ
か
け
つ
つ
、
他
方
で
は
自
然
法
理
論
は
ま
さ
し
く
乙
れ
ら
二
者
の
聞
の
架
橋
の
試
み
で
あ
る
、
と
の
反
撃
も
な
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
自
然
法
の
概
念
が
必
然
的
に
存
在
か
ら
当
為
へ
の
飛
躍
を
ふ
く
む
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
す
る
点
で
あ
り
、
私
の
見

（

刊

》

る
と
と
ろ
で
は
、
す
く
な
く
と
も
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。

で
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
（
自
然
法
の
捉
の
内
容
を
な
す
）
倫
理
的
善
の
把
握
と
人
間
の
自
然
本
性
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ

て
い
た
の
か
。
か
れ
は
、
乙
の
問
題
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
、
倫
理
的
善
を
形
而
上
学
的
に
認
識
さ
れ
た
自
然

本
性
に
関
係
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
践
理
性
は
何
ら
か
の
目
的
へ
と
向
う
自
然
本
性
的
な
傾
向
宮
内
出
回
目
巴
O
B
E
E－
ぽ
｜
｜

そ
れ
は
意
志
の
働
き
で
あ
る
ー
ー
に
も
と
づ
い
て
、
自
然
法
の
提
を
自
然
本
性
的
に
把
握
す
る
、
と
の
べ
て
い
る
ニ

l
p
白
血
－

N
）。

い
い
か
え
る
と
、
ト
マ
ス
は
人
間
の
意
志
が
何
ら
か
の
目
的
・
善
（
そ
れ
は
最
早
「
倫
理
的
」
と
は
い
え
な
い
）
を
自
然
本
性
的
に
欲
求

し
て
い
る
乙
と
を
前
提
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
「
自
然
本
性
的
な
傾
向
」
に
も
と
づ
い
て
実
践
理
性
が
自
然
本
性
的
に
倫
理
的
善
を
把
握

す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
乙
の
考
え
方
に
し
た
が
う
と
、
倫
理
的
善
が
ま
さ
し
く
善
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
と
の
根
拠
は
、
意
志
の
自

然
本
性
的
傾
向
が
そ
れ
へ
と
向
う
超
・
倫
理
的
普
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
何
ら
か
の
乙
と
が

実
践
理
性
に
よ
っ
て
倫
理
的
善
と
し
て
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
乙
で
「
自
然
本
性
的
な
傾
向
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
人
聞
が
す
べ
て
の
存
在
す
る
も
の
と
共
有
す
る
、
存
在
保
全
へ
の
欲
求
、

す
べ
て
の
動
物
と
共
有
す
る
、
男
女
の
結
び
つ
き
ゃ
子
供
の
養
育
へ
の
欲
求
、
お
よ
び
人
聞
に
固
有
で
あ
る
、
神
に
つ
い
て
の
真
理
を
知

り
、
社
会
に
お
い
て
生
活
す
る
乙
と
へ
の
欲
求
、
な
ど
で
あ
る
（
同

l
p
2・
N
）
。
乙
う
し
た
欲
求
が
め
ざ
す
目
的
・
拍
車
両
は
人
間
の
全



体
的
な
完
全
性
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
人
間
的
善

9
8ロ
呂
田
M
E
S
E
E
B）
乙

う

し

た

人

間

的

善

を

実

現

す

る

よ

う
な
行
為
は
、
す
べ
て
実
践
理
性
に
よ
っ
て
倫
理
的
善
、
す
な
わ
ち
為
す
べ
き
と
と
、
追
求
す
べ
き
乙
と
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と
い
う

の
が
ト
マ
ス
の
説
明
で
あ
る
。

で
あ
る
。
そ
し
て
、

「在るものJと「善」一一トマス transcendentia論の一考察

右
の
説
明
に
お
い
て
「
自
然
本
性
的
な
傾
向
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
内
容
は
、
人
間
の
全
体
的
な
完
全
性
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ふ
つ
う
に
人
間
の
自
然
本
性
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
重
な
り
合
う
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
ト
マ

ス
は
、
人
間
の
意
志
は
具
体
的
に
は
あ
れ
と
れ
の
特
殊
的
な
と
と
が
ら
を
（
選
択
的
に
）
意
志
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
よ
り
普

遍
的
・
根
源
的
な
意
志
の
欲
求
運
動
が
あ
る
乙
と
を
認
め
、
そ
れ
ら
を
自
然
本
性
的
な
傾
向
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
H
1
F
H
0
・

3
0
意
志
が
そ
れ
へ
と
自
然
本
性
的
に
傾
い
て
い
る
と
と
ろ
の
目
的
・
善
は
、
前
述
の
よ
う
に
人
間
的
善
で
あ
る
が
、
倫
理
的
善
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
に
実
践
理
性
が
何
ど
と
か
を
為
す
べ
き
乙
と
と
し
て
捉
え
る
と
き
に
は
じ
め
て
倫
理
的
善
が
成
立
す

る
。
そ
し
て
、
倫
理
的
善
に
た
い
す
る
意
志
の
か
か
わ
り
は
、
も
は
や
自
然
本
性
的
な
傾
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
由
な
選
択
的
意
志
活

動
で
あ
る
。

ト
マ
ス
が
意
志
の
自
然
本
性
的
な
傾
向
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
が
倫
理
的
善
へ
と
む
か
う
も
の
で
は
な
い
乙
と
を
強
調
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
倫
理
的
善
へ
と
む
か
う
傾
向
性
に
つ
い
て
語
り
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ハ
ピ
ト
ゥ
ス
的
傾
向
性
と
し
て
の
倫
理
徳
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
、
乙
の
傾
向
性
は
け
っ
し
て
自
然
本
性
的
で
は
な
い
（
H

l

p

E

－
ご
∞
N

－
ω・
邑
H
）
。
し
か
し
、
倫
理
的
善
の
自
然

本
性
的
な
把
握
に
つ
い
て
語
る
と
と
は
可
能
で
あ
り
、
実
践
理
性
の
第
一
原
理
は
ま
さ
し
く
そ
れ
に
あ
た
る
。
ト
マ
ス
が
、
実
臨
理
性
は

何
ら
か
の
目
的
・
善
へ
む
か
う
（
意
志
の
〉
自
然
本
性
的
な
傾
向
に
も
と
づ
い
て
自
然
法
の
提
を
認
識
す
る
、
と
い
う
と
き
、
あ
た
か
も

倫
理
的
善
そ
の
も
の
へ
と
む
か
う
意
志
の
自
然
本
性
的
な
傾
向
が
語
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
乙

で
語
ら
れ
て
い
る
自
然
本
性
的
傾
向
は
超
・
倫
理
的
な
人
間
的
善
を
め
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
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で
は
、
右
で
語
ら
れ
た
意
志
の
自
然
本
性
的
な
傾
向
が
そ
れ
へ
と
む
か
う
（
超
・
倫
理
的
な
）
人
間
的
善
が
、
さ
き
に
問
題
に
し
た

善
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
。

ζ

の
聞
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
乙
と
で
い
う
人
閣
の
全
体
的
な
完
全
性
と
し
て
の
人
間
的
善
と
、

ト
マ
ス
が
理
解
し
た
人
閣
の
究
極
目
的
舌

E
S
S
E
g
－
－
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
意
志
は
そ
れ
へ
と
む
か
う
自
然
本
性
的
な
傾
向
を

有
す
る
（
同

I
F
印－

A
F

包
N
U

印・

g
ー
ー
と
の
関
係
に
目
を
む
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
乙
の
ニ
つ
は
全
く
同
一
な
の
か
。

ト
マ
ス
の
究
極
目
的
｜
至
福

v
g吾
ロ
含
論
に
即
し
て
い
え
ば
、
か
れ
が
し
ば
し
ば
言
及
す
る
究
極
目
的
l
至
福
の
二
つ
の
種
類
、

す
な
わ
ち
現
世
に
お
い
て
到
達
可
能
で
あ
る
よ
う
な
不
完
全
な
至
福
、
い
い
か
え
る
と
、
心
・
身
的
存
在
と
し
て
の
人
聞
に
相
応
す
る
も

の
と
し
て
の
至
福
と
、
時
閣
を
超
越
し
た
次
元
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
完
全
な
至
福
、
す
な
わ
ち
知
的
な
い
し
精
神
的
実
体
で
あ
る
か
ぎ

り
で
の
人
聞
に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
の
至
福
の
区
別
を
乙
こ
で
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う

（同
1

同・

ω－
N
・白血
A
H
山

ω・印

Uωu
白川仏・

中∞
u
m
w
ω
l
印
）
。
自
然
法
認
識
と
の
関
連
で
問
題
に
な
っ
た
人
間
的
善
は
不
完
全
な
意
味
で
の
究
極
目
的
｜
至
福
に
す
ぎ
な
い
。
と
れ

に
た
い
し
て
、
人
閣
の
意
志
が
そ
れ
に
た
い
し
て
自
然
本
性
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
乙
ろ
の
究
極
目
的
l
至
福
と
は
、
何
の
制
限

な
い
し
限
定
も
ふ
く
ま
な
い
全
き
善
（
V
O
ロ
ロ
自
己
口
町
叩
吋

gH叩
）
あ
る
い
は
完
全
な
善
（
V
O
ロ
ロ
田
宮
片
岡
2
2
g）
で
あ
る
、

が
ト
マ
ス
の
根
本
的
な
洞
察
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
全
き
善
は
神
的
本
質
の
直
視
（

4
E
0
2
m
g晋
o
u
o
O
以
外
に

よ
る
ほ
か
は
現
実
に
到
達
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
が
（
H
1
同
・
タ
∞
）
、
そ
の
ζ

と
は
乙
と
で
は
問
題
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、
自

と
い
・
つ
の

然
法
認
識
と
の
関
連
で
、
人
間
の
意
志
が
そ
れ
に
た
い
し
て
自
然
本
性
的
な
傾
向
性
を
有
す
る
と
さ
れ
た
人
間
的
善
は
、
完
全
な
意
味
で

の
究
極
目
的
で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
的
善
の
究
極
的
な
基
礎
づ
け
の
た
め
に
は
、
さ
き
に
ふ
れ
た
人
間
的

善
で
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
ず
、
完
全
な
意
味
で
の
究
極
目
的
と
し
て
の
全
き
善
あ
る
い
は
完
全
な
善
ま
で
を
か
の
ぼ
る
必
要
が
あ
る
。

じ
つ
は
っ
き
つ
め
た
意
味
で
の
人
間
の
自
然
本
性
と
は
、
そ
う
し
た
全
き
善
に
た
い
す
る
受
容
可
能
性
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
う
し
た
「
全
き
善
」

察
の
主
題
で
あ
る
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
か
。

「
完
全
な
義
己
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
出
発
点
と
な
っ
た
倫
理
的
喜
、
お
よ
び
考
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全
き
善
あ
る
い
は
完
全
な
善
と
は
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
見
て
も
何
ら
の
限
定
な
い
し
制
限
的
原
理
も
ふ
く
ま
な
い
善
と
い
い
か
え

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
限
定
と
し
て
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
「
人
間
的
善
」
と
い
わ
れ
る
さ
い
の

た
と
え
ば

「
人
間

的
」
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
聞
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
べ
て
の
も
の
が
自
ら
の
完
全
性
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
自
然

「在るもの」と「善」ー一一トマス transcendentia論の一考察

本
性
の
完
成
を
目
的
と
し
て
欲
求
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
自
ら
の
自
然
本
性
の
完
成
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
と
っ
て
の
善
な
の
で
あ
る

か
ら
、
善
を
限
定
す
る
原
理
は
事
物
の
自
然
本
性
あ
る
い
は
本
質
で
あ
る
乙
と
に
な
ろ
う
。
或
る
意
味
で
は
、
事
物
の
自
然
本
性
そ
れ
自

体
が
目
的
で
あ
り
、
善
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
善
の
限
定
・
制
限
原
理
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
は
逆
説
的
に
ひ
び
く
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、

乙
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
最
早
「
人
間
的
善
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
善
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
に
入
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
で

の
視
点
の
転
換
を
考
え
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
逆
説
的
性
格
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
全
き
善
、
完
全
な
善
と
い
え
ば
、
何
ら
の
自
然
本
性
、
本
質
、
形
相
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
て
い
な
い
と
乙
ろ
の
善
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
い
い
か
え
る
と
存
在
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
何
ら
か
の
本
質
、
形
相
に
よ
っ
て
受
け
と
ら
れ
る
乙
と
に

よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
の
は
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
ち
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
善
と
存
在
と
が
事
柄
と
し
て
閉
じ
も
の
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
置
き
か
え
可
能
な
も
の
で
あ
る
乙
と
を
見
て
と
る
と
と
の
で
き
る
場
所
に
到
達
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
所
と
は
、
他
で

も
な
く
究
極
目
的
た
る
全
き
善
、
完
全
な
善
を
自
然
本
性
的
に
欲
求
す
る
人
閣
の
意
志
に
つ
い
て
の
反
省
・
立
ち
帰
り
が
為
さ
れ
る
場
所

で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
る
と
、
そ
の
出
発
点
は
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
な
る
も
の
が
、

の
把
握
、
な
い
し
は
「
善
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
用
法
か
ら
著
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
と
と
に
た
い
す
る
困
惑
で
あ
っ
た
。

「
善
」
と
い
う
言
葉
の
日
常
的
用
法
を
基
本
的
に
規
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
日
常
的
経
験
に
お
け
る
倫
理
的
善
の
把
握
か
ら
出
発
し

日
常
的
な
善

そ
こ
で



ニ
四

て
、
は
た
し
て
そ
こ
か
ら
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
へ
と
道
が
通
じ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
を
つ
き
と
め
る
と
と
に
し
た
。

日
常
的
経
験
に
お
け
る
倫
理
的
善
の
把
握
は
実
践
的
推
論
の
結
論
た
る
実
践
的
判
断
で
あ
り
、
乙
の
判
断
は
実
践
的
推
論
の
原
理
に
も

と
づ
い
て
下
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
的
推
論
の
原
理
と
し
て
の
、
よ
り
普
遍
的
・
根
源
的
な
倫
理
的
善
の
把
握
を
探
求
し
、
倫

理
徳
の
段
階
を
経
て
、
自
然
法
の
提
の
内
容
を
な
す
実
践
理
性
の
第
一
原
理
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
。
と
乙
ろ
で
、
実
践
理
性
の
第
一
原
理

に
あ
た
る
倫
理
的
善
の
把
握
は
、
人
間
的
善
、
す
な
わ
ち
人
間
の
自
然
本
性
の
完
全
性
へ
の
自
然
本
性
的
な
傾
向
を
前
提
と
し
て
は
じ
め

て
成
立
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
る
に
、
乙
の
人
間
的
善
は
い
ま
だ
完
全
な
意
味
で
の
人
閣
の
究
極
目
的
で
は
な
く
、
人
閣
の
究

極
目
的
と
し
て
自
然
本
性
的
に
欲
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
人
間
的
」
と
い
う
限
定
ぬ
き
の
全
き
善
、
完
全
な
善
で
あ
る
と
と
が
つ
き
と

め
ら
れ
た
。

乙
う
し
て
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
釜
己
が
認
識
さ
れ
、
語
ら
れ
る
場
所
は
、
個
々
の
倫
理
的
善
を
め
ざ
す
意
志
な
い
し
欲
求

活
動
を
成
立
さ
せ
る
究
極
の
根
拠
で
あ
る
と
と
ろ
の
、
究
極
目
的
を
め
ざ
す
意
志
の
自
然
本
性
的
な
傾
向
性
が
ふ
り
か
え
ら
れ
る
場
所
で

あ
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
っ
き
と
め
ら
れ
た
。
ト
マ
ス
の
い
う
「
超
越
的
な
も
の
」
と
は
、
単
に
論
理
学
的
一
般
化
の
操
作
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
人
間
精
神
が
自
ら
の
働
き
の
成
立
根
拠
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
、
い
い
か
え
る
と
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
を
ふ
り
か
え
る
こ

と
を
通
じ
て
到
達
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
が
確
認
さ
れ
た
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

測れ
る
善
」
と
の
聞
の
連
続
性
を
示
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
考
察
は
、
ト
マ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
よ
り
ど
乙
ろ
に
し
な
が
ら
、

日
常
的
な
「
善
」
理
解
と
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら

「
善
」
の
様
々
な
意
味
の
解
明
が
充
分
に
為
さ
れ
て
い

な
い
だ
け
で
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
に
お
い
て
も
不
備
な
点
が
多
い
と
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
ら
残
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て

「
在
る
も
の
」

は
機
会
を
え
て
詳
論
す
る
こ
と
に
し
て
、

乙
乙
で
は
後
書
き
の
形
で
本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
疑
問
に
立
ち
帰
っ
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

そ
乙
で
い
く
つ
か
の
形
で
提
起
さ
れ
た
疑
問
は
、
結
局
の
と
ζ

ろ
「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
と
（
倫
理
的
蓄
に
代
表
さ
れ
る
）



「
端
的
な
意
味
で
の
善
」
と
の
閣
の
関
係
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
行
っ
た
考
察
に

よ
っ
て
「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
が
語
ら
れ
る
場
所
と
「
端
的
な
意
味
で
の
善
」
が
語
ら
れ
る
場
所
と
の
違
い
が
あ
き
ら
か
に
さ

れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
在
る
も
の
が
在
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
の
存
在
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
場
所
で
あ
り
、

後
者
は
わ
れ
わ
れ
が
選
択
し
、
行
為
す
る
日
常
的
経
験
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
端
的
な
意
味
で
の
益
己
に
た
い
し
て
は
い
う
ま
で

「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
が
「
善
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
、
こ
の
「
善
」
に
対
立
す

も
な
く
そ
れ
と
対
立
す
る
悪
が
語
ら
れ
る
が
、

「在るもの」と「善J一一トマス transcendentia論の一考察

る
悪
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
善
な
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
が
「
限
ら
れ
た
意
味
で
の
善
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
日

常
的
経
験
の
立
場
に
立
っ
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
は
最
も
根
源
的
な
意
味

で
の
「
善
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
そ
れ
は
善
・
悪
と
い
う
対
立
を
超
え
た
意
味
で
の
「
善
」
な
の
で

あ
る
。

「
善
」
の
意
味
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
よ
り
明
断
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
悪
と
対
置
さ
れ
る
場
所
に
お
い
て
で
あ
る
と
は

「
善
」
の
意
味
が
最
終
的
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
「
端
的
な
意
味
で
の
在
る
も
の
」
が
捉
え
ら
れ
る
場
所
に
お
い
て
で
あ

い・ぇ、
る
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
が
捉
え
ら
れ
、
在
る
も
の
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
、
す
べ
て
が
善
い
と
さ
れ
る

一
般
的
に
い
え
ば
日
常
経
験
の
世
界
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
拠
へ
の
ふ
り
か
え
り
が
為
さ
れ

の
は
、

る
場
所
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
例
外
的
に
そ
の
よ
う
な
善
が
直
接
的
に
経
験
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
皆
無
で
あ
ろ
う

か
。
た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
は
倫
理
的
な
選
択
や
行
動
に
か
か
わ
る
場
面
に
お
い
て
は
「
す
べ
て
が
善
い
」
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
人
聞
を
そ
の
持
物
、
人
柄
、
能
力
、
魅
力
な
ど
の
ゆ
え
に
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
そ
の
存
在
に
お
い
て
肯
定
し
、
愛
す
る
と

と
が
可
能
で
あ
る
。
人
格
の
概
念
は
そ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
充
足
さ
れ
る
、
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
し

そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
ま
さ
に
「
在
る
も
の
と
置
き
か
え
ら
れ
る
善
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な

二
五



ニムハ

か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
或
の
意
味
で
「
善
」
の
原
経
験
あ
る
い
は
根
元
的
経
験
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

註
〈
ト
マ
ス
著
作
客
号
著
作
へ
の
引
照
な
し
に
数
字
の
み
が
挙
げ
て
あ
る
の
は

ωロ
ヨ
ヨ
同
叶
Z
o－o加
宙
開
・
り
く
↓
ρロ
自
己
芯
ロ
冊
目

E
8
E
g
s
u四

〈
叩
門
店
包
0・
ωの
の
↓
ωロ
ヨ
ヨ
曲
。
o
E
S
0
2
2
2・
口
問
一
閃
↓
ロ

m
E
M
Z
2
開出回冊ロ江田・

ωω
↓
ω口吋仲間
u
g
g
g宮
吋

ω
g
g
Z広
田
・
な
お
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
を
開
Z
と
客
記
。
）

（1
）
『
イ
ザ
ヤ
書
』

5
・
却
「
禍
い
な
る
か
な
、
か
れ
ら
は
惑
を
よ
び
て
善
と
し
：
・
」

（

2
）
河
O
F
巧－

U
－h
o
s
e
t
0
5
0同
盟
E
g・
0
え
o
a－
z
g－℃－
N
g・

（3
）
拙
稿
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
昨
日
ロ
R
g
e
E
E
論
｜
｜
存
在
と
価
値
」
『
中
世
の
哲
学
者
た
ち
』
思
索
社
、
昭
回
、

m
l
mぺ
l
ジ
を
参

照。

（4
）
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
潔
学
』
呂
志
白
ω

（
5
〉
前
掲
（
2
）
を
参
照
。

ハ
6
）
拙
稿
「
習
慣
と
価
値
」
『
習
慣
の
哲
学
』
創
文
社
、
昭
郎
、
悶
ぺ

l
ジ
以
下
を
参
照
。

（7
）
ペ
リ
ー
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
価
値
」
を
定
義
し
て
い
る
。
司
叩
円
ミ
・
悶
・
回
・
・
の
叩
ロ
R
巴
寸
FOO弓
え
ぐ
回
目
C0・
Z伺当
J

へO吋
F
H由出品・

（8
）
拙
稿
「
実
践
的
認
識
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
法
解
釈
学
お
よ
び
法
哲
学
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
、
昭
針
、

m
l
mペ
ー
ジ
、
お
よ
び
リ
l
ゼ
ン
フ

ー
パ

l
「
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
善
の
認
識
」
『
中
世
思
想
研
究
』
泊
、
昭
・
切
を
参
照
。

（9
〉
「
習
慣
」
の
概
念
お
よ
び
ト
マ
ス
の
習
慣
混
論
に
関
し
て
拙
著
『
習
慣
の
哲
学
』
第
て
三
章
を
参
照
。

（
叩
）
乙
の
問
題
に
関
し
て
拙
稿
「
倫
理
的
経
験
と
し
て
の
自
然
法
」
『
ア
カ
デ
ミ
ア
』
幻
集
、
昭
ぉ
、

n
l
mぺ
l
ジ
を
参
照
。

〈
日
）
拙
稿
「
自
然
法
の
論
理
「
『
法
思
考
の
問
題
』
昭
初
、
河

l
mぺ
1
ジ
参
照
。
一
九
六
五
年

Z
Eロ
E
－
F担当

H402自
に
収
載
さ
れ
た
論
文

吋
吋
回
叩
司
町
田
仲
間
V

江
口
口
目
立
刊

O同司門田門込山口
mw】

HN何
回
目
。
ロ
日
〉
の
o
g
g刊旦白片岡一一。ロ

HYO
匂
提
唱
ミ
芯

RHSghbh宮崎・］戸？
N・
わ
口
市
由
民

Oロ
2
・〉ユ山口］
m

N

に
お
い
て
の
・
の
・

0
ユ
gN
は
ト
マ
ス
自
然
法
論
の
基
本
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
詳
細
な
註
釈
を
試
み
、
そ
の
な
か
で
乙
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、

自
然
法
の
諸
原
理
は
い
か
な
る
事
実
命
題
か
ら
導
出
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
ζ

と
を
強
調
し
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
河
・
宮
口
H
5
5可
は
叶
吉
田
V

ユー

ロ口

e
z
o同
Z白
E
E
H
F目
当
（
吋
町
刊
〉
g
o江口同一
HHMOC吋ロ担－

o同』口広告同居一円同
gM口
冊
忌
∞
O
〉
に
お
い
て
右
の
の
江
田
町
N

論
文
、
お
よ
び

H
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ヨ
ロ
ロ
F

Z
回
百
円
回
目
下
回
当
白
ロ
。

Z
由
Z
E－
E
m
V
H
P
O
H同
o
a
s
g
を
批
判
し
、
乙
の
二
者
に
お
い
て
は
、
実
践
理
性
に
と
っ
て
は
世
界
に

関
す
る
認
識
は
何
ら
関
わ
り
が
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
事
実
と
価
値
が
過
度
に
区
別
さ
れ
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。
と
の
批
判
に
た
い
し
て
の
江

8
N

と
ヨ
ロ
ロ
肢
は
連
名
で
反
論
寸
げ
叩
国
富
山
口
句
江
口
口
仲
立
g
o同
Z
Sロ
E
H
F
2
1
〉
河
4
q
H
o
m
m
w】
問
診
玄
口
同
口
四
円
口
同
〈
〉
包
叩
江
口
同
ロ
ト
『
Oロ
ヨ
回
目

。町一『ロュ

82es佃

HU∞
同
）
を
発
表
し
、
「
事
実
と
価
値
と
の
過
度
の
区
別
」
と
い
う
批
判
に
た
い
し
て
、
次
の
よ
う
に
反
駁
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
冨
己
口
四
円
ロ
可
に
よ
る
「
主
観
主
義
」
と
い
う
批
判
は
見
当
違
い
で
あ
り
、
自
分
遠
の
主
張
の
要
点
は
、
世
界
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
な
い

し
事
実
的
真
理
か
ら
規
範
的
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
さ
い
に
は
、
前
提
の
う
ち
に
か
な
ら
ず
実
践
的
推
論
の
原
理
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
と
と

で
あ
り
、
乙
れ
は
ト
マ
ス
自
身
の
立
場
の
正
し
い
解
釈
で
あ
る
。
な
お

ζ
口
H
S
E
Uご
日
E
S
叶，
F
O
B在日口
p
d司
自
主
ロ
伺
H
O
D
U・0
・
・
忌
認
に

お
い
て
も
乙
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
議
論
の
新
し
い
展
開
は
見
ら
れ
な
い
。

分
析
哲
学
や
実
存
哲
学
的
立
場
な
ど
、
現
代
の
倫
理
学
理
論
に
た
い
し
て
伝
統
的
な
自
然
法
倫
理
学
の
あ
ら
た
な
基
礎
づ
け
を
試
み
た
注
目
す
べ

き
研
究
と
し
て
〈
冊
目
R
Y
国－

w－司
O円
曲
ロ

Oロ
Ho－omu刊

O同
窓
O
B
Z
H
〉
の
ロ
t
G
C
m
O向
。
。
己
申
呂
田
UO吋
回
品
開
笹
山
口
色
叫
，
y
g一門司・同〈胆
t

ロ回同
Oロ
S
3
を
参
照
。
目
Uロロ
N0・
〈
・
。
・
＼
－
z
gロ
吋
色
岡
、
同
耳
切
吾
山
口
田
口
同
日
目
E
E
Z
O円
宮
E
g
g
a
Z巳ロ叶由】山田
B
J
、吋
HMmZ刊当

ω口町内
T

E
由民
n
Z
B
F〈
戸

F
H由
8
・匂－
M
N
1
色

は

〈

g
R
E
の
立
場
を

H
B
E
E
E
g
Z忠信同国－
z
g
と
規
定
し
た
上
で
、
乙
の
立
場
に
お
い
て
は
理

性
が
倫
理
的
善
・
悪
の
原
理
で
あ
る
と
と
が
説
明
で
き
な
い
と
論
じ
、
理
性
の

Rρ
邑
曲
目
尽
『
O
P
R丘
Oロ
の
み
に
注
目
し
て

3
2
2
t
g
E干

の昨日
0ロ
を
無
視
し
た

H
5
5包
芯
芯

Z忠
信
吋
色
町
B
に
た
い
し
て
、
後
者
を
実
践
理
性
の
主
要
機
能
で
あ
る
と
す
る
冨
E
E
g円

凶

Z包
ロ
吋
丘
町
ヨ

の
立
場
を
展
開
し
て
い
る
。
同
日
ロ
ロ
NO
に
よ
る
と
、
ト
マ
ス
の
自
然
法
理
論
は
明
確
に
宮
E
g
g
a
Z巳
ロ
吋
丘
町
自
の
立
場
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

に
し
て
も
、
そ
れ
に
た
い
し
て
関
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
臼
）
乙
の
点
に
関
し
て
、
自
由
意
思
は
習
慣
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
ト
7

ス
の
議
論
を
参
照
。
拙
著
『
習
慣
の
哲
学
』
第
七
章
「
習
慣
と

自
由
」
。

（
臼
〉
乙
の
点
に
関
し
て
、
拙
著
『
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
』
効
草
書
房
、
昭
回
、
第
三
章
を
参
照
。

二
七


