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小
論
は
、
和
辻
哲
郎
の
主
著
「
倫
理
学
」
（
昭
和
―
二
年
）
の
方
法
を
解
読
し
、
そ
れ
を
さ

ま
ざ
ま
な
研
究
、
実
践
の
方
法
へ
と
展
開
す
る
可
能
性
の
根
本
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ

る。
特
に
和
辻
哲
郎
は
、
「
倫
理
を
単
に
個
人
意
識
の
問
題
と
す
る
近
世
の
誤
謬
か
ら
脱
却
す
る

こ
と
」
(
-
―
頁
）
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
方
法
と
研
究
対
象
、
ま
た
、
研
究
す
る
我
々
自

身
と
方
法
と
は
表
裏
一
体
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。
従
っ
て
、
小
論
で
も
和
辻
哲
郎
が

研
究
対
象
や
我
々
自
身
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
な
ぜ
表
裏
一
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
学
問
や
実
践
の
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
の
か
、
に
つ
い
て
考
察

す
る
。小

論
に
お
け
る
「
倫
理
学
」
の
テ
キ
ス
ト
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
第
十
巻
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
二
年
／
一
九
九

0
年
）
「
倫
理
学
（
上
）
」
を
用
い
、
テ
キ
ス
ト
を
厳
密
に
解
読
す
る

こ
と
を
柱
に
据
え
た
後
に
、
そ
の
展
開
可
能
性
の
根
底
の
み
を
論
じ
る
。
「
倫
理
学
」
の
引
用

に
は
頁
の
み
を
記
す
。
ま
た
、
言
及
す
る
「
風
土
」
の
テ
キ
ス
ト
は
『
和
辻
哲
郎
全
集
第

八
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
／
一
九
八
九
年
）
「
風
土
」
を
用
い
、
引
用
に
は
（
「
風
土
」

0
頁
）
と
記
す
。
同
様
に
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
の
テ
キ
ス
ト
は
『
和
辻
哲
郎
全

集
第
九
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
／
一
九
九

0
年
）
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

を
用
い
、
引
用
に
は
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

0
頁
）
と
記
す
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
傍
点
が
付
し
て
あ
る
も
の
の
引
用
に
お
い
て
は
、

傍
線
に
代
え
て
い
る
。

和
辻
哲
郎

「
倫
理
学
」

の
方
法

荒

木

正

見

小
論
で
は

テ
キ
ス
ト
で
は
ま
ず
「
倫
理
問
題
の
場
所
は
孤
立
的
個
人
の
意
識
に
で
は
な
く
し
て
ま
さ

に
人
と
人
と
の
間
柄
に
あ
る
。
」
（
―
二
頁
）
と
そ
の
立
場
が
述
べ
ら
れ
、
倫
理
、
人
間
な
ど

の
言
莱
上
の
意
味
が
解
読
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
方
法
と
研
究
対
象
と
が
密
接
な
場
合
は
特

に
、
対
象
の
厳
密
な
定
義
が
要
求
さ
れ
る
が
、
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
れ
を
言
莱
の
原
意
を
意
識

し
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
。

ま
ず
、
「
倫
は
「
な
か
ま
」
を
意
味
す
る
。
」
（
―
二
頁
）
と
さ
れ
、
な
か
ま
は
「
一
定
の
人
々

の
関
係
体
系
と
し
て
の
団
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
団
体
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
個
々

の
人
々
」
(
―
二

S
一
三
頁
）
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
「
「
倫
」
は
「
な
か
ま
」
」
を
意
味
す
る

と
と
も
に
ま
た
人
間
存
在
に
お
け
る
一
定
の
行
為
的
連
関
の
仕
方
を
も
意
味
す
る
。
」
(
-
三

頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
倫
」
は
個
々
人
の
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

関
係
の
あ
り
か
た
だ
と
さ
れ
る
。

次
に
、
「
倫
理
を
問
う
こ
と
は
畢
覚
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
、
従
っ
て
人
間
を
問
う
こ
と
」

（
一
四
頁
）
そ
し
て
「
倫
理
学
は
人
間
の
学
で
あ
る
。
」
(
-
四
＼
一
五
頁
）
と
い
う
立
場
の

も
と
で
、
人
間
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
小
論
の
序
で
も
述

べ
た
よ
う
に
、
人
を
孤
立
的
な
個
体
的
存
在
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
共
同
体

的
存
在
と
し
て
見
る
立
場
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
西
洋
思
想
史
上
の
人
間
学
を
五
つ
に
類
型
化
し
て
そ
れ
ら
に
異
議
を
唱
え
る
。

そ
の
第
一
は
「
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
お
け
る
人
の
観
念
。
」
(
-
五
頁
）
だ
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
「
霊
と
肉
の
問
題
を
中
心
と
す
る
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
の
出
発
点
」
(
-
五
頁
）
と
い

う
歴
史
的
価
値
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
第
二
は
「
理
性
あ
る
も
の
と
し
て
の
人
(
h
o
m
o
s
a
p
i
e
n
s
)
」
（
一
五
頁
）
だ
と
さ
れ
、

以
下
の
定
義
が
列
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
（
イ
）
人
は
精
神
す
な
わ
ち
理
性
を
持
っ
て
い
る
。

「
倫
理
学
」
と
い
う
学
問

ー



倫
理
学
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
学
問
と
は
何
か
と
い
う
根
本
か
ら
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
る
。

行
為
す
る
人
間
に
つ
い
て
の
学

（
口
）
こ
の
精
神
は
世
界
を
世
界
と
し
て
形
成
す
る
。
（
ハ
）
精
神
す
な
わ
ち
理
性
は
感
性
を

持
た
ず
し
て
そ
れ
自
身
に
活
動
的
で
あ
る
。
（
二
）
歴
史
的
民
族
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。

（
こ
の
最
後
の
点
の
み
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
。
）
」
（
一
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
第
三
は
「
働
く
も
の
、
技
術
者
と
し
て
の
人
(
h
o
m
o
fa窓
r)
。
」
（
一
五
頁
）
だ
と
さ

れ
、
「
言
語
や
道
具
を
作
り
、
脳
髄
が
特
に
発
達
し
て
い
る
獣
」
(
-
五
頁
）
と
い
う
点
で
他

の
獣
と
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
第
四
は
「
精
神
を
持
つ
が
ゆ
え
に
病
衰
せ
る
人
。
」
(
-
五
頁
）
と
さ
れ
、
「
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
ヘ
の
新
し
い
反
抗
」
(
-
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
第
五
は
「
超
人
。
」
(
-
五
頁
）
と
さ
れ
、
「
人
の
自
己
意
識
を
高
揚
す
る
偉
大
な
人
格

の
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
」
(
-
五
頁
）
だ
と
述
べ
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
哲
学
思
想
史
上
、
ま
た
、
社
会
思
想
史
上
典
型
的
に
現
れ

た
人
の
有
様
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
い
ず
れ
も
人
を
社
会

的
団
体
か
ら
抽
象
し
、
自
立
せ
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
」
(
-
五
頁
）
と
さ
れ
、
共
同
体

か
ら
孤
立
し
た
存
在
ゆ
え
に
そ
れ
ら
は
「
精
神
か
肉
体
か
自
己
か
」
(
-
五
頁
）
と
し
て
取
り

扱
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
史
上
に
現
れ
た
、
人
に
対
す
る
見
方
は
す
べ

て
和
辻
哲
郎
が
採
ろ
う
と
し
て
い
る
視
点
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
と
し
て
の
人
間
を
対
象
に
す
る
倫
理
学
と
、
こ
れ
ま
で
の
倫

理
学
と
の
方
法
論
上
の
差
異
は
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
そ
の
方
向
を
目

指
す
が
、
そ
の
方
法
と
、
人
間
が
行
為
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ

と
を
考
察
す
る
。

そ
の
出
発
点
は
、
「
方
法
の
問
題
に
お
い
て
我
々
が
ま
ず
顧
慮
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
は
、
総
じ
て
学
問
す
な
わ
ち
「
問
う
こ
と
」
が
す
で
に
人
間
の
存
在
に
属
す
る
こ
と
」

（
三
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
学
問
す
な
わ
ち
「
問
う
こ
と
」
は
人
間
の
本
質
的
行

為
そ
の
も
の
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
元
来
「
学
」
と
は
「
ま
ね
ぶ
こ
と
」
「
模

倣
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
た
」
「
す
で
に
為
し
得
る
他
の
人
に
つ
い
て
そ
の
仕
方
を
習
得
す
る

こ
と
」
（
三
一
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
に
述
べ
た
、
人
間
を
「
間
柄
」
、
共
同
存
在
と
し

て
見
る
視
点
と
重
な
る
。

そ
の
こ
と
は
、
意
識
構
造
上
か
ら
「
第
一
に
作
用
、
行
為
で
あ
っ
て
ノ
エ
ー
マ
的
な
知
識

で
は
な
い
。
」
（
三
一
頁
）
と
、
意
識
作
用
の
結
果
生
じ
た
自
覚
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
意
識

作
用
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
、
続
い
て
「
第
二
に
そ
れ
は
他
の
人
と
の
間
に
行

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
孤
立
人
の
観
照
で
は
な
い
。
」
（
三
一
頁
）
と
共
同
性
が
強
調
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
単
に
対
人
的
な
場
面
に
限
定
さ
れ
ず
、
学
問
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ

る
問
う
こ
と
に
常
に
関
係
す
る
「
間
柄
の
表
現
」
（
三
二
頁
）
だ
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
道
具
に

つ
い
て
は
、
「
道
具
に
つ
い
て
何
事
か
が
問
わ
れ
る
。
そ
の
「
こ
と
」
は
問
う
者
と
問
わ
れ
る

者
と
の
間
に
あ
る
。
」
（
三
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。
た
し
か
に
孤
立
的
に
、
あ
る
い
は
素
朴

な
観
念
論
の
殻
の
中
に
い
て
は
、
対
象
と
の
真
の
関
わ
り
は
得
ら
れ
ず
単
に
自
己
中
心
的
な

知
識
を
得
る
に
す
ぎ
な
い
。

か
く
し
て
「
学
問
と
は
探
求
的
な
間
柄
で
あ
る
。
探
求
せ
ら
れ
る
「
こ
と
」
は
人
間
の
間

柄
に
公
共
的
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
問
い
は
根
本
的
に
「
人
間
の
問
い
」
な
の
で
あ
る
。
」
（
三

二
頁
）
と
、
人
間
の
特
性
と
し
て
の
「
問
い
」
と
「
間
柄
」
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
間
柄
」
は
、
倫
理
学
と
い
う
、
人
間
を
テ
ー
マ
に
す
る
学
問
と
い
う
特
性

を
考
え
て
「
問
う
こ
と
と
問
わ
れ
て
い
る
も
の
と
が
―
つ
で
あ
る
」
（
三
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
倫
理
学
と
は
、
人
間
が
自
己
自
身
を
対
象
と
し
、
自
己
自
身
と

の
「
間
柄
」
に
お
い
て
そ
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

2
 



と
こ
ろ
で
、

そ
の
人
間
を
、
特
に
「
間
柄
」
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
、
学
問
知

「
問
い
」
を
越
え
て
、
人
間
の
特
性
の
一
っ
「
行
為
」
へ
と
展
開
す
る
こ

的
探
求
と
し
て
の

と
に
な
る
。

「
個
人
的
意
識
の
分
析
か
ら
倫
理
学
を
取
り
扱
う
す
べ
て
の
立
場
は
、
倫
理
学
が
実
践
的

行
為
的
連
関
と
し
て
の
主
体
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
適
し
な
い
。
」
（
三
六
頁
）
と
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
「
行
為
」
と
い
う
人
間
に
と
っ
て
主
要
な
概
念
に
配
慮
す
れ
ば
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
孤
立
的
な
人
の
定
義
は
、
こ
の
「
倫
理
学
」
で
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
行
為
は
、
個
人
的
意
識
の
種
々
の
作
用
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
自
と
他
と
に
別
る
る
主
体
が
自
他
不
二
に
お
い
て
間
柄
を
形
成
す
る
と
い
う
運
動
そ
の

も
の
」
、
「
行
為
に
は
自
他
の
間
の
実
践
的
連
関
、
実
践
的
了
解
が
初
め
よ
り
含
ま
れ
て
い
る
」

（
三
六

S
三
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
人
間
を
行
為
す
る
も
の
と
し
て

規
定
し
、
行
為
す
る
以
上
常
に
行
為
の
対
象
が
一
体
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
。従

っ
て
こ
こ
か
ら
考
察
の
方
法
の
手
が
か
り
は
、
「
実
践
的
行
為
連
関
そ
の
も
の
か
ら
理
解

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
三
七
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
実
践
的
行
為
連
関
に
考
察
の
軸
を

据
え
る
こ
と
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
践
に
偏
り
す
ぎ
る
と
実
践
の
持
つ
非
学
問
的
な
側
面
に
と
ら
わ
れ
る
惧
れ

が
生
じ
る
。
実
践
は
本
来
「
実
践
的
行
為
連
関
そ
の
も
の
は
た
だ
行
為
す
る
こ
と
に
お
い
て

の
み
あ
ら
わ
に
せ
ら
れ
る
。
」
（
三
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
、
理
論
探
求

で
は
な
く
行
為
す
る
こ
と
の
う
ち
に
実
践
の
姿
が
示
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
学
問
で
は
な
い
。
従
っ
て
「
倫
理
学
は
学
と
し
て
右
の
ご
と
き
実
践
を
一
定
の
「
で

あ
る
こ
と
」
に
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
か
え
れ
ば
主
体
を
あ
く
ま
で
も
主
体
的
に

取
り
扱
い
な
が
ら
し
か
も
そ
れ
を
一
定
の
意
味
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
三
七
頁
）

と
、
実
践
を
理
論
的
に
述
べ
直
す
こ
と
が
学
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
理
論
的
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
理
論
は
あ
く
ま
で
も
意
味
的
対
象
を
取
り
扱
う

の
で
あ
っ
て
、
主
体
を
主
体
と
し
て
直
接
に
把
捉
す
る
と
い
う
ご
と
き
こ
と
を
な
し
得
る
の

で
は
な
い
。
」
（
三
七
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
対
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み

可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

他
方
、
実
践
と
は
総
合
的
な
行
為
で
あ
り
、
総
体
的
に
は
直
観
的
な
性
質
を
有
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
倫
理
学
を
実
践
の
学
と
規
定
す
る
と
、
学
問
が
成
立
し
な
い
と
い
う
危
惧
が

生
ま
れ
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
主
体
部
分
を
理
論
化
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
は
「
実
践
的
行
為
的
な
連
関
そ
の
も
の
の
内
部
に
お
い
て
す

で
に
実
践
的
に
「
わ
け
」
が
わ
か
っ
て
い
る
」
（
三
七
頁
）
と
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
、
わ
け
が
わ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
「
間
柄
」
と
い
う
概
念
で
説

明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

実
践
す
る
時
に
は
、
「
意
識
す
る
前
に
す
で
に
動
い
て
い
る
」
（
三
八
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
我
々
は
直
観
的
に
行
動
す
る
が
、
そ
の
行
動
は
で
た
ら
め
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
の
目

的
と
統
合
性
を
有
す
る
。
そ
れ
を
、
「
一
定
の
間
柄
を
形
成
す
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
」
（
三

八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
間
柄
は
主
体
と
客
体
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
。
「
実
践
的

行
為
的
な
連
関
が
す
で
に
実
践
的
了
解
を
含
む
」
（
三
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
我
々

が
実
践
す
る
時
に
は
、
こ
の
間
柄
に
つ
い
て
の
了
解
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
わ
け
」
が
わ
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
了
解
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な

間
柄
を
形
成
す
る
と
い
う
了
解
に
向
け
て
我
々
は
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
間
柄
と

は
自
と
他
と
に
分
か
れ
つ
つ
し
か
も
か
く
分
か
れ
た
も
の
が
合
一
す
る
こ
と
」
（
三
八
頁
）
と

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
び
つ
く
べ
き
両
端
が
、
間
柄
と
い
う
統
一
を
回
復
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
う
ま
く
行
為
す
る
こ
と
、
上
手
に
実
践
す
る
こ
と
は
、
こ
の
間
柄
と

い
う
統
一
を
得
る
べ
く
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
実
践
的
行
為
連
関
と
し
て
の
間

柄
は
、
統
一
・
分
離
・
結
合
の
連
関
で
あ
る
」
（
三
八
頁
）
と
、
意
味
連
関
を
持
つ
も
の
と
し

て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
実
践
的
了
解
は
動
物
の
本
能
と
は
異
な
り
、
「
意
識
や
言
語
と
し
て

表
現
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
表
現
に
お
い
て
発
展
す
る
と
こ
ろ
の
了
解
」
（
三
八
頁
）
と
述
べ
ら

れ
る
よ
う
に
、
文
化
的
な
表
現
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
理
論
構
築

の
基
盤
を
為
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

す
な
わ
ち
、
「
実
践
的
行
為
的
な
連
関
は
、
実
践
的
な
「
わ
け
」
と
し
て
、
す
で
に
実
践
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
そ
れ
は
言
語
に
よ
っ
て

最
も
精
細
に
「
言
い
表
さ
れ
」
て
い
る
。
」
（
三
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
実
際
の
実
践
の
場
面
で
は
こ
の
よ
う
な
言
語
化
が
進
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
理
論
の
立
場
に
と
っ
て
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
言
語
的
表
現
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
」

（
三
九
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
理
論
化
す
る
際
に
、
言
語
化
し
、
そ
の
言
語
化

し
た
も
の
を
基
に
し
て
理
論
構
築
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
主
体
的
な
る
も
の
は
す

で
に
己
を
客
観
化
し
て
い
る
。
」
（
三
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
践
に
伴
う
直
観
的

な
主
客
統
合
が
破
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
「
理
論
的
反
省
」
（
三

九
頁
）
が
あ
っ
て
こ
そ
、
我
々
は
「
主
体
的
な
る
も
の
を
主
体
的
に
把
捉
し
得
る
」
（
三
九
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
理
論
化
と
は
、
主
体
の
客
観
化
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
客
観
化
さ
れ
た
主

体
に
見
つ
け
る
べ
き
は
様
々
な
「
間
柄
」
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が

「
倫
理
学
」
の
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
着
目
す
べ
き
は
「
人
間
存
在
の
表
現
」
（
四

0
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
主
体
的
現
実
と
し
て
の
人
間
存
在
と
、
そ
の
学
的
把
捉
と
の
間
を
媒
介
す
る
も
の
は
、

す
で
に
実
践
の
領
域
内
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
存
在
の
表
現
で
あ
る
。
」
（
四

0
頁
）
と
述
べ

ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間
相
互
の
「
間
柄
」
は
「
表
現
」
と
い
う
媒
介
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

共
同
体
と
し
て
の
人
間
を
対
象
と
す
る
倫
理
学
に
於
い
て
こ
そ
、
「
表
現
」
は
他
の
方
法
に
も

増
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

し
か
も
そ
の
テ
ー
マ
が
「
間
柄
」
で
あ
る
以
上
、
表
現
の
内
容
も
「
間
柄
」
で
あ
る
。
「
表

現
は
間
柄
の
表
現
で
あ
る
が
ゆ
え
に
す
で
に
そ
の
了
解
を
含
ん
で
い
る
。
」
（
四

0
頁
）
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
間
柄
の
表
現
は
、
実
践
の
前
提
と
な
る
了
解
で
も
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
こ
の
よ
う
な
表
現
と
了
解
と
を
通
路
と
し
て
の
み
倫
理
学
は
主
体
的
現
実
を

把
捉
し
得
る
。
」
（
四
O
S四
一
頁
）
と
、
表
現
や
了
解
が
倫
理
学
の
方
法
に
お
い
て
必
然
的

な
媒
体
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
表
現
と
は
い
か
な
る
対
象
を
指
す
の
か
。
そ
れ
は
と
か
く
考
え
ら
れ
勝
ち
な

高
踏
的
対
象
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
「
我
々
が
田
閤
出
固
と
呼
ん
で
い
る
も
の
」
（
四
三

頁
）
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
対
象
だ
と
さ
れ
る
。
我
々
の
実
践
に
お
い
て
は
す
べ
て
了
解
を
前

提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
践
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
対
象
が
考
察

の
対
象
に
な
り
得
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
お
け
る
倫
理
学
は
「
密
接
に
割
其
口

即
す
る
」
（
四
三
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

以
上
述
べ
ら
れ
て
き
た
倫
理
学
の
方
法
は
、
端
的
に
次
の
よ
う
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
（
四

三
頁
）
。

第
一
に
「
倫
理
学
は
人
間
の
問
い
と
し
て
問
う
人
間
自
身
に
帰
る
。
」

第
二
に
「
そ
れ
は
王
体
的
人
間
を
主
体
的
に
把
捉
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
」

第
三
に
「
学
の
対
象
は
意
味
的
連
関
で
あ
る
。
」

第
四
に
「
主
体
的
把
捉
は
、
主
体
的
人
間
を
意
味
的
連
関
に
転
換
す
る
溶
炉
、
す
な
わ
ち

「
人
間
存
在
の
表
現
」
を
媒
介
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

も
ち
ろ
ん
、
以
上
四
つ
の
方
法
の
す
べ
て
に
、
「
間
柄
」
概
念
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
考
察
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
の
は
倫
理
学
と
い
う
学
問
の
範
疇
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
が
実
践
を
意
識
し
た
倫
理
学
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
へ
と
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
和
辻
哲
郎
自
身
も
「
風
士
」
「
古
寺
巡
礼
」

な
ど
、
一
見
倫
理
学
と
は
無
関
係
な
著
述
に
お
い
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
間
柄
」
概
念

や
、
そ
の
構
造
が
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

4
 



「
風
土
」
の
方
法

暑
は
す
で
に
和
辻
哲
郎
「
風
土
」
（
昭
和
十
年
、
昭
和
一
八
年
改
定
）
の
学
問
的
方
法
に

つ
い
て
考
察
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
前
節
の
考
察
の
一
例
と
し
て
、
簡
潔
に
そ
の
方
法
を
述

べ
る
。「

倫
理
学
」
の
四
つ
の
方
法
と
対
比
的
に
述
べ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
風
土
と
は
「
あ
る
土
地
の
気
候
、
地
質
、
地
味
、
地
形
、
景
観
な
ど
の
総
称
」
（
「
風

土
」
七
頁
）
と
一
般
的
な
定
義
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
以
下
、
「
倫
理
学
」
の
方
法
と
類
比
的
に
、

独
自
の
考
察
方
法
が
展
開
さ
れ
る
。

第
一
の
「
人
間
の
問
い
と
し
て
問
う
人
間
自
身
に
帰
る
」
点
に
関
し
て
は
、
「
間
柄
」
を
軸

に
考
察
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
考
察
対
象
は
「
風
土
」
で
あ
り
、
「
倫
理
学
」
が
直

接
人
間
を
考
察
対
象
と
す
る
の
と
は
異
な
る
が
、
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
「
我
々
は
「
風
土
」

に
お
い
て
我
々
自
身
を
、
間
柄
と
し
て
の
我
々
自
身
を
、
見
い
だ
す
」
（
「
風
土
」
―
―
頁
）

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
尽
き
る
よ
う
に
、
例
え
「
風
土
」
を
対
象
と
し
て
も
、
「
人
間
自
身
に

帰
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
二
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
第
一
点
は
、
例
え

ば
寒
さ
を
例
に
挙
げ
て
、
ま
ず
、
「
寒
さ
が
初
め
て
見
い
だ
さ
れ
る
と
き
に
我
々
自
身
は
す
で

に
寒
さ
の
う
ち
へ
出
て
い
る
」
（
「
風
土
」
一

0
頁
）
と
、
外
界
と
し
て
感
じ
る
対
象
も
感
じ

る
自
分
を
そ
こ
に
認
識
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
は
す
で
に
外
に
、
す
な
わ

ち
寒
さ
の
う
ち
へ
、
出
て
い
る
己
れ
を
見
る
」
（
「
風
土
」
一

0
頁
）
と
い
う
我
々
と
外
界
と

の
間
柄
の
関
係
に
よ
る
外
界
の
現
象
の
認
識
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
第
二
点
は
「
痴
叫
ば

同
じ
寒
さ
を
共
同
に
感
ず
る
。
」
（
「
風
土
」
一

0
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
な
共
通
感
覚
の
問
題
で

あ
る
。
寒
さ
が
寒
さ
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
寒
さ
に
関
す
る
言
莱
を
「
日
常
の
挨

劉
（
「
風
土
」
一

0
頁
）
に
用
い
て
い
る
よ
う
な
他
者
と
の
間
柄
に
支
え
ら
れ
た
共
通
感
覚

が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
「
「
外
に
出
る
」
と
い
う
構
造
も
、
寒
気
と
い
う

ご
と
き
「
も
の
」
の
中
に
出
る
よ
り
も
先
に
、
す
で
に
他
の
我
れ
の
中
に
出
る
と
い
う
こ
と
」

（
「
風
土
」
一

0
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
者
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と
い
う
構
造
が
成
立

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
「
主
体
的
人
間
を
主
体
的
に
把
捉
」
す
る
点
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
考
察
対

象
と
し
て
の
「
風
土
」
の
諸
現
象
や
共
通
感
覚
を
持
つ
他
者
に
我
々
は
自
己
を
外
に
出
し
、

そ
こ
で
自
己
を
見
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
間
柄
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
れ
ば
、
主
体
は
あ
く
ま
で
我
々
自
身
で
あ
る
。
「
倫
理
学
」
は
「
主
体
的
人
間
」
を
こ
そ

把
握
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
対
象
が
「
風
土
」
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ

て
き
た
よ
う
な
「
間
柄
」
を
前
提
に
す
る
以
上
、
「
主
体
的
」
に
把
握
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ

る。
第
三
の
「
学
の
対
象
は
意
味
的
連
関
」
と
は
、
根
本
か
ら
論
理
的
、
普
遍
的
に
展
開
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
根
本
か
ら
と
は
、
「
存
在
論
的
究
明
は
、
風
土
の
型
が
人
間
の
自
己
了
解

闘
で
あ
る
」
（
「
風
土
」
ニ
ニ
頁
）
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

存
在
論
的
根
拠
に
基
づ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
も
、
そ
の
根
本
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、

「
人
間
存
在
の
風
土
的
規
定
は
、
人
間
の
歴
史
的
・
風
土
的
構
造
一
般
の
問
題
」
（
「
風
土
」

ニ
ニ
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
普
遍
的
に
必
然
的
展
開
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る。第
四
の
「
主
体
的
把
捉
は
、
「
人
間
存
在
の
表
現
」
を
媒
介
」
に
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
・
風

土
的
現
象
が
「
人
間
の
自
覚
的
存
在
の
表
現
で
あ
る
」
（
「
風
土
」
ニ
ニ
頁
）
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
表
現
は
「
風
土
の
類
型
は
同
時
に
歴
史
の
類
型
」

（
「
風
土
」
二
三
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
考
察
は
歴
史
的
分
析
を
必
至
と
す
る
。
こ
れ
が
ま

た
、
論
理
的
必
然
性
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
倫
理
学
」
の
方
法
も
「
風
土
」
の
方
法
も
深
く
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
と
い
え
る
。
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四

方
法
の
意
義

で
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
坂
部
恵
『
和
辻
哲
郎
異
文
化
共
生
の
形
』
（
岩
波
書
店
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二

0

0
0年
1
1
原
著
は
一
九
八
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
西
田
幾
多
郎
の
「
無
の
場
所
」
や
「
超
越
的

述
語
面
」
の
思
考
に
徹
し
て
確
立
し
た
比
喩
や
彫
像
の
転
形
（
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
）
の
論

理
や
、
三
木
清
の
構
想
力
の
論
理
に
比
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
境
地
に
自
覚
的
に
徹
す
る
こ
と

に
お
い
て
欠
け
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
、
和
辻
哲
郎
の
発
想
の
う
ち
に
潜
在
的
に
含
ま
れ

て
い
る
一
種
の
宇
宙
的
共
感
へ
の
傾
き
が
あ
る
と
し
て
い
る
（
『
和
辻
哲
郎
異
文
化
共
生
の

形
』
七
四
頁
）
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
指
摘
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
西
田
幾
多

郎
の
「
場
所
」
を
「
無
」
と
捉
え
る
境
位
は
、
唯
一
、
絶
対
、
無
限
な
存
在
と
し
て
の
場
所

を
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
我
々
の
有
限
な
認
識
能
力
か
ら
は
「
無
」
と
し
か
捉
え
ら
れ
な
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
」
は
徹
頭
徹
尾
主
客
対
立
を
廃
す
る
存
在
で

あ
る
が
、
発
想
の
原
点
が
主
観
に
あ
れ
ば
、
そ
の
場
所
と
対
峙
す
る
我
々
の
生
き
方
や
表
現

を
自
覚
的
に
探
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
構
図
的
に
主
客
対
立
が
き
わ
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
自
覚
が
、
行
為
や
表
現
の
鋭
さ
を
生
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
間
柄
」
に
根
拠
を
置
く
と
、
主
体
の
、
鋭
い
自
覚
的
生
き
方
が
緩
み
、

自
己
を
他
に
見
る
と
い
う
共
鳴
的
な
生
き
方
に
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
湯
浅
泰
雄
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
（
ち
く
ま
書
房
、
ち
く

ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
年
1
1
原
著
は
一
九
八
一
年
）
で
は
、
「
和
辻
倫
理
学
で
は
、
基
本
的

に
は
間
柄
、
つ
ま
り
全
体
性
の
方
が
個
人
よ
り
も
優
位
に
立
っ
て
い
る
。
」
（
『
和
辻
哲
郎
近

代
日
本
哲
学
の
運
命
』
三
三
四
頁
）
と
構
造
的
に
述
べ
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
は
「
経
験
的
に
み
る
場
合
、
一
定
の
間
柄
と
い
う
も
の
は
常
に

歴
史
性
を
お
び
て
い
る
」
（
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
三
三
四
頁
）
と
、
第
二

に
は
和
辻
哲
郎
が
「
西
洋
の
近
代
思
想
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
個
人
的
自
我
意
識
の
立
場

が
、
理
論
的
に
不
十
分
」
（
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
三
三
五
頁
）
と
考
え
て

い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
全
体
性
の

優
位
」
が
、
方
法
論
的
に
矛
盾
を
内
包
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
「
了
解
」

と
い
う
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
和
辻
で
は
個
人
的
主
体
の
立
場
が
全
く

切
り
す
て
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「
了
解
」
と
い
う
彼
の
方
法
そ
の
も
の
の
妥
当
性
を
保
証
す
る

現
実
的
体
験
の
場
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」
（
『
和
辻
哲
郎

近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
三
五

0
頁
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
の
「
倫
理
学
」
で
は

「
間
柄
」
を
傍
観
者
的
に
捉
え
た
「
全
体
」
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
の
で
、
個
人
的
体
験

や
実
践
に
伴
う
「
了
解
」
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
た
し
か
に
的
を
射
て
い
る
と
も
言
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
を

省
み
れ
ば
、
「
学
の
対
象
は
意
味
的
連
関
」
と
し
た
学
問
的
論
理
の
探
求
に
も
そ
の
一
端
は
あ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
間
柄
」
に
浸
っ
て
、
直
観
的
な
了
解
に
徹
す
る
こ
と
が
学

問
と
し
て
ど
の
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
を
描
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
こ
と
を
考
え
た
結
果
、

伝
統
的
な
普
遍
的
、
論
理
的
な
記
述
に
徹
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
方
法
論
の
概
略
か
ら
言
え
る
事
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
学
問
と
し
て
む
し
ろ
普
通
の
方
法

で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
の
指
摘
に
沿
っ
て
、
「
間
柄
」
の
我

ー
汝
関
係
に
自
ら
を
置
き
つ
つ
、
日
常
的
な
「
了
解
」
を
学
問
の
基
盤
と
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
既
述
の
よ
う
な
矛
盾
は
生
じ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
に
は
逆
に
学
問
の
普
遍
性

は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
質
問
が
和
辻
哲
郎
の
側
か
ら
飛
び
出
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
た
り
の
難
点
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
論
文
が
、
片
山
洋
之
介
「
日
常
性
と
倫
理
学
」
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（
佐
藤
康
邦
•
清
水
正
之
•
田
中
久
文
共
編
『
甦
る
和
辻
哲
郎
人
文
科
学
の
再
生
に
向
け

て
』
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
、
一
九
九
九
年
、
四
S
二
九
頁
）
で
あ
る
。

「
日
常
性
と
倫
理
学
」
で
は
、
「
問
う
も
の
と
間
わ
れ
る
も
の
が
同
一
で
あ
る
以
上
、
学
は

日
常
生
活
を
地
盤
と
す
る
。
し
か
し
学
は
日
常
生
活
か
ら
離
脱
し
て
そ
の
真
相
・
意
味
を
把

握
す
る
。
」
「
そ
の
方
法
は
日
常
性
と
学
問
と
の
循
環
に
つ
き
あ
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
」
（
『
甦

る
和
辻
哲
郎
人
文
科
学
の
再
生
に
向
け
て
』
一
六
頁
）
と
、
そ
の
問
題
点
が
端
的
に
指
摘

さ
れ
る
。

そ
し
て
同
論
文
で
は
、
和
辻
哲
郎
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
（
昭
和
九
年
）
に
よ
っ

て
、
和
辻
哲
郎
自
身
が
そ
の
解
決
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
か
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。

結
論
的
に
言
え
ば
そ
れ
は
循
環
も
し
く
は
繰
り
返
し
の
試
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論
に
重
ね
て
、

「
解
釈
学
的
方
法
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
方
法
そ
れ
自
体
は
、
「
倫
理
学
」
と
同
じ
方

法
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
。

ま
ず
そ
の
長
所
は
「
常
に
与
え
ら
れ
た
人
間
存
在
の
剥
剖
か
ら
出
発
し
得
る
」
（
「
人
間
の

学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
七
五
頁
）
と
さ
れ
、
そ
れ
は
「
日
常
的
表
現
の
了
解
に
お
い
て
意

味
的
連
関
に
化
せ
ら
れ
た
こ
と
の
自
覚
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
七
五
頁
）
だ

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
解
釈
の
対
象
は
日
常
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

日
常
の
表
現
で
あ
る
。
日
常
と
は
、
例
え
そ
の
一
片
を
取
上
げ
た
と
し
て
も
全
生
活
そ
の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
表
現
と
は
、
本
来
意
味
的
連
関
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
日
常
の
表
現

を
、
意
味
的
連
関
に
従
っ
て
論
理
的
に
捉
え
る
の
が
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
「
人

間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
に
よ
れ
ば
、
従
っ
て
こ
の
方
法
は
、
「
現
実
か
ら
の
遊
離
、
理
論

の
世
界
へ
の
籠
城
を
ふ
せ
ぎ
得
る
と
と
も
に
、
ま
た
生
を
生
の
ま
ま
に
把
捉
す
る
と
い
う
ご

と
き
、
理
論
的
立
場
の
廃
棄
を
も
ふ
せ
ぎ
得
る
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
七
六

頁
）
と
、
理
論
と
現
実
そ
の
ま
ま
に
把
捉
す
る
と
い
う
こ
と
の
双
方
を
両
立
し
う
る
方
法
だ

と
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
倫
理
学
で
あ
る
以
上
、
そ
の
主
題
は
「
間
柄
」
と
し
て
の
「
人
間
存
在
」
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
で
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の

現
象
学
的
方
法
か
ら
多
く
を
援
用
す
る
が
、
そ
こ
か
ら
得
る
べ
き
方
法
の
鍵
は
「
「
有
る
物
」

を
「
表
現
」
に
、
「
有
」
を
「
人
間
存
在
」
に
転
ず
る
こ
と
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」

一
八
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
有
る
物
」
と
は
、
認
識
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
で

纏
め
ら
れ
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
方
法
の
第
一
段
階
は
「
現
象
学
的
還
元
」
（
「
人
間

の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
三
頁
）
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

哲
学
の
主
題
と
し
て
「
存
在
」

1
1

「
有
」
と
は
何
か
、
が
問
わ
れ
る
が
、
「
有
」
は
当
面
「
現

象
」
で
あ
り
、
「
有
る
物
」
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
注
視
す
る
こ
と
で
「
有
」
を
際
立

た
せ
、
「
有
」
の
認
識
へ
と
戻
す
こ
と
が
「
有
」
の
把
捉
で
あ
る
。
こ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な

り
の
現
象
学
的
還
元
だ
と
さ
れ
る
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
三
頁
）
。

「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
の
方
法
で
は
、
こ
の
「
有
る
物
」
を
「
表
現
」
に
、
「
有
」

を
「
人
間
存
在
」
に
置
き
換
え
て
考
察
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
方
法
の
第
二
段
階
は
、
「
現
象
学
的
構
成
」
（
「
人
間
の
学
と
し

て
の
倫
理
学
」
一
八
三
頁
）
だ
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
「
有
る
物
」
を
そ
の
「
有
」
及
び
「
有

の
構
造
」
の
方
へ
離
脱
せ
し
め
る
こ
と
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
三
頁
）
と

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
有
る
物
」
が
「
有
」
の
構
造
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
の
方
法
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
「
有
る
物
」
は
「
表
現
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
表
現
」
は
「
す
で
に
日
常
的
に
打
鯛
」

（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
四
頁
）
さ
れ
、
し
か
も
日
常
当
た
り
前
の
こ
と
と
し

て
「
実
践
的
行
為
的
連
関
の
契
機
と
し
て
、
理
論
的
に
無
自
覚
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫

理
学
」
一
八
四
頁
）
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
自
覚
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
が
、
結

局
の
と
こ
ろ
そ
れ
は
、
常
に
無
自
覚
の
領
域
を
残
す
た
め
に
、
繰
り
返
し
遂
行
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。
そ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
、
「
人
間
存
在
の
動
的
構
造
が
自
覚
せ
ら
れ
た
意
味
連

関
に
な
る
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
自

覚
的
な
存
在
構
造
が
明
ら
か
に
な
り
、
「
人
間
存
在
」
の
あ
り
方
が
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
方
法
の
第
三
段
階
は
、
「
現
象
学
的
破
壊
」
（
「
人
間
の
学
と
し

て
の
倫
理
学
」
一
八
四
頁
）
で
あ
る
。
こ
の
「
破
壊
」
と
い
う
の
は
、
「
ど
う
し
て
も
用
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
伝
承
的
概
念
を
、
そ
の
作
ら
れ
た
源
泉
に
返
し
、
批
判
的
に
掘
り
起
こ
す

こ
と
」
「
伝
統
の
発
掘
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
四
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う

に
、
単
に
壊
す
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
旦
認
識
さ
れ
た
「
人
間
存
在
」
の
あ
り
か

た
に
関
す
る
そ
の
認
識
を
壊
し
、
よ
り
本
質
的
な
認
識
へ
と
深
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、

す
べ
て
の
認
識
に
浸
透
し
て
い
る
歴
史
的
背
景
、
す
な
わ
ち
「
伝
承
」
を
掘
り
起
こ
し
て
そ

の
源
泉
に
迫
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
哲
学
的
認
識
は
本
質
的
に
は
歴
史
的
認
識
」
（
「
人
間

の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
四
頁
）
と
ま
で
断
言
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
歴
史
経
緯
や
伝
統
を
根
拠
に
し
て
い
く
方
法
は
、
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

先
立
つ
フ
ッ
サ
ー
ル
が
同
様
に
「
生
活
世
界

(Lebenswelt)
」
を
考
察
の
出
発
点
と
し
て

「
純
粋
な
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
方
法
的
に
把
握
す
る
こ
と
の
出
来
る
本
質
類
型
」

(
E
d
m
g
d
 Husserl, 
Die Krisis der Europiiischen 
Wissenshaften und die 

n
a
n
s器
'11dentale
Phiinomenologie, M
且
inus
Nijihoff, 1
9
7
6
,
 S
.
1
7
6
)

に
迫
る
方

法
と
す
る
よ
う
な
、
現
象
の
奥
、
す
な
わ
ち
識
閾
下
に
潜
在
し
て
い
る
本
質
類
型
に
迫
る
方

法
を
、
歴
史
の
洗
練
性
に
委
ね
る
と
い
う
形
で
よ
り
具
体
的
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
と

も
言
え
る
。

さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
和
辻
哲
郎
の
解
釈
学
的
方
法
は
、
「
表
現
」
に
こ
だ
わ
る

点
で
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
方
法
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
が
、
「
表
現
を
媒
介
と
す
る

現
象
学
的
方
法
」
（
「
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
」
一
八
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

以
上
述
べ
て
き
た
方
法
の
展
開
は
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
方
法
は
「
伝
統
の
発
掘
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
ま
た
伝
統
の
持
つ
、

五
洗
練
さ
れ
た
真
理
へ
と
繰
り
返
し
迫
る
点
で
循
環
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
背
後
に
は
、
構
成

に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
指
向
性
へ
の
信
頼
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

方
法
の
展
開

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
、
と
り
わ
け
、
「
表
現
」
を
媒
介
と
す
る
「
還
元
」
「
構
成
」

「
破
壊
」
と
い
う
方
法
は
、
「
風
土
」
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
の
領
域
や
実
践

に
効
力
を
発
揮
す
る
と
い
え
る
。
否
、
む
し
ろ
す
で
に
多
く
の
領
域
で
、
意
識
す
る
と
し
な

い
と
に
関
わ
ら
ず
、
実
行
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

管
が
関
与
し
て
い
る
ほ
ん
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
風
土
」
と
も
関
連
し
て
、
地
域
振
興

の
取
り
組
み
が
あ
る
。
ど
の
地
域
に
せ
よ
、
行
政
や
、
そ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
と
し
て
の

委
託
業
務
や
、
地
域
起
こ
し
な
ど
、
表
面
上
は
具
体
的
実
践
を
目
的
と
し
て
問
題
提
起
が
為

さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
実
践
に
関
与
す
る
こ
と
も
多
い
が
、
や
は
り
筆
者
は
、
研
究
者
と
し

て
、
地
域
の
本
質
を
探
り
、
そ
の
本
質
に
基
づ
い
て
具
体
的
実
践
に
関
す
る
諸
提
案
を
行
う
。

筆
者
は
、
ま
ず
そ
の
地
域
の
ラ
ン
ダ
ム
な
特
徴
的
な
事
柄
に
注
目
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

そ
の
事
柄
か
ら
、
始
め
に
は
個
人
的
印
象
の
普
遍
的
根
拠
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
時
点
で

還
元
が
為
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
「
間
柄
」
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
事
柄
に
関
係
す
る
も
ろ
も
ろ
の
事
柄
を
調
査
し

連
関
さ
せ
、
「
構
成
」
の
構
造
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
当
の
事
柄
の
本
質
を
導
こ
う
と
す
る
。

さ
ら
に
究
極
的
に
は
、
歴
史
分
析
か
ら
そ
の
地
域
の
本
質
を
洗
い
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の

場
合
、
歴
史
的
事
実
に
対
し
て
、
ま
ず
、
西
田
幾
多
郎
の
場
所
論
か
ら
導
か
れ
た
、
「
場
所
の

自
己
限
定
性
」
と
「
個
に
よ
る
場
所
の
限
定
」
と
の
相
互
限
定
の
軌
跡
が
歴
史
で
あ
る
と
い

う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
（
参
照
：
拙
項
目
執
筆
「
場
所
」
[
現
代
思
想
『
中
村
元
監
修
ヽ
峰
島
旭

雄
責
任
編
集
『
比
較
思
想
事
典
』
東
京
書
籍
、
二

0
0
0年
、
四
―
二
＼
四
一
三
頁
）
を
自
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『
和
辻
哲
郎
全
集

『
和
辻
哲
郎
全
集

『
和
辻
哲
郎
全
集

し
て
の
倫
理
学
」

坂
部
恵
『
和
辻
哲
郎

原
著
は
一
九
八
六
年
）

湯
浅
泰
雄
『
和
辻
哲
郎
近
代
日
本
哲
学
の
運
命
』
（
ち
く
ま
書
房
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一

九
九
五
年
1
1
原
著
は
一
九
八
一
年
）

片
山
洋
之
介
「
日
常
性
と
倫
理
学
」
（
佐
藤
康
邦
•
清
水
正
之
•
田
中
久
文
共
編
『
甦
る
和
辻

哲
郎
人
文
科
学
の
再
生
に
向
け
て
』
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
、
一
九
九
九
年
）

第
十
巻
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
二
年
／
一
九
九

0
年
）
「
倫
理
学
（
上
）
」

第
八
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
／
一
九
八
九
年
）
「
風
土
」

第
九
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
／
一
九
九

0
年
）
「
人
間
の
学
と

直
接
引
用
し
た
資
料

覚
し
て
分
析
し
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
方
向
性
に
本
質
を
探
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
先
の
「
破
壊
」
の
よ
う
に
、
こ
の
考
察
の
流
れ
を
何
度
も
繰
り
返
し
、
探
求

を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
現
実
的
に
は
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
地
域
の
本
質
に
従
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
提

言
と
実
践
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
筆
者
は
、

M
市
の
将
来
計
画
策
定
や
、
市
民
憲
章

起
草
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
応
用
し
た
。

こ
れ
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
ほ
か
に
も
上
記
方
法
論
を
応
用
す
る
可
能
性
は
大
き
い
と

思
わ
れ
る
し
、
筆
者
な
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
で
そ
れ
を
展
開
し
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係

で
割
愛
す
る
。

今
後
も
、
理
論
は
試
み
の
中
で
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
試
み
を
公
表
し
続

け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

異
文
化
共
生
の
形
』
（
岩
波
書
店
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二

0
0
0年
1
1

E
d
m
u
n
d
 Husserl, 
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der Europiiischen 
Wissenshaften 
u
n
d
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拙
項
目
執
筆
「
場
所
」
[
現
代
思
想
]
（
中
村
元
監
修
ヽ
峰
島
旭
雄
責
任
編
集
『
比
較
思
想
事

典
』
東
京
書
籍
、
二

0
0
0年
、
四
―
二
＼
四
一
三
頁
）

[A study about the M
e
t
h
o
d
 of W
A
T
S
U
J
I
'
T
h窃
urou's

ethical thinking] 

[
A
R
A
K
I
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a
s
a
m
i
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文
京
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比
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想
]
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