
自

然

?恵

的

序

と

人

為

ヒ
ュ
!
ム
が
道
徳
問
題
を
扱
っ
た
吋
人
性
論
』
第
三
巻
の
論
述
が
麗
め
て

錯
綜
と
し
て
お
り
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
一
つ
の
筋
道
を
見
出
す
こ

と
は
国
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
一
読
し
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら

ば
、
お
そ
ら
く
は
誰
し
も
、
が
抱
く
印
象
で
あ
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に

は
前
後
に
相
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
言
説
も
散
見
す
る
。
例
え

ば
、
「
利
己
心
」
の
役
割
は
、
一
度
肯
定
さ
れ
た
か
と
患
え
ば
ま
た
否
定
さ

れ
、
果
た
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ

l
ム
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は

つ
か
み
に
く
い
。
彼
の
道
徳
論
の
理
解
を
閤
難
に
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
大

き
な
原
因
は
、
『
道
徳
原
理
探
究
』
(
以
下
吋
探
究
』
と
略
)
と
い
う
著
作
の

存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
、
吋
人
性
論
』
の
単
な
る
書
き
直
し
ゃ
要
約

な
ど
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
吋
人
性
論
』
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
そ
の

表
向
き
の
パ
ッ
ク
ボ

i
ン
を
形
成
し
て
い
た
「
自
然
」
と
「
人
為
」
と
い
う

区
別
が
、
表
面
か
ら
は
ほ
ぼ
完
全
に
姿
を
消
し
て
お
り
、
章
立
て
そ
の
も
の

自ヲ

徳

久

一ーーーー~

保

田

顕

が
根
本
的
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
共
感
」
の
性
格
づ
け
等
、
見
解

の
個
々
の
点
に
関
し
て
も
『
人
性
論
』
と
の
相
違
を
指
摘
す
る
声
が
多
い
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
変
更
の
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
は
、
や
は
り
不
明
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
自
然
」
「
人
為
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
て
、
こ
う
し

た
疑
問
に
答
え
る
た
め
の
一
助
を
提
供
し
た
い
と
患
う
。
以
下
、
ま
ず
、
ヒ

ュ
l
ム
の
道
徳
論
が
取
り
上
げ
て
い
る
問
題
を
幾
っ
か
に
区
分
し
(
二
、

次
い
で
、
吋
人
世
論
』
に
お
け
る
正
義
論
の
議
論
の
構
造
解
明
を
試
み
た
上

で
(
一
一
)
、
自
然
と
人
為
と
い
う
概
念
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
踏

ま
え
て
、
『
探
究
』
に
お
け
る
書
き
替
え
の
理
出
を
探
っ
て
み
た
い
(
一
一
一
)
。

ヒ

ュ

i
ム
の
道
徳
論
に
お
け
る
三
つ
の
テ

l

マ

ヒ
ュ

l
ム
が
そ
の
道
徳
論
に
お
い
て
扱
っ
て
い
る
テ
!
?
は
決
し
て
単
一

で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
三
つ
の
中
心
テ
!
?
を
区
別
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
第
一
は
、
道
徳
心
理
学
と
も
称
す
べ
き
も
の
、
換
言
す
れ
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ば
、
あ
る
対
象
が
徳
で
あ
る
か
悪
徳
で
あ
る
か
の
判
断
l

l
周
知
の
よ
う

に
、
彼
は
こ
れ
を
「
道
徳
的
区
別

(
5
2巴
丘
ω
江口

2
z
sこ
と
呼
ぶ
|
i
l
の

心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
こ
で
表

明
す
る
立
場
は
、
そ
う
し
た
判
断
は
評
価
者
(
観
察
者
)
が
内
的
に
感
じ
る

快
@
苦
の
気
持
ち
(
宮
内
込
山
口
問
)
に
由
来
す
る
と
す
る
「
道
徳
感
情
論

(
5
8ミ

え

5
2己
完
ロ
江
田

2
5」
の
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
i
、

ハ
チ
ソ
ン
の
道
徳
感
覚
論
に
発
し
、
現
代
の
情
緒
説
へ
と
流
れ
る
伝
統
に
立

っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
テ
i
マ
は
、
徳
の
分
類
基
準
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
様
々
な
徳

を
、
単
純
で
か
つ
包
括
的
な
分
類
原
理
の
下
に
分
類
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

の
た
め
の
基
準
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
更
に
、
そ
う
し
て
分
類
さ
れ

た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
項
の
内
部
で
個
々
の
徳
を
「
性
格
描
写
」
す
る
こ
と
で

あ
り
、
彼
の
倫
理
学
の
「
徳
の
倫
理
学
」
と
し
て
の
特
徴
は
、
こ
の
際
の
徳
の

列
挙
、
描
写
の
仕
方
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
)
彼
は
こ
こ

で
は
、
あ
る
性
質
が
有
用

(50EC
で
あ
る
か
寵
接
快
適
合
同
凶
器
包
宮
古
ぞ

州諸一

58σ
目
立
で
あ
る
か
と
い
う
二
分
法
を
、
そ
れ
が
他
人
に
と
っ
て

(Z

2
Z
Z
)
そ
う
で
あ
る
の
か
、
性
質
の
所
有
者
本
人
に
と
っ
て
(
件
。
。

5-

8
言。
ω)
そ
う
で
あ
る
の
か
と
い
う
二
パ
刀
法
と
交
叉
さ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
徳
を
、

「
他
人
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
」
、
「
本
人
に
と
っ
て
有
用
な
も
の
」
、
「
他
人

に
と
っ
て
直
接
快
適
な
も
の
」
、
「
本
人
に
と
っ
て
直
接
快
適
な
も
の
」
の
四

つ
に
大
別
す
る
。
彼
の
道
徳
論
が
し
ば
し
ば
、
功
利
主
義
の
先
駆
的
業
績
と

し
て
、
古
典
的
功
利
主
義
と
の
繋
が
り
の
上
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
主
と

し
て
、
彼
が
こ
こ
で
「
有
用
性

(czzqこ
と
い
う
徳
の
基
準
を
示
し
て
い

る
こ
と
に
由
来
す
る
。
(
尤
も
、
こ
の
概
念
の
導
入
の
順
序
か
ら
言
え
ば
、

こ
れ
が
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
、
次
に
述
べ
る
「
起
源
の
問
題
」
に
お
い
て

で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
れ
が
単
に
記
述
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
、
規
範
的
な
含
意
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
ヒ
ュ
i

ム
解
釈
上
大
い
に
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
。
)
な
お
、
こ
の
二
つ
の
テ
i
マ

の
関
係
は
、
前
者
が
徳
の
主
観
的
側
面
の
考
察
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

が
そ
の
客
観
的
側
面
の
考
察
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
う
こ
と
が
で
き

る。
右
記
二
つ
を
徳
の
根
拠

(mgg丘
ω)

の
問
題
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と

す
れ
ば
、
第
三
の
テ

l

マ
は
、
徳
の
発
生
(
問

g
g
Z
)
な
い
し
は
起
源

(。ユ
m
Z
)
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
特
に
「
人
為
的
徳
」

の
考
察
に
お
い
て
不
可
欠
と
な
る
テ
1
マ
で
あ
る
。
ヒ
ュ
!
ム
の
場
合
、

「
徳
」
と
呼
ば
れ
る
対
象
は
、
一
般
に
、
「
情
念
」
、
心
の
「
性
質
」
、
「
性
格
」
、

「
行
為
」
(
規
則
や
、
規
則
に
従
う
行
為
を
も
含
め
て
て
等
で
あ
る
が
、
彼
に
よ

れ
ば
よ
の
る
一
群
の
徳
|
|
例
え
ば
、
仁
愛

S
8
2♀
3
8
)
、
友
情
、
親
の

子
に
対
す
る
情
愛
、
等
1
1
1
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
、
人
間
本
性
に
備
わ
る

本
能
的
な
諸
原
理
か
ら
直
接
導
か
れ
る
こ
と
が
自
明
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ

の
起
源
を
殊
更
解
明
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
徳
の
中
に
は
、
そ
う
い
っ
た
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
そ
う
し
た
意
味
で

の
起
源
が
容
易
に
は
見
つ
か
ら
な
い
も
の
が
幾
っ
か
i
ー
ー
例
え
ば
、
正
義

(
y
a
B
)、
統
治
者
へ
の
忠
誠
(
巳

5
1
2
2
)、
貞
操
合
同
凶
器
昨
日
々
)
、
等

1

1

存
在
す
る
。
彼
は
こ
れ
を
、
前
者
の
「
自
然
的
徳

(
g
g包
号
go乏

か
ら
は
区
別
し
て
「
人
為
的
徳
(
知
江
戸
出
己
包
己
ユ

gω)」
と
呼
び
、
そ
し
て
、

そ
れ
が
如
何
な
る
原
理
か
ら
、
如
何
な
る
経
違
と
曲
折
と
を
経
て
生
ず
る
の

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
テ

i
マ
区
分
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
ヒ
ュ

i
ム
の

道
徳
論
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ
の
暫
定
的
な
目
安
と
し
て
は
、
差
し
当
り

次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ヒ
ュ

i
ム
道
徳
論
の
、
特
に
『
人
性

詳
細
』
に
お
け
る
叙
述
が
殊
の
外
理
解
し
に
く
い
源
問
の
一
つ
は
、
彼
が
こ
の

コ
一
つ
の
異
な
る
テ

i
マ
を
一
つ
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
(
強
引
に
)
配
置
し
よ

う
と
試
み
て
お
り
、
し
か
も
、
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
三
つ
が
事
の
性
質
上
、
本

質
的
な
馴
染
み
に
く
さ
を
伴
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
関
係
づ
け
の
試
み
に
は

自
ず
と
限
界
が
あ
り
、
従
っ
て
、
各
々
の
テ
!
マ
の
接
点
に
お
い
て
彼
の
説
明

に
し
ば
し
ば
無
理
が
生
じ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
故
、
ヒ
ュ

i
ム
の
道
徳
論
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
の

一
一
一
つ
が
互
い
に
独
立
の
テ

i
マ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
彼
の
個
々
の

言
説
、
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
テ

i
マ
に
属
す
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の

接
点
に
位
置
す
る
も
の
な
の
か
、
を
見
極
め
る
こ
と
が
肝
心
で
あ
る
、
と
。

徳
の
発
生
の
問
題
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、
本

節
の
残
り
で
は
、
徳
の
根
拠
の
問
題
に
つ
い
て
、
注
意
す
べ
き
点
、
疑
問
と

な
り
う
る
点
を
幾
っ
か
述
べ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
、
道
徳
感
情
論
に
と
っ
て
不
可
欠
な
概
念
装
置
と
な
る
「
共
感

(ω
ヨ
ロ
苦
手
三
」
の
原
理
に
つ
い
て
で
あ
る
(
か
っ
、
そ
の
場
合
、
ヒ
ュ

i

ム
の
道
徳
論
に
お
い
て
は
こ
れ
が
直
接
に
は
感
情
論
の
側
面
に
の
み
関
係
す

る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳

感
情
論
は
、
道
徳
的
判
断
の
根
拠
を
、
究
極
的
に
、
評
価
者
自
身
が
感
じ
る

快
二
古
の
気
持
ち
に
求
め
る
立
場
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
を
標
傍
す

る
こ
と
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
倫
理
的
主
観
主
義
や
利
己
主
義
へ
の
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
を
意
味
す
る
か
の
如
く
に
思
わ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
、
我
々
が
道
徳
的
判
断
を
下
す
と
は
、
自
分
自
身
に
快
適
で
あ
っ
た

り
好
都
合
で
あ
っ
た
り
す
る
も
の
を
是
認
し
、
不
快
で
あ
っ
た
り
不
都
合
で

あ
っ
た
り
す
る
も
の
を
否
認
し
、
か
っ
、
我
々
は
、
自
分
の
利
害
関
心
の
対

象
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
判
断
を
一
切
控
え
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
実
際
に
は
そ
う
で
な
く
、
ヒ
ュ

l
ム
も

認
め
る
通
り
、
我
々
が
下
す
殆
ど
の
道
徳
的
判
断
は
自
分
自
身
の
利
害
に
寵

接
関
わ
ら
な
い
も
の
、
更
に
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
に
真
向
か
ら
反
す
る

も
の
で
さ
え
あ
る
。

こ
う
し
た
困
難
は
、
ヒ
ュ

i
ム
的
な
道
徳
感
情
論
に
お
い
て
は
、
「
我
々
は

道
徳
的
判
断
を
下
す
に
当
っ
て
は
、
自
分
自
身
の
快
・
苦
で
は
な
く
、
ま
ず
c

他
人
の
そ
れ
を
優
先
す
る
」
と
い
う
解
釈
図
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

解
決
が
図
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
他
人
の
快
@
苦
を
、
恰
も
自
分
が
直
接

受
け
る
快
・
苦
で
あ
る
か
の
如
く
に
感
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
は
、

自
分
の
利
害
を
無
視
し
た
判
断
を
下
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
に
は
他
人
の
快
@
苦
に
感
応
す
る
能
力
が
備

わ
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
能
力
と
し
て
ヒ

ュ
l
ム
の
援
用
す
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
「
共
感
」
原
理
に
他
な
ら
な
い
。

「
共
感
」
に
つ
い
て
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
吋
人
性
論
』
と
吋
探
究
』

と
で
そ
の
性
格
づ
け
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
そ

れ
が
他
人
の
快
・
苦
に
感
応
す
る
原
理
で
あ
る
と
す
る
点
に
お
い
て
は
ヒ
ュ

i
ム
の
見
方
は
一
貫
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
道
徳
的
判
断
の
根
拠
を
評
価

者
自
身
の
快
・
苦
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
主
観
主
義
や
利

己
主
義
へ
の
傾
斜
を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
、
共
感
原
理
の
採
用
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
の
超
克
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
共
感
こ
そ
は
、
「
自
我
」
や
「
利
己
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心
」
の
殻
を
破
っ
て
我
々
が
「
道
徳
的
」
と
も
称
す
べ
き
観
点
に
立
つ
こ
と

へ
と
道
を
拓
く
の
で
あ
り
、
ヒ
ュ
!
ム
の
道
徳
感
情
論
に
お
い
て
共
感
が
中

心
的
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
ま
さ
に
こ
の
故
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
分
類
基
準
に
お
け
る
「
有
用
」
「
直
接
快
適
」
と
い
う
こ
と
を
、

道
徳
感
情
論
に
お
け
る
「
快
@
苦
の
気
持
ち
」
と
設
ぶ
、
徳
の
独
立
の
判

定
基
準
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
出

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
直
接
的
な
快
適
さ
」
は
も
と
よ
り
、
「
有
用
性

(己

251)」
も
ま
た
、
ヒ
ュ

I
ム
に
お
い
て
は
、
快
や
幸
福
へ
の
傾
向

(宮口仏
σロ
♀
)
と
さ
れ
、
「
快
楽
」
と
い
う
心
的
状
態
を
表
わ
す
タ

i
ム
に
よ

っ
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
心
に
直
接
感
じ
ら
れ
る
「
快
適

さ
」
へ
の
一
一
一
口
及
な
し
に
は
決
し
て
「
徳
」
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
、
と
い
う

の
が
、
道
徳
感
情
論
を
最
初
に
宜
一
一
一
目
し
た
と
き
に
と
ュ

i
ム
の
立
て
た
誓
い

で
あ
っ
た
(
吋
む
と
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
道
徳
感
情
論
か

ら
独
立
し
た
徳
の
基
準
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
快
@
苦
を
以
て
徳
と
悪

徳
の
一
民
別
を
定
義
す
る
道
徳
感
情
論
か
ら
の
派
生
な
の
で
は
な
い
か
、
と
。

こ
う
し
た
疑
問
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
諸
点
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
分
類
基
準
に
お
け
る
「
快
適
さ
」
が
ご
般
的
な
」

快
適
さ
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
道
徳
感
情
が
基
づ
く
と
さ
れ
る
「
快
適

さ
」
は
、
評
価
者
が
自
ら
の
心
を
顧
み
て
、
飲
酒
や
音
楽
鑑
賞
等
の
他
の
場

合
の
快
適
さ
と
は
明
ら
か
に
質
的
に
異
な
る
こ
と
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
の

「
特
異
な

(
3
2
E吋
こ
快
適
き
で
あ
る
弓
む
N
)
。
第
二
に
、
ヒ
ュ

i
ム

は
『
探
究
』
に
お
い
て
、
「
何
故
有
用
性
は
快
い
の
か

(
d

吾
河
口
付

2
q

1
3
8
ω
ご
と
題
す
る
一
節
を
設
け
て
、
有
用
性
と
道
徳
感
情
と
の
関
連
づ

け
を
試
み
て
い
る
が

S

N

H

N
戸
)
、
も
し
こ
こ
で
の
「
有
用
性
」
が
、
後
者

の
「
快
さ
」
と
同
じ
意
味
で
の
「
快
さ
」
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の

だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
「
快
さ
を
引
き
起
こ
す
傾
向
は
何
故
快
さ
を
引
き

起
こ
す
の
か
」
と
い
う
同
語
反
復
的
な
問
い
と
な
り
、
問
題
提
起
と
し
て
意

味
を
な
さ
な
い
。
第
三
に
、
正
義
の
徳
が
も
っ
と
さ
れ
る
有
用
性
に
つ
い
て

は
特
別
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
義
が
資
す
る
目
的
に
対
し

て
は
、
「
社
会
の
善
(
昨
日
5
向
。
。
円
四
え
き
の
目
立
可
)
」
「
人
類
の
善
(
己
器
開
。
。
品

。同

g
g
w
E仏
)
」
等
の
表
現
が
与
え
ら
れ
る
が
、
後
の
検
討
に
よ
っ
て
も
明

ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
そ
も
そ
も
、
個
々
人
が
〈
一
般
的
に
)
体

験
す
る
快
楽
や
幸
福
で
す
ら
な
く
、
社
会
の
「
秩
序
」
や
「
平
和
」
と
い
っ

た
多
少
特
殊
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
(
斗
怠
ア
ω
N
P

肘

忌
ω
w
N
C
m
)

(
も
ち
ろ
ん
ヒ
ュ

l
ム
は
、
こ
れ
ら
が
ゆ
く
ゆ
く
は
個
々
人
の
幸
福
を
保
捧

す
る
こ
と
を
強
調
す
る
わ
け
で
あ
る
が
)
。
こ
う
し
た
諸
点
に
鑑
み
れ
ば
、

ヒュ

l
ム
に
お
い
て
徳
の
「
基
準
」
は
決
し
て
単
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

主
観
的
な
方
向
と
客
観
的
な
方
向
と
の
両
面
へ
の
分
化
を
被
っ
て
い
る
と
見

る
の
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
何
故
こ
の
よ
う
な
二
重
化
が
起
こ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
に
、

そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ヒ
ュ

1
ム
の
哲
学
一
般
に
内
在
す
る
ニ
つ
の
方
法

的
態
度
の
違
い
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
内
省

的
な
方
法
で
あ
り
、
今
一
つ
は
経
験
的
な
方
法
、
な
い
し
は
実
験
的
な
方
法

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
方
法
の
併
用
は
、
例
え
ば
、
彼
に
よ
る
因
果
性
の

分
析
に
お
い
て
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
彼
の
因
果
論
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
因
果
性
観
念
の
本
質
的
な

要
素
で
あ
る
必
然
性
観
念
の
起
源
を
、
「
心
の
決
定
の
気
持
ち
(
な
巳
山
口
問
)
」

と
い
う
内
省
の
印
象
に
求
め
る
、
一
種
の
主
観
主
義
伯
な
(
な
い
し
は
懐
疑
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論
的
な
)
姿
勢
に
貫
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま

ら
ず
、
同
時
に
ま
た
、
対
象
の
(
外
的
な
)
観
察
に
基
づ
く
経
験
的
な
一
般

化
に
よ
り
、
日
常
生
活
や
自
然
科
学
の
用
に
供
し
う
る
程
度
に
は
確
実
な

ー
ー
ー
従
っ
て
、
当
然
、
自
然
科
学
に
範
を
仰
ぐ
彼
自
身
の
哲
学
の
用
に
供
し

う
る
程
度
に
は
確
実
な
!
|
因
果
の
判
断
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
認
め
る
、
あ
る
意
味
で
の
客
観
主
義
的
傾
向
を
も
帯
び
た
も
の
で
あ

る。
道
徳
問
題
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
、
彼
は
、
『
人
性
論
』
で
は
特
別
の

及
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
吋
探
究
』
で
は
田
陣
頭
に
ま
ず
自
ら
の
則
る
べ
き
方

法
を
掲
げ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
{
徳
の
研
究
を
行

う
}
哲
学
者
は
た
だ
、
一
瞬
の
問
、
{
対
象
の
側
に
で
は
な
く
]
自
分
自
身

の
胸
中
へ
と
限
を
向
け
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
性
質
が
自
分
に
帰
せ
ら
れ
る
こ

と
を
望
む
か
望
ま
な
い
か
を
:
:
:
考
え
て
み
る
だ
け
で
よ
い
」
(
開
口
P
ぇ・

吋
怠
∞
ご
、
と
。
ま
た
、
「
我
々
が
推
理
し
て
行
う
べ
き
唯
一
の
こ
と
は
、

{
ま
ず
、
徳
を
表
わ
す
撞
々
の
単
語
を
手
引
き
に
し
て
、
尊
敬
す
べ
き
諸
性

質
と
非
難
す
べ
き
諸
性
質
と
を
収
集
、
配
列
し
た
上
で
、
]
そ
れ
ら
諸
性
質

に
共
通
す
る
事
構
を
双
方
の
側
で
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

方
に
お
い
て
は
、
尊
敬
す
べ
き
諸
性
質
が
そ
こ
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
点

を
、
他
方
に
お
い
て
は
、
非
難
す
べ
き
諸
性
質
が
そ
こ
に
お
い
て
一
致
し
て

い
る
点
を
観
察
し
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
倫
理
学
の
基
礎
に
到
達
す
る
こ

と
、
換
一
一
目
す
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
非
難
や
是
認
が
究
極
的
に
そ
れ
に
由
来
す
る

と
こ
ろ
の
普
遍
的
な
諸
原
理
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
:
:
:
我
々
は
、
{
こ

う
し
て
}
実
験
的
方
法
に
従
い
、
個
々
の
事
例
の
比
較
か
ら
一
般
的
な
格
率

を
引
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
功
を
期
待
で
き
る
」
(
芯
広
・
)
、
と
。

『
人
性
論
』

に
お
け
る
正
義
の
発
生

以
下
、
自
然
、
人
為
と
い
う
対
概
念
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
ゆ
き

た
い
が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
こ
の
区
別
の
源
泉
た
る
、
徳
の
「
発
生
」
な

い
し
は
「
起
源
」
の
問
題
を
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
問
題
は
、
吋
人
性
論
』

第
三
巻
と
の
対
応
か
ら
言
え
ば
、
第
二
部
「
正
義
と
不
正
義
」
の
全
体
に
ほ

ぼ
相
当
す
る
。
因
み
に
、
我
々
の
テ
!
?
区
分
に
照
ら
し
て
第
三
巻
全
体
を

通
覧
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
も
の
だ
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。
第
一
部
は
道
徳
感
情
論
の
検
討
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
議
論

は
、
そ
の
穣
極
的
展
開
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
倫
理
的
理
性
主
義
批
判

を
通
じ
た
、
そ
れ
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
宜
一
百
と
い
う
、
論
争
的
な
色
彩

の
も
の
で
あ
る
。
第
二
部
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
殆
ど
が
〈
人
為
的
)
徳

の
起
源
の
問
題
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
箇
所
で
も
「
道

徳
感
情
」
の
生
起
と
い
う
こ
と
へ
の
言
及
は
多
い
。
「
道
徳
的
責
務
(
話
。

s-

。
σロ
岡
山
昨
日
。
ロ
)
」
な
ど
も
、
道
徳
感
情
を
媒
介
と
し
た
、
正
義
や
忠
誠
の
行
為

へ
の
「
二
次
的
な
動
機
」
と
し
て
、
道
徳
感
情
論
と
起
源
の
問
題
と
の
接
点

に
位
置
す
る
問
題
事
象
の
一
つ
な
の
で
あ
ろ
う
(
但
し
、
本
稿
で
は
「
徳
の

起
源
の
問
題
」
を
、
あ
く
ま
で
、
道
徳
感
情
の
生
起
に
先
立
つ
コ
次
的

な
」
動
機
発
見
の
問
題
と
解
し
て
い
る
)
。
最
後
の
第
三
部
は
、
道
徳
感
情

論
の
原
理
(
特
に
共
感
原
理
)
の
積
極
的
な
展
開
と
、
四
つ
の
分
類
基
準
の

提
示
(
及
び
、
徳
の
性
格
描
写
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
ヒ
ェ

l
ム
の
主
た
る

狙
い
は
、
「
基
準
の
包
括
性
」
と
「
共
感
の
普
遍
的
介
入
」
と
い
う
二
つ
の
点

を
並
行
的
に
-
証
明
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
凡
そ
「
徳
」
と
呼

ば
れ
う
る
す
べ
て
の
も
の
は
l
i
t
の
み
な
ら
ず
、
通
常
は
「
徳
」
と
は
見
倣
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さ
れ
に
く
い
美
点
、
長
所
で
さ
え
l
lす
べ
て
、
四
つ
の
基
準
の
少
な
く
と

も
一
つ
に
は
該
当
し
、
か
っ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
道
徳
的
判
断
に
は
、
い

ず
れ
も
必
ず
共
感
が
介
入
し
て
い
る
、
と
。

こ
こ
で
は
、
「
忠
誠
」
は
「
正
義
」
に
直
結
し
、
そ
れ
を
補
完
す
る
徳
で
あ

る
と
の
理
解
の
下
に
、
説
明
の
簡
略
化
の
た
め
に
、
正
義
論
の
み
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
従
っ
て
、
第
二
部
の
第
一
節
「
正
義
は
自
然
的
で
あ

る
か
人
為
的
で
あ
る
か
」
と
、
第
二
節
「
正
義
と
所
有
権
の
起
源
」
だ
け
を

見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
節
が
、
第
五
節
の

「
約
束
」
の
議
論
等
に
お
い
て
も
、
ヒ
ュ
!
ム
の
説
明
の
範
を
提
供
し
て
い

る
と
忠
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
つ
の
節
は
、
表
面
上
の
体
裁
か
ら
見
る
探
り
で
は
、
そ
の
性
格
を

大
き
く
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
一
方
が
、
正
義
の

人
為
性
の
証
明
と
い
う
論
理
的
な
考
察
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
他
方
は
、
正

義
の
発
生
過
程
を
時
間
軸
に
沿
っ
て
描
写
す
る
と
い
う
、
純
然
た
る
発
生
的

考
察
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
ど
ち

ら
も
発
生
の
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
趣
旨
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
こ
と
を
証

明
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
節
に
お
い
て
は
、
正

義
の
行
為
は
、
人
性
に
備
わ
る
自
然
的
原
理
か
ら
寵
援
に
は
出
て
こ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
節
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
、
自
然
的
原
理
か
ら
、

他
の
原
理
に
補
助
さ
れ
な
が
ら

l
i言
い
換
え
れ
ば
「
人
為
(
母
片
山
出

g
こ

を
介
し
て
l
i
l
間
接
的
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

両
者
は
同
じ
一
つ
の
議
論
の
相
補
う
両
面
を
な
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と

を
見
落
と
す
と
、
例
え
ば
、
一
方
で
は
利
己
心
の
役
割
が
否
定
さ
れ
て
い
る

の
に
、
他
方
で
は
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
外
見
上
の
矛
盾
に
戸
惑

う
こ
と
に
な
る
ふ

第
一
節
で
は
、
右
記
の
結
論
を
導
く
の
に
、
正
義
の
行
為
の
(
自
然
な
)

動
機

(50片
山
〈
ゆ
)
は
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
形
の
問
題
提
起
が
行
わ
れ
る
。

「
正
義
」
と
は
、
ヒ
ェ

i
ム
の
場
合
、
一
一
一
一
口
う
ま
で
も
な
く
、
(
赤
の
)
他
人
の

所
持
物

Q
2
8
2ぢ
ロ
)
に
手
を
出
さ
な
い
行
為
、
そ
の
安
定
を
保
障
し
て

や
る
行
為
を
意
味
し
、
所
有
権
(
℃
円
。
宮
2M1)
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
行
為
は
必
ず
あ
る
一
定
の
規
則
に
従
う
行
為
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
「
正
義
」
は
そ
れ
を
定
め
る
「
規
則
」
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。

こ
の
箇
所
で
の
具
体
例
と
し
て
は
、
以
前
結
ん
だ
貸
借
契
約
に
基
づ
い
て
、

返
済
期
限
満
了
と
な
っ
た
借
金
を
債
権
者
(
た
る
赤
の
他
人
)
に
返
済
す

る
、
と
い
う
行
為
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
の
議
論
の
基
本
線
は
、
ま
ず
、
仁
愛

や
感
謝
と
い
っ
た
自
然
的
徳
の
場
合
の
説
明
モ
デ
ル
を
提
出
し
、
次
い
で
、

正
義
が
そ
れ
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
為
性

(
な
い
し
は
非
自
然
性
)
を
結
論
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ

れ
ば
、
(
自
然
的
徳
の
場
合
、
)
行
為
に
お
い
て
称
賛
さ
れ
、
非
難
さ
れ
る
の

は
i
i換
言
す
れ
ば
、
観
察
者
の
心
に
道
徳
感
情
を
引
き
起
こ
す
の
は

i
iー

そ
の
動
機
だ
け
で
あ
っ
て
、
行
為
そ
の
も
の
は
、
単
に
そ
の
外
的
表
徴

古
川
間
口
ω)

と
し
て
、
動
機
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
と
き
に
の
み
評
価
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
正
義
の
行
為
の
場
合
に
は
、
そ
れ
を
評
価
せ
し
め
る
よ
う
な
動

機
は
何
一
つ
存
在
し
な
い
、
と
。

彼
が
こ
こ
で
、
行
為
の
評
価
を
問
題
に
す
る
と
い
う
、
や
や
唐
突
な
仕
方

で
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
理
由
は
、
一
つ
に
は
、
こ
こ
で
の
議
論
が
、
第

一
部
に
お
け
る
道
徳
感
情
論
の
表
明
か
ら
、
正
義
の
発
生
の
問
題
へ
と
移
行

す
る
途
上
で
の
議
論
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
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両
者
を
接
続
す
る
上
で
の
問
題
提
起
な
の
で
あ
り
、
か
え
そ
の
接
続
の
仕

方
に
多
少
の
無
理
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
行
論
上
の
当
監
の

事
情
か
ら
出
た
、
や
や
不
自
然
な
問
題
の
立
て
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

例
え
ば
、
後
の
第
三
部
に
お
い
て
、
徳
の
分
類
基
準
と
道
徳
感
情
論
と
の
接

点
が
模
索
さ
れ
る
際
に
は
、
こ
こ
で
の
主
張
と
は
若
干
食
い
違
う
主
張
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
仁
愛
等
の

「
他
人
に
と
っ
て
有
用
な
性
質
」
の
場
合
に
は
、
そ
の
評
価
は
、
行
為
の
動

機
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
れ
が
関
係
者
に
及
ぼ
す
結
果
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
(
換
言
す
れ
ば
、
関
係
者
に
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
行
わ
れ
る
、
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
内
容
的
に
見
れ
ば
、
こ
こ
で
ヒ
ュ
!
ム
が
述
べ
る
こ
と
は
納

得
の
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
感
謝
の
場
合
、
そ
の
評
価
で
は
必
ず
動

機
が
問
題
と
な
り
、
か
っ
そ
れ
は
、
義
務
感
や
不
純
な
動
機
で
は
な
く
「
有

難
い
」
と
い
う
自
然
な
気
持
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
同
じ

く
仁
愛
行
為
は
、
助
け
た
い
と
い
う
純
粋
な
動
機
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
な
い

限
り
は
、
(
少
な
く
と
も
「
仁
愛
」
と
し
て
は
)
称
賛
に
値
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
が
、
正
義
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
動
機
を
、
あ
る
い

は
そ
も
そ
も
動
機
そ
の
も
の
を
、
見
つ
け
出
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
可

能
な
候
補
と
し
て
は
、
「
自
己
愛

(
ω
σ
F
Z
2
)
」
な
い
し
は
「
私
的
利
害
へ

の
関
心
(
の

8
2
3
な吋

g
一
湾
問

g
Z
山口

Z
Z
E
)
」
と
、
「
公
共
の
利
害
へ

の
顧
慮
(
円
高

ω
E
Z
F
O
H
Vロ
Z
W
F
Z
5え
と
な
い
し
は
、
情
念
の
言

葉
で
言
え
ば
「
(
普
遍
的
)
仁
愛
」
と
の
ニ
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
利

己
心
は
先
の
よ
う
な
誠
実
な
行
為
の
動
機
に
な
っ
て
い
る
筈
が
な
く
(
当
然
、

返
済
し
な
い
こ
と
が
利
己
心
に
沿
う
か
ら
て
ま
た
、
仁
愛
は
、
自
然
の
ま
ま

で
は
、
赤
の
他
人
の
利
害
を
顧
慮
す
る
と
い
う
崇
高
な
目
的
に
は
及
ば
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
正
義
に
は
自
然
的
な
動
機
が
な
く
、
従
っ
て
、
正
義

は
自
然
的
な
原
理
か
ら
(
少
な
く
と
も
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
)
出
て
こ
な
い
。

第
一
一
節
の
中
心
的
な
意
図
は
、
よ
り
積
極
的
な
形
で
正
義
の
発
生
プ
ロ
セ

ス
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
発
生
問
題
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
部
分
は

こ
れ
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
第
一
に
、
ヒ
ュ
!
ム
は
、
正
義
の
行
為
(
な
い
し
は
正
義
の
規
則
)

が
利
己
心
の
情
念
か
ら
「
人
為
」
と
い
う
曲
折
を
経
て
(
つ
ま
り
、
自
然
的

に
で
は
な
く
)
導
か
れ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
(
吋
品
ま
ー
さ
N
)

。
そ
し
て

そ
の
た
め
に
、
社
会
の
発
生
に
関
す
る
人
類
学
的
@
社
会
学
的
考
察
|
|
あ

る
い
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は
契
約
論
的
な
考
察
ー
ー
を
試
み
る
と
い
う
回
り

く
ど
い
筋
道
を
辿
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
彼
の
議
論
の
最
終
目
擦

が
右
の
一
点
を
示
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
の
説
明
を
簡
略
化

し
て
述
べ
れ
ば
、
凡
そ
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
提
と
し
て
、
ま
ず

一
一
一
つ
の
状
況
設
定
が
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω他
の
動
物
と
は
異
な
り
、

独
り
人
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
(
大
き
な
)
欲
望
と
与
え
ら
れ
た
能
力
と
が

釣
り
合
わ
ず
、
人
間
に
は
生
来
的
な
弱
さ
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。

ω
こ

の
弱
点
を
補
う
た
め
に
は
、
分
業
等
の
可
能
性
を
開
く
「
社
会
」

i

l
正
確

に
は
、
赤
の
他
人
を
も
成
員
と
し
て
巻
き
込
む
と
こ
ろ
の
「
市
民
社
会
」

i

i
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。

ω
こ
う
し
た
「
社
会
」
の
利
点
に
つ
い
て
、

各
個
人
の
中
に
は
、
社
会
成
立
以
前
の
小
集
団
(
家
族
〉
に
お
い
て
既
に
十

分
な
知
識
が
育
ま
れ
て
い
る
、
と
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
社
会
の
成
立
を
阻

む
ニ
つ
の
阻
害
要
因
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
、
人
間
の
利
己
心

(ω
巳
皆
F
2

5ωω)|11及
、
び
、
制
限
さ
れ
た
寛
仁
吉
田
芹
怠
ぬ

g
o
g
ω
5『

)Blot--と
い

- 24ー



う

(
O
M
4い

21ロmw日

我
々
の
内
部
の
気
質
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
外
的
財
物

問
。
孟
ω)

の
不
安
定
さ
と
不
足
と
い
う
外
的
事
情
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

事
情
か
ら
、
我
々
は
、
私
利
の
満
足
を
求
め
て
、
(
寛
大
さ
の
及
ば
な
い
赤

の
)
他
人
の
財
物
に
手
を
出
し
、
そ
の
結
果
、
秩
序
と
安
定
を
あ
り
え
な
く

す
る
。
そ
し
て
、
(
所
持
の
)
安
定
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
社
会
の
存
在
も

あ
り
え
な
い
。

こ
の
困
難
の
救
済
は
自
然
か
ら
で
は
な
く
人
為
か
ら
、
換
言
す
れ
ば
判
断

と
知
性
と
か
ら
く
る
。
す
な
わ
ち
、

l
i若
干
ヒ
ュ
i
ム
の
言
葉
を
補
足
す

る
と
す
れ
ば
ー
l
我
々
は
、
こ
の
捺
、
こ
う
し
た
閤
難
を
見
て
取
っ
て
、
次

の
如
く
推
理
を
働
か
せ
る
。
も
し
我
々
が
利
己
心
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
れ

ば
、
所
持
の
安
定
が
な
く
秩
序
が
保
た
れ
な
い
。
そ
し
て
、
秩
序
が
な
け
れ

ば
社
会
は
成
立
し
な
い
。
逆
に
、
他
人
の
財
物
に
手
を
出
す
こ
と
を
(
皆
が
)

自
己
抑
制
す
れ
ば
、
秩
序
が
保
た
れ
、
社
会
の
存
在
が
可
能
と
な
っ
て
、
延

い
て
は
利
己
心
の
よ
り
大
き
な
満
足
に
繋
が
る
、
と
。
こ
う
し
た
投
理
は
、

そ
れ
自
体
、
究
極
的
に
利
己
心
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ュ

l
ム

は
こ
れ
に
、
「
利
己
心
に
よ
る
利
己
心
の
方
向
転
換

(ω
ロ
巳

2
3
z。
旬
。
片
山
広

丘
2
2古
口
)
」
と
い
う
表
現
を
与
え
て
い
る
(
吋

SNW
印
N
H
W
2・
忠
ω)
。

更
に
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
際
上
は
所
謂
「
調
整
問
題

(8。込山・

5
片
山
。
ロ
買
S
Z
Bこ
で
あ
っ
ち
「
互
い
の
意
志
の
諜
通
を
必
要
と
す
る
た

め
、
具
体
的
に
は
、
全
員
が
「
黙
約

(gp〈
g片
山
。
ロ
こ
を
結
ぶ
と
い
う
形

を
と
っ
て
行
わ
れ
る
す

8
・
斗
邑
立
・
)
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
で

あ
る
。
こ
う
し
た
目
的
追
求
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
一
過
程
と
し

て
、
差
し
当
り
、
全
員
が
(
社
会
の
秩
序
と
い
う
)
共
通
の
利
益
を
目
指
す

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
利
益
の
達
成
の
た
め
に
は
、
所

持
の
安
定
を
定
め
る
あ
る
一
定
の
規
別
に
、
皆
、
が
例
外
な
く
従
う
と
い
う
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
各
人
は
、
自
分
以
外
の
他
人
も
こ
の
こ
と
を
理

解
し
つ
つ
規
則
に
従
う
だ
ろ
う
こ
と
を
期
待
し
(
か
っ
、
他
人
も
同
じ
こ
と

を
自
分
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
)
、
こ
う
し
た
期
待
に
自
ら
の

行
為
を
適
合
さ
せ
る
。
ヒ
ュ
l
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
は
、
明

示
的
な
協
定
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
す
ら
な
く
行
わ
れ
う

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
暗
黙
裡
の
や
り
と
り
、
な
い
し
は
、
以
心
伝
心

の
相
互
理
解
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
謂
う
と
こ
ろ
の
「
共
通
の
利
害
の
あ
る

一
般
的
な
感
覚
官
官

5
3
H
Z口
語
丘

8
5
5。
ロ
官
Z
B巳
こ
で
あ
り

「
黙
約
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
三
自
然
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
]
新

た
な
動
機
を
生
み
出
す
」
(
吋

S
N
)
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

第
二
節
の
次
の
部
分
の
狙
い
は
、
当
面
個
人
の
動
機
づ
け
と
い
う
こ
と
を

離
れ
、
二
つ
の
阻
害
要
因
の
ほ
う
に
着
自
し
て
正
義
の
起
源
を
語
る
こ
と
で

あ
る

3
S
N
lお
印
)
。
社
会
の
成
立
を
阻
害
す
る
二
つ
の
要
因
、
利
己
心
及

び
制
限
さ
れ
た
寛
仁
(
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
後
者
が
重
要
)
と
、
財
物
の
不

安
定
さ
(
不
足
)
と
は
、
こ
れ
を
翻
っ
て
考
え
て
み
る
に
、
正
義
の
存
在
を

ま
さ
に
必
要
な
も
の
と
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

証
明
す
る
に
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
要
因
が
欠
落
し
た
状
況
を
想
定
し
て
み

れ
ば
よ
い
。
例
え
ば
、
物
資
が
豊
富
で
人
々
が
無
限
の
慈
愛
に
満
た
さ
れ
て

い
る
黄
金
時
代
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
自
分
の
も
の
と
他
人
の
も
の
と
を
区

別
し
て
所
有
権
を
云
々
す
る
必
要
が
そ
も
そ
も
な
く
、
従
っ
て
、
正
義
な
ど

存
在
す
る
余
地
が
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
二
つ
の
要
因
の
い
ず
れ
か
を
取
り

除
け
ば
正
義
は
不
要

(5巳
gω)
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ

と
は
逆
に
、
そ
う
し
た
要
因
が
存
在
す
る
状
況
の
下
で
は
義
は
是
非
と
も
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泊、

要
な
も
の
、
な
い
し
は
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
正
義
は
、
た
ま
た
ま
そ
う
し
た
要
因
が
存
在
し
た
が
故
に

発
生
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
偶
然
的

(
g
E宮
間

3
3」
な
も
の
で

あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う
し
た
要
因
の
存
在
す
る
状
況
の
下
で
は
、
(
秩
序
や

社
会
の
存
在
に
と
っ
て
)
大
い
に
有
用
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
観

点
を
推
し
進
め
れ
ば
、

l
l個
人
の
動
機
づ
け
と
い
う
こ
と
を
捨
象
し
て

l
l
「
有
用
性
」
が
正
義
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
ま

た
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
、
『
探
究
』
に
お
け
る
正
義
の
発
生
問
題
の

取
り
扱
い
で
は
、
こ
の
方
向
だ
け
が
更
に
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
こ
で
の
議
論
は
、
架
空
の
状
況
の
想
定
の
幅
を
更
に
広
げ
て
、
そ
の

い
ず
れ
に
お
い
て
も
正
義
が
不
要
に
な
る
所
以
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
も
の

で

あ

り

筒

冨

ω
l
g
g
、
結
語
的
に
は
、
?
」
う
し
て
、
公
正
と
正
義
の
諸

規
尉
は
、
人
間
が
現
在
置
か
れ
た
特
定
の
状
態
と
条
件
に
依
存
し
て
お
り
、

そ
の
起
源
と
存
在
を
、
そ
れ
ら
を
厳
正
か
つ
規
則
的
に
遵
守
す
る
こ
と
か
ら

社
会
に
も
た
ら
さ
れ
る
有
用
性
に
負
っ
て
い
る
」
筒

zg、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

最
後
に
ヒ
ュ
!
ム
は
、
正
義
へ
の
動
機
づ
け
を
、
「
公
共
の
利
害
へ
の
顧

麗
」
、
情
念
の
一
一
一
一
口
葉
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
(
普
遍
的
)
仁
愛
」
と
関
係
づ
け
よ

う
と
す
る
(
吋
怠
日
l
s
d
。
も
と
よ
り
、
自
然
的
に
与
え
ら
れ
た
意
味
で
の

「
仁
愛
」
が
見
知
ら
ぬ
他
人
に
は
及
ば
な
い
(
従
っ
て
「
普
遍
的
」
で
な
い
)

と
い
う
こ
と
は
、
吋
人
性
論
』
第
一
一
一
巻
全
体
を
通
じ
て
流
れ
る
ヒ
ュ

l
ム
の

基
本
思
想
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
少
見
方
を
変
え
れ
ば
様
子
は
違
っ

て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
、
個
々
人
は
、
究
極
的
に
は
利
己
心
の
満

足
を
求
め
て
は
い
る
も
の
の
、
特
に
、
規
則
や
そ
れ
に
従
う
行
為
の
部
分
だ

け
を
取
り
出
し
て
み
れ
ば
、
他
人
を
も
含
め
た
全
員
に
共
通
す
る
利
益
を
眼

中
に
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
々
人
が

i
l正
義
の
規

則
を
介
す
る
と
い
う
i

l人
為
的
で
迂
遠
な
仕
方
で
を

g
s
E
5

8ω
ロ
ロ
ゆ
門
)
、
他
な
ら
ぬ
「
公
共
の
利
害
」
を
顧
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
義
の
行
為

は
、
単
に
利
己
心
か
ら
出
て
く
る
ば
か
り
で
な
く
、
仁
愛
と
類
北
さ
れ
る
よ

う
な
動
機
か
ら
も
発
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
か
ら
、
個

人
の
動
機
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
限
り
、
「
公
共
の
利
害
と
我
々
自
身

の
利
害
へ
の
関
心
が
、
我
々
を
し
て
、
正
義
の
法
を
樹
立
せ
し
め
た
と
こ
ろ

の
も
の
」
(
吋
色
。
)
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「
正
義
の
法
は
、
自
然
的
原

理
か
ら
よ
り
迂
遠
で
人
為
的
な
仕
方
で
生
ず
る
」
(
吋
，

m
N
U

傍
点
は
筆
者
に

よ
る
)
と
い
う
の
が
、
第
二
節
の
結
論
に
他
な
ら
な
い
。

自
然
と
人
為
、

「
探
究
』

の
戦
略

「
自
然
的
」
と
「
人
為
的
」
と
い
う
相
違
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
一
般
的
に

次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
、
(
社
会
的
@
対
人
的
)

行
為
へ
の
傾
向
を
も
ち
、
行
為
の
動
機
と
な
り
う
る
徳
に
つ
い
て
用
い
ら
れ

る
概
念
で
あ
る
が
、
人
為
的
徳
が
、
「
将
来
に
お
け
る
利
害
」
と
そ
の
功
利

計
算
と
い
う
こ
と
を
本
質
と
す
る
徳
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
然
的
徳
は
む

し
ろ
、
あ
る
対
象
(
人
物
)
を
見
た
と
き
に
哨
瑳
に
起
こ
る
自
発
的
、
衝
動

的
な
反
応
(
な
い
し
は
そ
の
性
向
)
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
多
く
の
場
合
、
そ

も
そ
も
利
害
と
い
う
こ
と
が
顧
慮
さ
れ
て
い
る
か
一
台
か
す
ら
疑
わ
し
い
。
ま

た
、
も
し
利
害
が
顧
慮
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
人
為
的
徳
が
人
間
一

般
に
向
か
う
「
一
般
的
な
」
顧
慮
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
、
特
定
の
個
人



や
集
団
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
る
「
個
別
的
な
」
顧
慮
で
あ
り
、
か
っ
、

そ
の
及
ぶ
範
臨
も
、
近
親
者
、
知
人
や
近
隣
の
者
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
両
者
は
、
片
や
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
な
社
会
の
結
合
原
理
で
あ

り
、
片
や
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
な
社
会
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
一
一
日
う
こ
と
が

で
き
る
。

こ
う
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ
、
か
っ
、
前
節
で
の
議
論
を
も
踏
ま
え
な
が

ら
、
自
然
と
人
為
と
の
相
違
に
つ
い
て
、
更
に
、
重
要
と
忠
わ
れ
る
点
を
幾

っ
か
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
ヒ
ュ

i
ム
に
お
い
て
は
「
人
為
」

と
い
う
一
一
言
葉
に
は
少
な
く
と
も
一
一
一
つ
の
意
味
を
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
一
つ
に
は
そ
れ
は
、
知
性
を
介
在
さ
せ
て
方
向
転
換
を
受
け
た
「
利
己

心
」
、
す
な
わ
ち
、
当
座
の
利
弓
心
を
抑
制
し
た
ほ
う
が
大
局
的
に
見
て
よ

り
大
き
な
利
己
心
の
満
足
に
繋
が
る
こ
と
を
見
て
取
る
h

切
世
の
思
慮
に
基

づ
く
推
理
(
℃
さ
号
E
U
H
3
ω
ω
。
忠
ロ
ぬ
こ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
人
為

的
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
う
る
の
は
、
明
ら
か
に
、
方
向
転
換
を
受
け
な
い
、
自
然
の

ま
ま
の
「
裸
の
利
己
心
」
と
の
対
比
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
に
は

そ
れ
は
、
こ
う
し
た
推
理
の
一
環
と
し
て
の
「
黙
約
」
を
意
味
す
る
。
そ
の

場
合
に
は
、
特
に
、
明
示
的
な
形
で
取
り
結
ば
れ
る
「
約
束
」
と
の
対
照
と

い
う
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
つ
に
は
「
人
為
」
は
、
公

共
の
利
害
を
顧
慮
す
る
コ
普
遍
的
)
仁
愛
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、
正
義
の

「
規
則
」
そ
の
も
の
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
、
そ
う

し
た
利
害
を
眠
中
に
置
く
こ
と
が
自
然
的
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
が
故
に
、

そ
の
目
的
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
「
規
則
」
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
人
為
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
二
に
、
こ
れ
ら
の
「
人
為
」
の
意
味
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

向
出

然
、
人
為
の
一
弘
別
は
ヒ
ュ

i
ム
に
よ
る
情
念
の
力
学
を
前
提
し
て
始
め
て
成

り
立
ち
、
従
っ
て
、
こ
の
一
民
別
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
で
は

主
に
、
「
人
性
論
』
第
ニ
巻
、
第
三
部
に
お
け
る
行
為
論
の
議
論
が
予
想
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
「
自
然
」
「
人
為
」
は
あ
る
一
部
の
徳

に
つ
い
て
の
み
当
て
は
ま
る
区
別
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
包
括
性
を
意
図

す
る
徳
の
「
分
類
基
準
」
の
如
き
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
実

際
、
彼
が
「
徳
」
と
見
倣
す
も
の
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
行
為
へ
の
傾
向
と

は
縁
の
な
い
も
の
も
多
数
含
ま
れ
て
い
る
。
第
四
に
、
人
為
的
徳
の
概
念
を

最
初
に
導
入
し
た
と
き
の
彼
の
定
義
、
「
人
為
を
介
し
て
道
徳
感
情
が
生
ず

る
」
と
い
う
こ
と
と
は
裏
腹
に
、
自
然
、
人
為
の
相
違
は
、
一
次
的
に
は
、

道
徳
感
情
の
起
こ
り
方
の
上
で
の
相
違
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は

徳
の
主
観
的
側
面
に
根
拠
を
も
っ
相
違
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
道
徳
感
情
を

起
こ
す
べ
き
「
対
象
」
の
発
生
の
在
り
方
と
い
う
、
客
観
的
側
面
に
根
拠
を

も
っ
相
違
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
後
に
現
わ
れ
る
、
「
感
情
そ
の
も

の
は
{
ど
ち
ら
の
場
合
も
]
自
然
的
で
あ
る
」
(
吋

8
0
W
2
C
)
と
い
う
、
先
の

定
義
の
修
正
と
も
受
け
取
れ
る
言
説
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
第
五
に
、
で
は
、
道

徳
感
情
と
の
関
わ
り
方
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
自
然
的
徳
の
ほ
う
が
、
道
徳

感
情
に
は
る
か
に
馴
染
み
ゃ
す
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
(
「
人
性
論
』
的
な
)
「
共
感
」
が
、

i
l
一
般

的
視
点
に
よ
る
補
正
を
受
け
て
さ
え
l
l知
人
や
近
隣
の
者
に
向
け
ら
れ
や

す
く
、
赤
の
他
人
に
は
及
び
に
く
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
、
個
々
の
具
体

的
な
人
物
や
集
団
に
却
し
て
働
き
や
す
く
、
不
特
定
の
漠
然
と
し
た
対
象
に

は
向
か
い
に
く
い
と
い
う
こ
と
(
斗

g
g、
ま
た
、
特
に
正
義
の
場
合
に

は
、
道
徳
感
情
を
喚
起
さ
れ
る
た
め
に
は
、
観
察
者
の
側
で
も
、
そ
れ
が
も
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「
社
会
の
善
」
へ
〆
の
傾
向
を
反
省
し
て
、
長
期
的
な
利
益
に
関
す
る
複
雑

な
功
利
計
算
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
(
拘
留
日
・
)
、
こ
の
徳
の
場

合
に
は
、
こ
れ
を
見
て
も
果
た
し
て
即
座
に
道
徳
感
が
起
き
る
も
の
か
ど
う

か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
等
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。

以
上
の
理
解
、
及
び
、
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
テ

i
マ
区
分
に
基
づ
い

て
、
最
後
に
、
『
探
究
』
に
お
け
る
書
き
替
え
の
ポ
イ
ン
ト
が
ど
こ
に
あ
る

の
か
を
簡
単
に
探
っ
て
み
た
い
。
両
著
作
の
間
の
異
同
を
知
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、
解
釈
の
手
掛
り
と
し
て
、
吋
探
究
』
に
つ
い
て
最
低
限
、
次
の
三
つ
の

事
実
が
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
こ
れ
が
吋
人
性
論
』
第

三
巻
と
は
違
い
、
情
念
論
と
の
繋
が
り
を
断
っ
て
執
筆
さ
れ
た
著
作
で
あ
る

と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
周
知
の
よ
う
に
、
こ
れ
が
俗
受
け
を
狙
っ
た
著
作

で
あ
り
、
従
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
単
純
明
快
を
留
と
し
、
煩
噴
な

議
論
や
一
民
別
は
極
力
こ
れ
を
排
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
第
一
一
一

に
、
付
録
に
「
自
己
愛
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
一
節
を
設
け
て
い
る
こ
と
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
人
性
論
』
に
は
見
ら
れ
な
い
ほ
ど
強
い
口
調
で
、

道
徳
に
お
け
る
自
己
愛
の
否
定
を
説
い
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
も
在
意
を
引
く
相
違
点
は
、
そ
の
、
「
人
性
論
』
と
は
か
け
離

れ
た
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
四
つ
の
分
類
基
準
が
そ
の
ま
ま
全
体
の
章

立
て
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
各
々
の
基
準
(
に
属
す
る

徳
)
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
観
察
者
の
心
に
道
徳
感
情
を
引
き
起

こ
す
こ
と
、
並
び
に
、
そ
れ
を
仲
介
す
る
原
理
と
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に

も
、
!
ー
ー
時
に
は
「
共
感
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
の
、
概
し
て
「
人
間
性

の
感
情

(ωgzsg件。同
F
C
B州

5
5
1
)
」
な
る
表
現
を
与
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
の
l
l
E
あ
る
人
性
の
原
理
が
働
く
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

イ〉

一
見
し

た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、
|
|
少
な
く
と
も
「
本
文
」
に
関
す
る
限
り
は

i
l

吋
人
性
論
』
第
三
巻
の
第
三
部
だ
け
を
拡
張
、
整
理
し
た
よ
う
な
格
好
に
な

っ
て
い
る
。
換
一
一
一
一
閃
す
れ
ば
、
分
類
基
準
、
及
び
、
そ
れ
と
道
徳
感
情
と
の
関

係
づ
け
の
問
題
の
み
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
「
人
性
論
』
に
お
け
る
他
の

主
要
テ

l
マ
は
、
割
愛
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
完
全
に
背
後
に
退
い
て
い

る
。
例
え
ば
、
理
性
主
義
批
判
は
「
付
録
I
」
へ
、
「
黙
約
」
の
論
究
は
「
付

録
匝
」
の
中
の
、
実
質
一
頁
に
す
ぎ
な
い
記
述
へ
と
目
さ
れ
て
お
り
、
更

に
、
正
義
の
発
生
の
問
題
そ
の
も
の
も
、
「
仁
愛
」
と
と
も
に
「
他
人
(
社

会
)
に
と
っ
て
有
用
な
」
「
社
会
的
徳
官
。
丘
巴
〈
目
立

5ω)」
と
し
て
分
類
さ

れ
る
「
正
義
」
の
項
目
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
か
っ
、
そ
の
扱
い

方
も
、
既
に
見
た
通
り
、
正
義
の
偶
然
性
と
有
用
性
を
導
く
だ
け
の
粗
末
な

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
上
の
変
更
の
理
由
は
、
明
ら
か
に
、
一
一
一
つ
の

主
要
テ
l
マ
を
対
等
に
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
陥
っ
た
、
構
成
の
煩
雑
さ
と
い

う
吋
人
性
論
』
で
の
「
失
敗
」
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

。。つU
M

次
に
、
今
一
つ
の
大
き
な
相
違
点
は
、
自
然
と
人
為
と
い
う
区
別
に
関
し

て
で
あ
る
。
『
探
究
』
に
は
、
内
容
的
に
こ
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
箇
所
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
内
(
開

8
5、
し
か
し
、
『
人
性
論
』

と
は
違
っ
て
、
そ
れ
は
、
章
の
表
題
を
な
す
ど
こ
ろ
か
、
少
な
く
と
も
表

面
か
ら
は
ほ
ぼ
完
全
に
姿
を
消
し
て
お
り
、
更
に
は
、
敢
え
て
正
義
の
人
為

性
を
否
定
し
て
み
せ
て
い
る
か
の
よ
う
な
一
一
一
一
口
辞
も
あ
る
(
何
包
ご
。
こ
の
理

由
と
し
て
は
差
し
当
り
三
つ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
既
に
前
面

に
出
し
た
四
つ
の
分
類
基
準
に
加
え
て
、
そ
れ
と
競
合
す
る
基
準
で
あ
る
か

の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
の
区
別
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
徒
に
混
乱
を
招



き
、
誤
解
を
受
け
か
ね
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
区
別
を
論
じ
る
に
は
ど

う
し
て
も
「
利
己
心
」
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
自
己
愛
の

否
定
と
い
う
こ
の
書
の
基
-
調
に
反
す
る
こ
と
。
も
と
よ
り
、
自
己
愛
の
否
定

は
あ
く
ま
で
評
価
の
場
面
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
発
生
の
場
面
で
こ
れ
を

引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
原
理
上
は
何
ら
そ
の
基
調
に
反
す
る
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
誤
解
を
受
け
る
恐
れ
は
十
分
に
あ

る
。
そ
し
て
第
一
一
一
に
、
吋
探
究
』
に
お
け
る
正
義
の
発
生
の
扱
い
方
と
も
関

係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
情
念
論
、
情
念
の
力
学
と
は
切
り
離
さ
れ
た
こ
の

書
で
は
、
こ
の
区
別
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
導
入
の
根
拠
を
失
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

註

ヒ
ュ

i
ム
の
著
作
へ
の
参
照
は
、
次
の
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
と
の
並
記
に
よ

る
D

同，

〉
、
H
，
B
E
Z
σ
a
z
c
g
m
wロ
Z
E
Z
B
w
σ
ι
・
「
〉
・
∞
巳
ぴ
M
1
・
空
間
ぬ
P

C
M内野
)
H
1

門
ゲ
…

SJ1∞・

開

〉
ロ

の。ロの
σ吋H

M

H

口問

Z
2
0
F
 

昨
日
凶
。

刷}吋山口の山同}】
σω
。
I-h 

回出口門叫ロ山門司

。
ι
-
F・
kr
・∞mwMσν15即日
m
m
m
y
C
M
品
。
吋
門
r
H
C
J
日

(1) 
三
つ
の
テ

i
マ
へ
の
区
分
は
次
の
も
の
に
負
う
D

明
・
の
・
巧

Z
U
F

O
吋仏

mw門
m
D
円
四
〉
立
山
由
の

mw
山
口
同
)
。
目
立
庁
内
弘
司
何
回
口
。
ω。同}}凶ア

出
口
自
σぜ

甲
山
口

2
Zロ
ロ
・
司
-
w
g
g
w
g
u
・℃℃・

5
0
1
5
P
N
N
N
W
N
N
∞
同
・
但

し
、
個
々
の
テ

i
マ
の
捉
え
方
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
若
干
異
な

る
見
方
を
し
て
い
る
。

(
2
)
 
も
ち
ろ
ん
、
共
感
を
補
正
す
る
原
理
と
し
て
「
一
般
的
視
点
(
向
。
ロ

22

(3) 

(
4
)
 

(
5
)
 

巳
宮
古
件
。
同
〈
目
。
当
こ
が
必
要
で
あ
る
ひ
な
お
、
道
徳
感
情
論
の
面

だ
け
に
光
を
当
て
て
ヒ
ュ

i
ム
の
道
徳
論
を
通
覧
し
た
も
の
と
し

て
、
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
口
拙
稿
「
ヒ
ュ

i
ム
に
お
け
る
博

念
と
道
徳
」
『
近
代
哲
学
論
叢
』
哲
学
雑
誌
第

7
7
6
号

編

1
9
8
9
年
。

共
感
が
、

哲
学
会

例
え
ば
発
生
の
問
題
と
は
直
接
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ

「
共
感
」
は
、
正
義
の
行
為
を
生
み
出
す
動
機
と
な
り
う

る
よ
う
な
「
普
遍
的
人
類
愛
」
と
取
り
違
え
ら
れ
で
は
な
ら
な
い

(
吋
お
一
に
む
と
か
、
共
感
は
行
為
に
直
結
す
る
と
は
眠
ら
な
い

印
∞
由
)
、
等
の
一
ず
一
同
説
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

円
の
・
当

Z
S
F
。
?
の
山
了
。
・

N
ω
N
・
な
お
、

と
は
、

吋

こ
の
占
山
は
、

「
個
々

の
正
義
の
行
為
は
し
ば
し
ば
公
共
の
利
害
一
に
反
す
る
」
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吋

A
F
C
J
P
 

日∞。
w

開

ω∞
仰
向

-
w

ω。
ぇ
・
)
と
い
う
ヒ
ュ
!
ム
の
テ

i
ゼ
を
検
討
す
る

そ
の
意
味
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

「
社
会
の
秩
序
」
と
い
う
長
期
的
な
目
的
に
資
す
る
正

義
の
行
為
は
、
個
々
の
事
例
に
即
し
て
見
る
と
、
時
と
し
て
、
当
座

の
「
(
一
般
的
)
幸
福
」
と
い
う
意
味
で
の
「
公
共
の
利
益
」
を
(
従

っ
て
ま
た
、
当
然
、
そ
の
意
味
で
の
関
係
者
個
々
人
の
利
益
を
)
犠

牲
に
す
る
場
合
が
あ
る
、

と
こ
ろ
は
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

巧
Z
U
P
は、

ヒ
ュ

i
ム
に
お
い
て
は
、
道
徳
感
覚
論
の
伝
統
と
功

利
主
義
の
先
駆
的
業
績
と
が
髄
踏
を
き
た
す
こ
と
な
く
併
存
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
す
る
。
司
・
の
・
項
目

g
z
p
。H
Y

の昨
-
w
M
}
H
Y
N
H
印i
N
H
J
可・

な
お
、

ヒ
ュ
!
ム
の
道
徳
論
の
主
観
主
義
的
側
面
の
み
を
強
調
す
る

例
え
ば
次
を
参
照
。

p
z
s
g
m刷。ァ

も
の
と
し
て
は
、

の
σ
ユMm凶

H
1
門
日



H
W

山口。

ロ
ロ
件
。
Haω
ロの
F
C
口問州

円四日。

位

σσ
吋

回以吋山口
N
X
V
山σロ

円問。吋

Y
向。同・
m
w
f

何
山
口
目
。
日
付
ロ
ロ
間
仏
ゆ
ω

出
mw
吋山口
ω
m
m
wぴ

σ『
タ
∞
∞
・
∞
hHi
、吋一
Y

M

N

ゅの同
m
w
s
w
H
m
w
∞品・

(
6
)
 
司
・
の
・
項
目
5
E
P
。同}・。
F
W
H
V
・
5

2

・w
N
H
H
?
N
5
・

(
7
)
 
本
稿
で
は
詳
論
を
控
え
る
が
、
『
探
究
』
の
立
場
を
「
人
性
論
』
の
そ

れ
か
ら
広
別
す
る
一
つ
の
特
徴
は
、
前
者
が
、
道
徳
に
お
け
る
「
桂
昌

の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
同
・
、
吋
・
関
山
口
m
w
E
同，
F
O

五
日
一

叩一時四日

L
市
山
内
回
の
ゆ
。
同
己
MO
戸
山
富
間
同
出
向
。
。
同
器
。
話
回
ω
山
口
出
口

Bσ
ぜ
印
ゅ
の
。
ロ
円
四

同坤
N
Q
ミ司、して

。円四
ω

む
・
巧

MHM 

〉

問。，
O
〈
mwHcmw
昨日。ロ

出
口
語
。

同
い
く
山
口
ぬ
件
。
ロ

h
w
M
・同
J

阿
古
予
明
。
込
町
∞
・

5

d
・司

J
S
J
3・

(
8
)
 
こ
う
し
た
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
「
自
然
的
徳
の
起
源
に
つ
い
て
」

い
う
第
三
部
の
表
題
は
明
ら
か
に
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
D

に
も
拘

ら
ず
、
ヒ
ュ

l
ム
が
敢
え
て
こ
の
表
題
を
選
ん
で
い
る
の
は
、
彼

が
、
自
然
的
徳
と
人
為
的
徳
と
の
対
比
と
い
う
こ
と
を
、
「
人
性
論
』

の
道
徳
論
の
最
大
眼
目
の
一
つ
と
し
て
、
無
理
に
で
も
全
体
の
構
成

の
中
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

人
為
的
徳
を
自
然
的
徳
か
ら
分
か
つ
最
大
の
特
徴
の
一

が
い
ず
れ
も
(
「
貞
操
」
の
場
合
で
も
)
あ
る
一
定
の

(9) 

つ
は
、

前
者

「
規
則
」

に
従

う
こ
と
を
要
求
す
る
点
に
あ
る
。

門
戸
項
目
M
O
F
F
8
・
。]{昨

ドロ

N
N
G
同・

こ
れ
は
、

つ
に
は
、

そ
れ
ら
が
す
べ
て
、

何
ら
か
の
形
で

人
間
の
自
然
的
性
向
に
逆
ら
う
行
動
を
要
求
し
て
お
り
、

そ
の
実
践
の
た
め
に
は
個
々
人
に
よ
る
互
い
の
牽
制
が
必
要
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ヒ
ュ

i
ム
が
自
然
的
徳
と
見

必
然
的
に
規
則
や
シ
ス
テ
ム
の
要
素
が
介
入

従
っ
て
、

こ
と
に
よ
る
、

倣
す
も
の
の
中
に
も
、

し
て
く
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
は
、

ト?円、

宮

R
E
O

12 11 

と

(
日
)

(
日
)

出
口
百

σぱ

同，
y
m
w
O
吋一ア

Y
向。吋州凶日

問
。
ロ
己
σ門同ぬ。

Ro 

問。
m
官
ロ

可
何
回
ロ
ア

]戸市部。切

(
u
y
m
w
℃
・
〈
ロ
・

(
叩
)

「
調
整
問
題
」

ヒ
ュ

l
ム
の
も
の
を
も
含
め
た

次
の
も
の
を
参
照
。

の
詳
細
な
分
析
に
つ

F
m
w
d司山

ω

P
2
8江
8
1〉

い
て
は
、

り

同〉甘口。
ω
。円
V
V
刊
の
己
的
tH円四日
1

・
出
ω
コ占円円同

d
・刷
V
J
H
m
v
∞mv
・

同
り
・
の
・
巧

Z
S
F
8・
会
-
w
H
Y
N
ω
ω

同

実
践
的
推
理

づ
く
推
理
」

「
処
世
の
思
慮
に
基

「
道
徳
的
推
理

(
5
2巳
円

g
gロ
山
口
問
)
」
と
が
一
込
別

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、

(℃吋
m
w
の片山内川川凶日

吋mwmwω
。
ロ
山
口
ぬ
)

と

次
を
参
照
。

ロ

の∞-口広岡山⑦吋

M
M

門知のにの
mw
日
間
omwω

。ロ山口問

吋何回

σ
∞
t-Cの
Z
H吋ぬ

mw
ロ
{
同
問
。
ロ
ロ
門
同
mw
氏
。
ロ
ω

。
州
司
コ
』
品
。
ロ
片
山
出
回

ωロ仏

吋

F
Z吋

∞ロ門同

7~
円。吋
MH日
〉
吋
ぬ
ロ

50Eω

開
ト4

。自問

}zmgzoロ

ロ宮門リ。ロ門
ω
F
C
M内向。吋《凶日
(
U

目mw
門。ロ門目。口同)円。
ω
F

同ロ

H
C
O
ω
 

こ
の
区
別
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、

け
る
こ
大
現
象
、
「
利
己
心
」
に
基
づ
く
人
為
的
徳
の
発
生
と
、

に
基
づ
く
道
徳
感
情
の
生
起
と
の
問
の
相
違
は
、

ヒ
ュ

i
ム
の
道
徳
論
に
お「共

"喧'""よ4ミ

L.. 

ほ
ぽ
、

℃吋
IC
仏
m
w
D
片山
mwH

円。
mwω
。同岡山口問

と

5
0
3
}
話
器
。
ロ
山
口
ぬ
と
の
間
の
相
違

に
対
応
す
る
、

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
人
為
」

そ

の

他

、

第

四

に

、

政

治

家

が

、

の
側
に
道
徳
感
を
引
き
起
こ
し
て
統
治
の
使
を
図
ろ
う
と
す
る
と
き

に
用
い
る
「
策
」
、
と
い
っ
た
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

〈
寸
印
(
)
。

h
J
1
3
0

と
い
う
言
葉
は
、

臣
民

「
自
然
」
「
人
為
」
の
区
別
そ
の
も
の
は
、
以
後
の
著
作
で
も
一
貫
し

て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
口
例
え
ば
、
E
C同
己
5

0
吋昨日
S
H
P
E
5
2
w
w
w

吋

Z

E出。
ω
。
喜
百
戸
当

2
F
。仏
ω
・

吋
，
・
出
・
の

5
0ロ
ωロ門田、阿

P

・
E
・
の
さ
ω
P
〈♀・

ω噌
℃
匂
-AFmh肝
1lh5hy
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