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は
じ
め
に

『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
第
一
章
に
は
、「
通
常
の
道
徳
的
理
性
認
識
か

ら
哲
学
的
な
道
徳
的
理
性
認
識
へ
の
移
行
」
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
先

に
述
べ
た
よ
う
に②
、こ
こ
で
は
背
進
的
上
昇
的
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

道
徳
に
か
ん
す
る
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
を
分
析
し
て

経
験
的
・
偶
然
的
要
素
を
取
り
除
き
、
そ
の
認
識
の
背
後
に
あ
る
も
の
へ
と
さ
か
の

ぼ
っ
て
い
き
、
最
上
位
の
道
徳
原
理
を
抽
出
す
る
と
い
う
方
法
を
と
る
。
こ
こ
で
注

意
が
必
要
な
の
は
、
こ
こ
で
の
議
論
の
出
発
点
は
当
時
の
一
般
的
な
人
々
の
道
徳
観

や
自
然
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
観
や
自
然
観
は
、
今
日
の
も
の

と
全
面
的
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
読
者
が
そ
の
道
徳

観
や
自
然
観
に
対
し
て
違
和
感
や
反
発
を
抱
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ

と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
カ
ン
ト
ぎ
ら
い
が
生
じ
る
こ
と
も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
い
っ
た
道
徳
観
や
自
然
観
は
、
カ
ン
ト
が
提
示
す
る

道
徳
原
理
の
正
当
化
論
拠
な
の
で
は
な
く③
、
道
徳
原
理
を
見
つ
け
出
す
た
め
の
手
が

か
り
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
そ
う
い
う
道
徳
観
や

自
然
観
を
共
有
す
る
こ
と
ま
で
も
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
異
な

る
現
代
の
道
徳
観
か
ら
出
発
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
道
徳
原
理
を
探
り
出
し
て
も
よ

い
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
カ
ン
ト
の
提
示
し
た
道
徳
原
理
と
親
和
性
の
高
い

も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る④
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
単
な
る

手
が
か
り
で
あ
る
と
し
て
も
そ
う
い
っ
た
特
定
の
道
徳
観
や
自
然
観
を
用
い
る
と
い

う
方
法
自
体
を
拒
否
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
の
第
一
章
は
読
み
飛
ば
し
て
、
そ
も
そ
も

理
性
能
力
と
は
い
か
な
る
能
力
で
あ
る
の
か
と
い
う
根
源
か
ら
理
論
を
構
築
す
る
第

二
章
か
ら
読
み
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

一
、  「
善
い
意
志
」

―
条
件
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
そ
れ
を
条

件
づ
け
る
も
の

―

「
お
よ
そ
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
、い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
世
界
の
外
に
お
い
て

も
、
無
制
限
に
よ
い
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
は
、
た
だ
善
意
志
以
外
に
は
何
も
考
え

ら
れ
な
い
」（Ⅳ
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）⑤
。
こ
れ
が
第
一
章
の
冒
頭
の
一
文
で
あ
り
、カ
ン
ト
倫
理
学
と

い
え
ば
善
意
志
の
倫
理
学
だ
と
い
う
よ
う
に
紹
介
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
一
文
の
ゆ
え

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
の
は
、≪

わ
れ
わ

れ
人
間
の
意
志
は
も
と
も
と
善
で
あ
る≫

と
い
う
よ
う
な
い
わ
ば
性
善
説
的
な
主
張

で
も
な
け
れ
ば
、≪

わ
れ
わ
れ
人
間
は
善
い
意
志
を
も
つ
べ
き
で
あ
る≫

と
い
う
よ

う
な
規
範
的
要
求
で
も
な
い
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
全
体
の
な
か
に
は
そ

う
い
っ
た
要
素
も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
箇
所
は
、
そ
れ
を
主
張

し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る

の
は
、
善
い
も
の
一
般
の
分
析
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
に
お
い
て≪

よ
い

≫

と
み
な
し
て
い
る
も
の
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
そ
れ
ら
を
分
析
・
分
類
し
て
み
よ
う
、

カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
二
）

―
第
一
章
の
研
究①

―

北　

尾　

宏　

之



二

720

く
わ
し
く
言
う
と
、
一
定
限
度
で
よ
い
に
す
ぎ
な
い
も
の
（
条
件
つ
き
で
よ
い
と
い
え

る
も
の
）
と
無
制
限
に
よ
い
も
の
（
無
条
件
に
よ
い
と
い
え
る
も
の
）
と
に
分
類
し
て
み

よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
カ
ン
ト
は
、
こ
の
文
に

つ
づ
け
て
、
知
性
、
機
智
、
判
断
力
な
ど
の
精
神
の
才
能
、
さ
ら
に
は
勇
気
、
決
断

力
、
根
気
強
さ
な
ど
の
気
質⑥
の
特
徴
、
そ
し
て
ま
た
権
力
や
富
、
名
誉
、
健
康
、
さ

ら
に
は
幸
福
と
呼
ば
れ
る
全
面
的
な
無
病
息
災
、
自
分
の
状
態
へ
の
満
足
と
い
っ
た

幸
運
の
恵
み
な
ど
を
例
示
し
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
多
く
の
点
で
よ
い
も
の
だ
と
わ

れ
わ
れ
が
み
な
し
て
い
る
と
し
て
も
、
一
定
限
度
で
よ
い
と
言
え
る
に
す
ぎ
ず
、
わ

れ
わ
れ
は
け
っ
し
て
そ
れ
ら
を
無
制
限
に
よ
い
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、も
し
も
そ
れ
ら
を
用
い
る
人
の
意
志⑦
が
善
で
な
い
場
合
（
た

と
え
ば
意
図
的
に
犯
罪
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
者
の
場
合
）
に
は
、そ
れ
ら
は
か
え
っ

て
有
害
で
悪
質
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

の
も
の
は
、
善
い
意
志
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
の
み
よ
い
と

い
え
る
の
で
あ
り
、
条
件
つ
き
で
よ
い
と
い
え
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
条
件
と
な
る
の
が
善
い
意
志
な
の
で
あ
る⑧
。

以
上
に
よ
り
、
知
性
や
判
断
力
、
勇
気
や
決
断
力
、
権
力
や
富
や
健
康
、
こ
れ
ら

は
条
件
つ
き
で
よ
い
と
い
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
よ
さ
を
条
件
づ
け
る
の
は
善

い
意
志
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
善
い
意
志
も

ま
た
、他
の
何
ら
か
の
条
件
の
も
と
で
の
み
よ
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
答
え
は
、
否
で
あ
る
。「
善
い
意
志
が
善
で
あ
る
の

は
、
そ
れ
が
ひ
き
お
こ
し
た
り
達
成
し
た
り
す
る
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
前
提
さ
れ
た
目
的
の
達
成
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
そ
れ

が
欲
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
の
で
あ
る
」

（Ⅳ
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）。た
と
え
何
も
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
意
志
は
善
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
心
情
倫
理
を

も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
や
は
り
結
果
が
と
も
な
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
批
判
が
た
だ
ち
に
想
起
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て

い
る
の
は
行
為
で
は
な
く
意
志
で
あ
る
。
た
し
か
に
あ
る
行
為
が
結
果
と
し
て
何
も

達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
な
ら
、そ
の
行
為
は
行
為
と
し
て
は
失
敗
で
あ
り
、

そ
の
行
為
を
選
択
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
た

と
え
ば
、
遭
難
者
を
助
け
よ
う
と
し
て
山
に
入
っ
た
が
力
及
ば
ず
自
分
も
二
次
遭
難

し
て
し
ま
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
行
為
の
選
択
は
正
し
い
選
択
と
は
い
え
ず
、
別
の

行
為
を
選
択
す
べ
き
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
遭
難
者
を
助
け
た
い
と

い
う
意
志
そ
れ
自
体
は
ま
ち
が
い
で
は
な
い
。
行
為
の
結
果
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ど

う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
助
け
た
い
と
い
う
意
志
は
善
い
意
志
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
そ
の
意
味
で
、
善
い
意
志
は
、
行
為
の
結
果
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
自
体
で
よ
い
、
す
な
わ
ち
無
条
件
に
よ
い
と
い
え
る
の
で
あ
る⑨
。

二
、
目
的
論
的
自
然
観
と
理
性

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
意
志
が
何
か
の
役
に
立
つ
と
い
う
有
用
性
と
関
係

な
く
そ
れ
自
身
だ
け
で
絶
対
的
な
価
値
を
も
つ
と
い
う
考
え
方
は
、
や
は
り
違
和
感

を
生
み
か
ね
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
こ
と
を
懸
念
し
、
こ
の
考
え
方
を
さ
ら
に
補
足

説
明
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
説
明
は
、
目
的
論
的
な
自
然
観
を
援
用
し
た
少
々
回
り

く
ど
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
意
志
は
、
単
に
本
能
や
衝
動
の
ま
ま
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
で
は

ど
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
意
志
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
理
性
が
そ
な
わ
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
間
に
は
何
の
た
め
に
理
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
考
察
の
手
が
か
り
に
す
る
。
自
然
界
に
お
け
る
諸
生
物
は

そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
諸
機
能
・
諸
器
官
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
実
に

う
ま
く
で
き
て
お
り
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
適
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
聴
覚
の
す
ぐ
れ
た
動
物
、
嗅
覚
の
す
ぐ
れ
た
動
物
、
走
力
の
す
ぐ
れ
た
動
物
な
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ど
な
ど
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
そ
の
能
力
が
あ
っ
て
こ
そ
安
泰
な
生
存
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
自
然
界
の
諸
生
物
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
安
泰
な
生
存
と
い
う
目
的
に

適
し
た
よ
う
に
諸
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
目
的
論
的
な
自
然
観
で
あ
る
。
そ

う
し
た
自
然
観
は
、
そ
の
よ
う
に
意
図
し
て
こ
の
世
界
を
創
造
し
た
創
造
主
の
存
在

を
想
定
す
る
と
い
う
考
え
方
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
す
ん

な
り
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
代
の
初
学

者
が
本
書
の
第
一
章
の
最
初
の
数
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
、
さ
っ
そ
く
カ
ン
ト
ぎ
ら
い
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
は

本
書
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
も⑩
、
こ
う
し
た
目
的
論
的
自
然
観
を
に
お
わ
せ
る
叙
述

を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
自
身
の
信
念
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
自
然
観
を
学
問
的

論
証
の
論
拠
と
な
る
知
見
と
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

⑪
。
た
だ
、
カ
ン
ト
の
時
代
の
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
自
然
観
は
違
和

感
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
ふ
つ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

第
一
章
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
ま
た
章
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、

当
時
世
間
で
ふ
つ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
認
識
を
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
自
然
観
は
あ
く
ま
で
も
考
察
の
手
が
か
り
と

し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
学
問
的
正
当
化
の
論
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
お
く
な
ら
ば
、
現
代
人
に
と
っ
て
の
違

和
感
は
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
て
し
ば
ら
く
カ
ン
ト
の
論
述
に
追
従
す
る
こ
と
は
、
か

な
ら
ず
し
も
無
益
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
先
の
問
い
に
戻
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
人
間
に
は
、
い
っ
た
い
何
の

た
め
に
意
志
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
理
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し

も
そ
れ
が
安
泰
な
生
存
、
あ
る
い
は
快
適
な
生
存
の
た
め
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
ど

う
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
は
、
理
性
は
最
適
で
あ
る
と
は

い
え
な
い
。
安
泰
で
快
適
な
生
存
の
た
め
で
あ
れ
ば
、
理
性
に
し
た
が
う
よ
り
も
本

能
に
し
た
が
う
ほ
う
が
う
ま
く
い
く
（Ⅳ

 395

）。
説
明
を
補
お
う
。
た
と
え
ば
、
空

腹
の
と
き
、
あ
る
い
は
お
い
し
そ
う
な
も
の
が
あ
る
と
き
、
本
能
に
し
た
が
う
な
ら

ば
、そ
れ
が
他
人
の
食
べ
物
で
あ
ろ
う
と
食
べ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
、

自
分
の
生
存
を
安
泰
あ
る
い
は
快
適
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
理
性

が
は
た
ら
く
な
ら
ば
、
そ
れ
が
他
人
の
食
べ
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
自
分
の
空
腹
や

食
欲
を
お
さ
え
て
で
も
、そ
の
食
べ
物
に
手
を
出
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
け
っ
か
、

安
泰
で
快
適
な
生
存
を
犠
牲
に
す
る
と
し
て
も
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
人
間
に
理

性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、安
泰
で
快
適
な
生
存
を
可
能
に
す
る
た
め
で
は
な
い
。

言
い
か
え
れ
ば
、
単
に
獣
の
よ
う
に
生
き
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人

間
ら
し
く
生
き
る
た
め
、
さ
ら
に
い
え
ば
正
し
く
生
き
る
た
め
、
善
い
生
き
方
を
す

る
た
め
、
す
な
わ
ち
善
い
意
志
を
生
み
出
す
た
め
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
理
性
を
も

つ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
理
性
の
使
命
は
、安
泰
で
快
適
な
生
存
の
た
め
な
ど
の「
手

段
と
し
て
善
い
意
志
を
生
み
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
と
し
て
善
い
意
志
を

生
み
出
す
こ
と
」（Ⅳ

 396

）
な
の
で
あ
る
。

三
、
善
い
意
志
と
義
務

で
は
、
有
用
性
と
は
関
係
な
く
そ
れ
自
体
で
善
い
意
志
と
は
ど
の
よ
う
な
意
志
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
わ
れ
わ
れ
が
ふ
だ
ん

い
だ
い
て
い
る
義
務
の
概
念
を
手
が
か
り
に
す
る
（Ⅳ

 397

）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、義

務
の
概
念
の
な
か
に
は
善
い
意
志
の
概
念
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
義
務
の
概
念
を

明
ら
か
に
す
れ
ば
、
善
い
意
志
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
も
明
ら
か
に
な

る
。
た
だ
し
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
完
璧
な
存
在
で
は
な
く
、
義
務
を
果
た
そ
う
と
す

る
さ
い
に
さ
ま
ざ
ま
な
妨
げ
の
も
と
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
の
妨
げ
に
打
ち
克
っ

て
義
務
を
果
た
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
な
お
さ
ら
り
っ
ぱ
な
こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先

取
り
し
て
い
え
ば
、
そ
の
克
服
は
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
力
に
よ
っ
て
こ
そ
な
さ
れ
る
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の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
善
い
意
志
の
は
た
ら
き
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
、
行
為
を
義
務
と
の
関
係
か
ら

い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
説
明
す
る
。
ま
ず
、
行
為
は
義
務
に
合
致
し
た
行

為
と
義
務
に
反
し
た
行
為
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
義
務
に
反
し
た
行
為
は
考

察
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
に
お
い
て
は
善
い
意
志
は
は
た
ら
い

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
た
い
と
い

う
気
持
ち
か
ら
行
為
し
た
が
、
結
果
的
に
そ
の
人
を
助
け
る
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て
苦

し
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
善
い
意

志
が
は
た
ら
い
て
は
い
た
が
義
務
に
反
し
た
行
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
行
為
そ
れ
自
体
は
義
務
に
反
し

て
い
る
と
は
言
え
ず
、
む
し
ろ
義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

義
務
に
反
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
行
為
の
結
果
か
ら
判
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

次
に
、
義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
る
が
、
義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
る
か
ら

と
い
っ
て
も
、そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
善
い
意
志
が
働
い
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
義
務
に
合
致
し
た
行
為
を
、
よ
り
細
か
く
分
類
し
て
み
よ
う
。
カ
ン
ト
は

そ
れ
を
三
種
類
に
分
類
す
る
。
ま
ず
ひ
と
つ
め
は
、「
義
務
に
合
致
し
て
は
い
る
が
、

人
が
そ
の
行
為
へ
の
直
接
の
傾
向
性
は
も
っ
て
は
お
ら
ず
、
と
は
い
え
別
の
傾
向
性

に
よ
っ
て
そ
の
行
為
へ
と
か
り
た
て
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
為
を
す
る
」（Ⅳ

 

397

）
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
次
に
ふ
た
つ
め
は
、「
行
為
が
義
務
に
合
致
し
て
い
て
、

さ
ら
に
主
体
が
そ
の
行
為
へ
の
直
接
的
な
傾
向
性
を
も
つ
」（Ⅳ

 397

）
と
い
う
場
合

で
あ
る
。
最
後
に
三
つ
め
は
、
そ
の
行
為
が
「
義
務
に
も
と
づ
い
て
」（Ⅳ

 397

）
な

さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
い
う
「
傾
向
性
（N

eigu
n

g

）」
と
は
、「
欲

求
能
力
が
感
覚
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
」
を
さ
す
（Ⅳ

 413 A
n

m
.

）。
し
た
が
っ
て
、

ひ
と
つ
め
と
ふ
た
つ
め
は
、
直
接
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
ち
が
い
は
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
感
覚
に
も
と
づ
い
て
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
三
つ
め
の
「
義
務
に
も
と
づ
い
て
」
な
さ
れ
る
行
為
と
は
、
傾
向
性
に
も
と
づ

く
わ
け
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
感
覚
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ゆ
え
理
性
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
行
為
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

ひ
と
つ
め
の
「
そ
の
行
為
へ
の
直
接
の
傾
向
性
は
も
っ
て
は
お
ら
ず
、
と
は
い
え

別
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
へ
と
か
り
た
て
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
為
を

す
る
」
と
は
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
や
り
た
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
別
の
こ

と
に
心
が
ひ
か
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
行
為
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が

あ
げ
る
例
は
、
商
人
が
不
慣
れ
な
客
に
対
し
て
ボ
ッ
タ
ク
リ
を
す
る
こ
と
な
く
、
ど

の
客
に
対
し
て
も
一
定
の
同
じ
値
段
で
売
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、

義
務
に
反
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
義
務
に
合
致
し
て
い
る⑫
。
し
か
し
な
が
ら
、
商

人
が
こ
の
よ
う
に
行
為
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
自
体
に
心
ひ
か
れ
て
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
、ま
た
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
を
義
務
だ
と
考
え
て
の
こ
と
で
も
な
く
、

ボ
ッ
タ
ク
リ
を
す
る
と
結
果
的
に
世
間
の
信
頼
を
失
い
、客
が
減
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

し
た
が
っ
て
自
己
利
益
へ
の
傾
向
性
か
ら
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場

合
に
は
、
行
為
と
し
て
は
義
務
に
合
致
し
て
い
る
と
し
て
も
、
善
い
意
志
が
は
た
ら

い
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
も
ち
ろ

ん
許
容
は
す
る
が
、
道
徳
的
に
り
っ
ぱ
な
行
為
だ
と
称
賛
す
る
こ
と
ま
で
は
し
な
い

で
あ
ろ
う
。

ふ
た
つ
め
の
「
そ
の
行
為
へ
の
直
接
的
な
傾
向
性
を
も
つ
」
と
は
、
ひ
と
つ
め
の

場
合
と
は
ち
が
っ
て
他
の
何
か
へ
の
欲
求
の
ゆ
え
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
そ
の
も
の

を
感
覚
的
に
欲
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
商
人
の
例
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば

ど
ん
な
客
で
も
お
客
さ
ん
は
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
好
き
だ
か
ら
と
い
う
「
い
わ
ば
愛

に
も
と
づ
い
て
」（Ⅳ

 397

）
一
定
の
同
じ
値
段
で
売
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ

う
い
っ
た
こ
と
は
実
際
に
は
想
定
し
づ
ら
い
。そ
こ
で
カ
ン
ト
は
別
の
例
を
あ
げ
る
。

そ
れ
は
自
ら
の
生
命
を
維
持
す
る
こ
と
と
い
う
義
務
で
あ
る⑬
。
た
だ
、
ふ
つ
う
わ
れ

わ
れ
は
死
に
た
く
な
い
、
生
き
て
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
ほ
か
の
何
か
の

た
め
に
生
き
て
い
た
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
を
直
接
的
に
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欲
し
て
い
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
い
う
「
直
接
的
な
傾
向
性
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
多
く
の
人
は
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
、
健
康
に
留
意
し
て
節
制
を
心

が
け
る
な
ど
す
る
。
こ
の
こ
と
は
義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

に
道
徳
的
な

0

0

0

0

価
値
は
な
い
と
カ
ン
ト
は
い
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
自

分
が
生
き
て
い
た
い
か
ら
や
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
や
り
た
い
こ
と
を
や
る
の
は

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、道
徳
的
に
り
っ
ぱ
な
こ
と
、

価
値
あ
る
こ
と
と
ま
で
は
い
え
な
い⑭
。
こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
人
が
、
災
難
や
絶
望

的
な
悲
し
み
に
見
舞
わ
れ
た
た
め
に
、
も
う
生
き
て
い
る
の
は
い
や
だ
、
死
ん
で
し

ま
い
た
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
が
、
一
方
で
死
ん

で
し
ま
い
た
い
と
思
い
つ
つ
も
、他
方
で
、死
ぬ
の
が
こ
わ
い
と
い
っ
た
恐
怖
心
（
つ

ま
り
傾
向
性
）
か
ら
で
は
な
く
、
い
や
や
は
り
死
ん
で
は
い
け
な
い
、
生
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
そ
れ
が
自
分
の
義
務
だ
と
考
え
て
、
も
う
ち
ょ
っ
と
頑
張
っ
て
み
よ
う

と
生
き
抜
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
に
は
、
そ
の
人
の
心
の
あ
り
か
た
に
は
道
徳

的
な
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
（Ⅳ

 398

）。
こ
こ
に
は
、
死
に
た
い
と
い
う
誘
惑
に
打

ち
克
っ
て
頑
張
っ
て
み
よ
う
と
い
う
自
ら
の
強
い
意
志
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
そ
の

意
志
の
お
か
げ
で
死
な
ず
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
意
志
こ
そ
が
「
善
い
意
志
」
な
の

で
あ
る
。
義
務
遂
行
の
妨
げ
と
な
る
誘
惑
に
打
ち
克
つ
と
い
う
点
に
道
徳
的
価
値
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
カ
ン
ト
は
他
人
に
対
す
る
親
切
な
行
為
と
い
う
例
を
あ
げ
る
。
こ
の
行

為
に
つ
い
て
も
上
記
の
三
分
類
が
あ
て
は
ま
る
。
ま
ず
、
何
か
の
見
返
り
を
求
め
て

親
切
に
す
る
の
は
、「
別
の
傾
向
性
に
よ
っ
て
か
り
た
て
ら
れ
た
」
と
い
う
ひ
と
つ
め

の
タ
イ
プ
で
あ
り
、
義
務
に
合
致
し
て
い
る
と
し
て
も
道
徳
的
に
り
っ
ぱ
な
価
値
あ

る
行
為
だ
と
は
言
え
な
い
。
次
に
、
そ
の
人
が
も
と
も
と
共
感
的
な
気
質
や
世
話
好

き
な
タ
チ
だ
か
ら
親
切
に
す
る
と
い
う
の
は
、「
直
接
的
な
傾
向
性
」
に
よ
る
と
い
う

ふ
た
つ
め
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、義
務
に
合
致
し
た
行
為
で
は
あ
る
が
、

道
徳
的
に
り
っ
ぱ
だ
、
よ
く
頑
張
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
は
評
価
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
と
も
と
そ
う
し
た
共
感
的
な
気
質
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
自

分
自
身
も
人
助
け
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
苦
境
に
あ
る
人
が
、
そ
れ
で
も
困
っ
て

い
る
人
を
見
て
、
や
は
り
助
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
自
分
の
義
務
だ
と
考

え
て
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
誘
惑
に
打
ち
克
っ
て
頑
張
っ
た

の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
が
「
義
務
に
も
と
づ
い
て
」
と
い
う
三
つ
め
の
タ
イ
プ
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
強
い
意
志
、
善
い
意
志
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
こ
の
行
為
に
は
道

徳
的
価
値
が
あ
る
、「
気
質
」
で
は
な
く
「
性
格
」⑮
の
価
値
が
あ
る
と
い
え
る
わ
け
で

あ
る
（Ⅳ

 398f.

）。

さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、
自
分
自
身
の
幸
福
を
確
保
す
る
こ
と
、
隣
人
を
愛
す
る
こ
と

と
い
っ
た
例
を
あ
げ
て
い
る
が
、
議
論
の
構
造
は
こ
こ
ま
で
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ

る
。
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
傾
向
性
に
も
と
づ
く
行
為
は
、
義
務
に
合
致
し

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
善
い
意
志
の
は
た
ら
き
は
見
ら
れ
ず
、
道
徳
的
価
値
を

も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
義
務
に
も
と
づ
き
、
ま
た
そ
れ
へ
の
妨
げ
に
打
ち
克
っ
て
な

さ
れ
る
行
為
に
お
い
て
こ
そ
、
善
い
意
志
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
道
徳
的
価
値
が
あ

る
と
い
え
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
対
し
て
は
、
わ
ざ
わ
ざ
義
務
に
も
と
づ
い
て
な
ど
と
考
え
な
く
て
も
直

接
的
な
傾
向
性
か
ら
他
人
に
対
し
て
親
切
に
す
る
な
ど
義
務
に
合
致
し
た
行
為
が
で

き
る
な
ら
そ
れ
で
よ
い
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
う
が
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
う
る
。
こ
の
反
論
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、わ
れ
わ
れ
人
間
は
け
っ
し
て
完
璧
な
存
在
で
は
な
く
、

そ
の
よ
う
な
善
良
な
傾
向
性
を
つ
ね
に
も
つ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ

は
、
義
務
に
反
し
て
で
も
自
ら
の
利
益
を
得
た
い
と
い
っ
た
誘
惑
に
つ
ね
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
こ
と
を
直
視
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
現
実
の
姿
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
義
務

に
合
致
し
た
行
為
を
す
る
こ
と
へ
の
直
接
的
な
傾
向
性
が
つ
ね
に
発
動
す
る
と
か
ぎ

ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
傾
向
性
だ
け
に
依
拠
す
る
と
な
る
と
、
義
務
に
合
致
し
た
行
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為
は
つ
ね
に
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
傾
向
性
が
生
じ
た

と
き
だ
け
、
た
ま
た
ま
そ
ち
ら
に
心
が
ひ
か
れ
た
と
き
だ
け
、
た
ま
た
ま
気
の
向
い

た
と
き
だ
け
し
か
な
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は
、
心
を

ひ
か
れ
よ
う
が
ひ
か
れ
ま
い
が
、
気
が
向
い
て
も
気
が
向
か
な
く
て
も
、
け
っ
し
て

や
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、か
な
ら
ず
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
（
カ
ン
ト
が

あ
げ
て
い
る
例
の
当
否
は
別
に
し
て
）。
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
や
義
務
と
呼
ん
で
い
る
も
の

は
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
カ
ン
ト
は
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
意
志
の
形
式
的
原
理

こ
れ
に
つ
づ
く
段
落
（Ⅳ

 399

）
は
、「
第
二
の
命
題
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
義

務
に
も
と
づ
く
行
為
が
道
徳
的
価
値
を
も
つ
の
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
意
図
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
決
意
さ
れ
る
と
き
に
準
拠

す
る
格
率
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
始
ま
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
段
落
に
お
い
て
「
第
一

の
命
題
」
と
い
う
表
現
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
、
本
稿
前
節
で
示
し

た
命
題
、
す
な
わ
ち
行
為
が
道
徳
的
価
値
を
も
つ
の
は
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
で
は

な
く
義
務
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
と
い
う
命
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
行
為
が
義
務
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、こ
の
第
二
の
命
題
で
あ
る
。「
命
題
」
あ
る
い
は
「
格

率
」
と
い
っ
た
や
や
硬
い
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
論
述
は
こ
の
あ
た

り
か
ら
「
通
常
の
道
徳
的
理
性
認
識
」
か
ら
「
哲
学
的
な
道
徳
的
理
性
認
識
」
へ
と

移
行
す
る
。
ふ
だ
ん
人
々
が
道
徳
に
関
し
て
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
と
い
う

理
解
の
な
か
か
ら
、
枝
葉
を
取
り
除
き
本
質
部
分
を
抽
出
し
、
そ
れ
を
厳
密
な
用
語

規
定
を
介
し
て
表
現
す
る
と
い
う
分
析
作
業
で
あ
る
。

行
為
の
道
徳
的
価
値
が
「
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
意
図
に

お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
決
意
さ
れ
る
と
き
に
準
拠
す
る
格
率
に
お
い
て
で

あ
る
」
と
い
う
の
は
、
先
に
示
し
た⑯
「
善
い
意
志
が
善
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
ひ
き

お
こ
し
た
り
達
成
し
た
り
す
る
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
前
提
さ
れ
た

目
的
の
達
成
に
役
立
つ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
な
く
、
そ
れ
が
欲
す
る
と
い
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
に
お
い
て
善
な
の
で
あ
る
」（Ⅳ

 394

）
と
い

う
こ
と
の
言
い
換
え
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
格
率
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
意
志
の

原
理
」（Ⅳ

 400

）、「
欲
求
作
用
（W

ollen

）
の
主
観
的
原
理
」（Ⅳ

 400 A
n

m
.

）、
わ
か

り
や
す
く
い
え
ば
、そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
行
動
方
針
と
し
て
立
て
て
い
る
マ
イ
・

ル
ー
ル
あ
る
い
は
ポ
リ
シ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意

志
は
「
形
式
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
」
か
「
実
質
的
で
あ
る
と
こ

ろ
の
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
動
機
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

行
為
が
義
務
に
も
と
づ
い
て
生
じ
る
場
合
に
は
形
式
的
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（Ⅳ

 400

）。
後
者
の
意
志
規
定
と
は
、
行
為
の
結

果
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
快
楽
や
富
、
名
誉
な
ど
の
よ
う
な
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
欲

求
の
対
象
〔
＝
実
質
（M

aterie

）〕
を
行
為
の
動
機
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、快
楽
や
富

や
名
誉
は
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
と
お
し
て
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
点
で
、「
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
」
だ
と
言
わ
れ
る
。
で
は
、「
形
式
的
で
あ
る
と
こ
ろ

の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
の
答
え
と
な
る
の
が
、
カ
ン
ト
が
次
に
示
す
第
三
の
命
題
で
あ
る
。
そ
の
命

題
と
は
、「
義
務
と
は
、
法
則
に
対
す
る
尊
敬
に
も
と
づ
い
た
行
為
の
必
然
性
で
あ

る
」（Ⅳ

 400

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
短
い
命
題
の
な
か
に
は
、
重
要
な
こ
と

が
ふ
た
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
、「
義
務
と
は
行
為
の
必
然
性
で
あ
る
」
と
は
、

≪
義
務
と
は
か
な
ら
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る≫

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
ど
ち
ら
で
も
よ
い
、
や
り
た
い
と
き
だ
け
、
気
の
向

い
た
と
き
だ
け
（
＝
傾
向
性
が
は
た
ら
い
た
と
き
だ
け
）
や
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
な
ら
、

そ
れ
は
義
務
と
は
呼
ば
な
い
。
い
や
な
と
き
で
も
、
や
り
た
く
な
い
と
き
で
も
、
そ

れ
で
も
か
な
ら
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
義
務
で
あ
る
。
何
を
や
ら
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
、こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
。「
か
な
ら
ず
」
と
い
う
点
だ

け
が
問
題
で
あ
る
。「
か
な
ら
ず
○
○
す
る
」、
こ
れ
が
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
形
式
」

な
の
で
あ
り
、「
○
○
」
の
中
身
が
「
実
質
」
で
あ
る
。

次
に
、「
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
す
ん
な
り
受
け
入
れ
に

く
い
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
尊
敬
」
と
い
う
語
の
意
味
を
あ
ら
か
じ
め
わ
れ
わ

れ
の
日
常
の
使
い
方
か
ら
前
提
し
て
お
い
て
そ
こ
か
ら
理
解
を
試
み
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
、
こ
こ
で
「
尊
敬
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か

を
さ
ぐ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
く
わ
し
い
説
明
は
、
次
の
段
落
に
つ
け
ら
れ
た
注

（Ⅳ
 401 A

n
m

.

）
お
よ
び
第
二
章
（Ⅳ

 436

）、
さ
ら
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
分

析
論
」
第
三
章
（Ⅴ

 71f.

）
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
さ
し
あ
た
り
は
、
り
っ

ぱ
な
こ
と
だ
、
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
考
え
て
尊
重
し
よ
う
と
い
う
思
い
、
敬
意
の

念
の
こ
と
だ
と
受
け
と
め
て
お
く
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
法
則
に
対

す
る
尊
敬
に
も
と
づ
い
た
行
為
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
義
務
と
い
う
か
た
ち

で
意
識
さ
れ
る
道
徳
の
ル
ー
ル
（
＝
道
徳
法
則
）
に
、
単
に
い
や
い
や
し
た
が
う
、
あ

る
い
は
く
だ
ら
な
い
、
ば
か
ば
か
し
い
と
思
い
な
が
ら
し
た
が
う
の
で
は
な
く
、
す

ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
し
た
が
う
と
い
う
行
為
の
あ
り
か
た
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ
は
自
分
が
ま
だ
そ
こ
ま
で
達
し
て
い
な
い
よ
う
な
境
地
だ
と

い
う
、自
ら
の
至
ら
な
さ
の
自
覚
が
と
も
な
っ
て
い
る
。
心
の
中
で
は
く
だ
ら
な
い
、

ば
か
ば
か
し
い
と
思
い
な
が
ら
表
面
上
し
た
が
っ
て
い
る
だ
け
の
行
為
に
は
道
徳
的

価
値
は
な
い
。
心
の
底
か
ら
そ
れ
を
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
え
た
う
え
で
、
そ
し

て
そ
の
境
地
に
ま
で
自
分
を
高
め
よ
う
と
い
う
気
持
ち
か
ら
し
た
が
う
と
き
は
じ
め

て
、
そ
の
行
為
は
道
徳
的
に

0

0

0

0

価
値
あ
る
行
為
だ
と
い
え
る
こ
と
に
な
る
。

行
為
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
快
や
富
や
名
誉
、
こ
う
い
っ
た
も
の
へ
と
心
が
傾
く

こ
と
や
、そ
ち
ら
へ
と
引
っ
張
ら
れ
る
こ
と
は
た
し
か
に
あ
る
。
し
か
し
、そ
う
い
っ

た
も
の
に
対
し
て
敬
意
の
念
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
敬
意
の
念
を
も
つ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
道
徳
的
に
価
値
あ
る
行
為
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
、
そ
う
い
う
行

為
へ
と
意
志
を
定
め
る
さ
い
に
根
拠
と
な
る
も
の
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠

と
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
義
務
と
い
う
か
た
ち
で
意
識
さ
れ
る
道
徳
の
ル
ー
ル

（
＝
道
徳
法
則
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
思
い
、
行
動
方

針
（
す
な
わ
ち
格
率
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
章
の
冒
頭
で
問
題
提
起
さ
れ

た
無
制
限
・
無
条
件
に
善
い
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
う
ち

に
の
み
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
を
う
け
て
、
カ
ン
ト
は
、
無
制
限
な
道
徳
的
善
と
い
え
る
も
の
は
「
法
則
の

表
象
そ
れ
自
体
以
外
に
は
あ
り
え
ず
」、
そ
し
て
法
則
の
表
象
は
「
理
性
的
存
在
者
の

う
ち
に
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
」
と
い
う
（Ⅳ

 401

）。
こ
こ
で
は
、「
表
象

（V
orstellu

n
g

）」と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る⑰
。
単
に
法
則
が
道
徳
的

に
善
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
則
の
表
象
が
道
徳
的
に
善
で
あ
る
と
い
っ
て

い
る
の
で
あ
り
、「
表
象
」
を
強
調
す
る
た
め
に
「
そ
れ
自
体
（an

 sich
 selbst

）」
と

い
う
語
（
訳
語
と
し
て
は
一
考
の
余
地
は
あ
る
が
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
表
象
と
は
、

ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
、
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

法
則
の
表
象
と
は
、
あ
る
こ
と
を
そ
れ
が
法
則
で
あ
る
と
意
識
・
自
覚
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
然
界
の
諸
事
物
は
、
ど
れ
も
み
な
法
則
（
こ
の
場
合
は
自
然
法

則
）
に
し
た
が
っ
て
作
動
す
る
。
投
げ
あ
げ
ら
れ
た
石
こ
ろ
は
、自
然
法
則
ど
お
り
の

軌
道
を
描
い
て
落
下
す
る
。
植
物
は
、
自
然
法
則
ど
お
り
に
気
温
に
応
じ
て
生
長
し
、

開
花
し
、
や
が
て
枯
れ
る
。
魚
や
鳥
、
そ
し
て
動
物
た
ち
が
、
回
遊
し
た
り
、
季
節

に
応
じ
て
北
へ
南
へ
と
移
動
し
た
り
、
冬
眠
し
た
り
す
る
の
も
、
い
ず
れ
も
自
然
法

則
ど
お
り
の
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
自
然
の
諸
事
物
は
、
自
然
法
則
に
し

た
が
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
自
然
法
則
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
と
意
識
・
自
覚
し

て
そ
の
よ
う
に
作
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、人
間
だ
け
は
、あ

る
行
為
を
、
こ
れ
は
か
な
ら
ず
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
、
こ
れ
は
道
徳
の

ル
ー
ル
（
つ
ま
り
道
徳
法
則
）
だ
と
考
え
て
、
そ
の
よ
う
に
意
識
・
自
覚
し
て
行
為
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
、
意
識
し
、
自
覚
す
る
能
力
が
理
性
で
あ
る
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か
ら
し
て
、法
則
の
表
象
は
「
理
性
的
存
在
者
の
う
ち
に
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
」
と

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
こ
と
を
道
徳
の
法
則
だ
と
自
覚
し
て
、
そ
れ

を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
も
ち
、
そ
れ
の
妨
げ
と
な
る
誘
惑
に
打
ち
克
っ
て
自
ら
の
意

志
を
定
め
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
道
徳
的
に
善
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
（
補
）、
尊
敬
の
感
情

こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
少
し
長
い
め
の
注
を
付
け
て
、「
尊
敬
」
と
い
う
語
の
補
足
説

明
を
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、「
尊
敬
」
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
感
情
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
著
作
の
「
序
言
」
で
、
本
書
は
経
験
に
よ
ら
ず
理
性
に
も
と
づ

い
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
学
の
構
築
を
め
ざ
す
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
カ
ン
ト
が
、
尊
敬

と
い
う
感
情
を
も
ち
だ
し
て
い
る
。
感
情
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
不

整
合
だ
と
非
難
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
カ
ン
ト
は
危
惧
し
、
こ
こ
で
補
足
説
明
を

試
み
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
尊
敬
と
い
う
感
情
は
、「〔
外
部
か
ら
の
〕

影
響
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
感
情
で
は
な
く
、
理
性
を
つ
う
じ
て
自
ら
ひ
き
お

こ
さ
れ
た
感
情
」
で
あ
る
（Ⅳ
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一
般
に
感
情
と
い
う
も
の
は
、
外
部
か

ら
の
影
響
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
や
さ
し
く
し
て
も
ら
っ
て
う
れ
し
く

な
っ
た
、
い
や
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
怒
り
を
感
じ
た
、
つ
ら
い
出
来
事
を
経
験
し
て

悲
し
く
な
っ
た
、
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
に
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
尊
敬
」
と
は
、

外
部
か
ら
の
影
響
に
よ
る
こ
と
な
く
、
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
直

接
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
意
識
だ
と
さ
れ
る
。
違
反
す
る
と
罰
せ
さ
れ
て
つ
ら
い
で

あ
ろ
う
と
か
、
遵
守
す
る
と
称
賛
さ
れ
て
う
れ
し
い
で
あ
ろ
う
と
か
い
う
回
路
を
と

お
す
こ
と
な
く
、そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
し
た
が
う
べ
き
法
則
だ
と
思
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
こ
と
だ
け
で
生
じ
る
感
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
尊
敬
の
感
情
は
、
道
徳
法

則
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
る
感
情
で
あ
る⑱
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
と
い
う
表
現
は
、
や
は
り
違
和
感

を
招
く
表
現
で
あ
る
。
ふ
つ
う
、
尊
敬
と
い
え
ば
、
だ
れ
か
を
尊
敬
す
る
と
い
う
言

い
方
を
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ふ
つ
う
尊
敬
の
対
象
と
な
る
の
は
、
人
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
、「
尊
敬
の
対
象
は
、
た
だ
法
則
の
み
で
あ
」
り
、「
人
に
対
す

る
尊
敬
は
み
な
、も
と
は
い
え
ば
法
則
に
対
す
る
尊
敬
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
る
（Ⅳ
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こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
人
を
尊
敬
す
る
と
い
う
場
合
の
理
由
を
考
え
て

み
れ
ば
わ
か
る
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
人
を
尊
敬
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の
人
が

ど
ん
な
状
況
で
あ
っ
て
も
他
人
を
裏
切
ら
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
に
つ
ら
い

状
況
で
あ
っ
て
も
困
難
に
立
ち
向
か
う
強
い
精
神
力
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
、≪

け
っ
し
て
他
人
を
裏
切
っ
て
は
な
ら
な
い≫

と
い
う
道
徳
の
法
則
や≪

強
い
精
神
力
を
も
っ
て
困
難
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い≫

と
い
う
道
徳
の
法
則
に
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
法
則
を
尊
重
し
よ
う
と
い

う
ふ
う
に
も
と
も
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
体
現
し
て
い
る

人
に
も
価
値
を
見
出
し
、
そ
の
人
を
尊
敬
す
る
。
そ
の
人
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
法
則

を
体
現
し
て
い
る
人
が
別
に
い
れ
ば
、
そ
の
人
を
も
ま
た
尊
敬
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
、
尊
敬
の
対
象
と
な
る
人
は
、
も
と
も
と
尊
敬
の
対
象
で
あ
っ
た
道
徳
法
則
の

実
現
例
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
法
則
と
は
い
か
な
る
も
の
か

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
尊
敬
の
対
象
で
あ
る
法
則
、
そ
の
尊
敬
に
も
と
づ
い
て

規
定
さ
れ
る
意
志
こ
そ
が
善
い
意
志
だ
と
い
わ
れ
る
法
則
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
仮
に
、
道
徳
法
則
の
一
例
と
し
て
、
ボ
ッ
タ
ク
リ

を
す
る
こ
と
な
く
誠
実
な
商
売
を
す
る
こ
と
だ
と
か
、
他
人
に
対
し
て
親
切
に
す
る

こ
と
だ
と
か
、
他
人
を
裏
切
ら
な
い
こ
と
だ
と
か
を
示
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
内
容

は
さ
ま
ざ
ま
あ
れ
ど
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
も
が
法
則
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
ど
の
よ

う
な
点
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
法
則
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を
法
則
た
ら
し
め
る
の
は
内
容
で
は
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
に
も
共
通
し
た
「
形
式
」

で
あ
る
。
先
に
、
義
務
に
関
し
て
、
い
や
な
と
き
で
あ
ろ
う
が
「
か
な
ら
ず
○
○
す

る
」
と
い
う
の
が
意
志
の
形
式
的
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ

が
、
法
則
を
法
則
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
、「
行
為
の
普
遍
的

合
法
則
性
一
般
」（Ⅳ

 402

）
と
表
現
す
る
。
法
則
と
い
う
も
の
は
普
遍
性
を
備
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
か
な
ら
ず
そ
う
で
あ
る
と
い
う
普
遍
性

で
あ
る
。
自
然
法
則
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
み
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
水
は
か
な
ら
ず
高

い
ほ
う
か
ら
低
い
ほ
う
に
流
れ
る
し
、
圧
力
が
一
定
の
と
き
気
体
は
温
度
が
上
が
れ

ば
か
な
ら
ず
体
積
を
増
す
。
こ
う
し
た
普
遍
性
を
備
え
て
い
る
と
き
は
じ
め
て
、
そ

う
し
た
命
題
は
法
則
と
し
て
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
も
つ
。
あ
る
て
い
ど
の
頻
度
で
生
じ

る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
そ
う
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
よ
う
な
事
象
は
、
法

則
と
ま
で
は
呼
ば
れ
な
い
。
道
徳
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
気
が
向
か
な
い
と
き

で
も
、
気
が
向
か
な
い
人
で
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も
が
か
な
ら
ず
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
が
、
道
徳
の
「
法
則
」
で
あ
る
。
気
が
向
い
た
と

き
だ
け
、
気
が
向
い
た
人
だ
け
が
し
た
が
え
ば
よ
い
と
い
う
も
の
は
、
処
世
訓
で
は

あ
り
え
て
も
道
徳
法
則
で
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
に
お
い

て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
普
遍
的
な
法
則
に
合
致
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
章
の
到
達
点
と
し
て
、「
私
は
、
私
の
格
率
が
普
遍
的
法
則

と
な
る
こ
と
を
も
欲
し
う
る
よ
う
な
し
か
た
で
の
み
行
為
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

の
が
道
徳
の
根
本
原
理
で
あ
る
と
し
て
示
さ
れ
る
（Ⅳ

 402

）⑲
。「
格
率
」
と
は
、先
に

み
た
よ
う
に
、「
欲
求
作
用
（W

ollen

）
の
主
観
的
原
理
」（Ⅳ
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）、
わ
か
り

や
す
く
い
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
行
動
方
針
と
し
て
立
て
て
い
る
マ
イ
・

ル
ー
ル
あ
る
い
は
ポ
リ
シ
ー
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
私
の
行
動
方
針
を
、
私
だ
け
で

な
く
他
の
人
た
ち
も
み
な
採
用
す
る
こ
と
を
私
は
望
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

こ
の
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
し
か
た
を
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
の
決
め
手
と

な
る
道
徳
原
理
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
、
単
な
る
合
法
則
性
、
す
な
わ
ち
行
為
が
普
遍
的
法
則

に
合
致
し
て
い
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
だ
け
で
意
志
に
と
っ
て
の
原
理
と
な
る
と
い
う

こ
と
を
述
べ
た
う
え
で
、「
た
だ
し
そ
れ
は
、
義
務
が
そ
も
そ
も
空
虚
な
妄
想
や
空
想

上
の
概
念
で
な
い
と
す
れ
ば
の
話
だ
が
」
と
付
け
加
え
て
い
る
（Ⅳ

 402

）
こ
と
に
も

注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
通
常
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
の
善
悪
を
判
定
す
る
さ
い

に
行
為
が
普
遍
的
法
則
に
合
致
す
る
こ
と
と
い
う
こ
の
原
理
を
用
い
て
い
る
こ
と
を

認
め
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
が
通
常
の
認
識
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
義

務
が
実
は
空
虚
な
妄
想
や
空
想
上
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
留
保

を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
論
述
の
用
心
深
さ
が
見
て
と
れ
る
。

す
で
に
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
第
一
章
は
、
わ
れ
わ
れ
が

ふ
だ
ん
用
い
て
い
る
道
徳
に
か
ん
す
る
と
ら
え
か
た
を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
を
分
析

し
て
エ
ッ
セ
ン
ス
と
な
る
道
徳
原
理
を
見
出
そ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
通
常
の
認
識
は
、
そ
の
さ
い
の
発
見
の
手
が
か
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
認
識
は
、

も
し
か
し
た
ら
人
々
の
単
な
る
思
い
込
み
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
し
、
現
代
の

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
共
有
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
人
々
が
義
務
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
も
の
が
単
な
る
妄
想
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
証
の
た
め

に
は
、
別
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る⑳
。

と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
行
為
の
普
遍
的
合
法
則
性
と
い
う
原
理
が
人
々
の
ふ
つ

う
の
道
徳
認
識
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
ま
で
は
い
え
る
と
カ
ン
ト
は
見
て
お
り
、
そ

れ
を
示
す
た
め
に
カ
ン
ト
は
、
自
分
が
困
っ
た
状
況
に
あ
る
と
き
に
は
そ
れ
を
切
り

抜
け
る
た
め
に
守
る
つ
も
り
が
な
い
の
に
約
束
を
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
を
例
と
し
て
あ
げ
る
（Ⅳ

 402

）㉑
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
道
徳
の
問
題
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
か
た
を
す
る
こ
と
が
長
い
目
で
見
た
と
き
に

け
っ
き
ょ
く
自
分
の
利
益
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

ふ
る
ま
い
か
た
を
す
る
こ
と
は
義
務
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。
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そ
の
行
為
が
も
た
ら
す
結
果
で
は
な
く
、そ
の
行
為
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
問
い
の
答
え
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
方
針
（
＝

格
率
）
が
普
遍
的
な
法
則
と
し
て
私
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
他
人
に
対
し
て
も
あ
て

は
ま
る
こ
と
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
い
い
か
え
れ
ば
誰
で
も
が
そ
の
よ

う
な
行
動
方
針
を
採
用
し
て
も
よ
い
か
ど
う
か
を
自
分
自
身
に
問
う
て
み
れ
ば
よ
い

と
い
う
。
そ
の
答
え
は
、
そ
の
よ
う
な
行
動
方
針
が
普
遍
的
な
法
則
に
な
る
こ
と
を

欲
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ

は
、
と
き
に
は
そ
の
よ
う
な
逃
げ
道
に
す
が
り
た
い
と
思
う
こ
と
は
あ
り
う
る
だ
ろ

う
。
そ
し
し
そ
れ
は
、
今
回
だ
け
は
特
別
に
自
分
に
そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
誰
で
も
み
ん
な
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
そ
の
よ

う
な
ふ
る
ま
い
か
た
を
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
分

だ
け
、
今
回
だ
け
を
例
外
と
し
て
特
別
扱
い
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
、
こ
れ
が
、「
行

為
の
普
遍
的
合
法
則
性
」
と
い
う
道
徳
の
根
本
原
理
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ

る
。な

お
、
こ
こ
で
「
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
欲
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
さ
い
の

「
欲
す
る
」
と
は
、
け
っ
し
て
「
そ
れ
へ
の
傾
向
性
を
も
つ
」
と
い
う
意
味
で
は
な

い
。
上
記
の
例
を
用
い
て
い
え
ば
、
誰
で
も
が
み
な
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す

る
こ
と
に
な
る
と
自
分
も
だ
ま
さ
れ
て
不
利
益
を
こ
う
む
る
か
ら
、
そ
ん
な
の
は
い

や
だ
、
と
い
う
意
味
で
欲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
誰

で
も
が
み
な
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
状
況
で
は
、あ
る
人
が
「
約
束
す
る
」

と
申
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
せ
守
る
つ
も
り
は
な
い
だ
ろ
う
と
受
け
と
め
ら
れ

る
か
ら
、そ
も
そ
も
約
束
と
い
う
行
為
自
体
が
成
り
立
た
な
い
。「
守
る
つ
も
り
の
な

い
約
束
を
す
る
」
と
い
う
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
と
、「
守
る
つ
も
り
の
な
い
約

束
を
す
る
」
と
い
う
行
為
自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
。
そ
の
格
率
は
、
そ
の
格
率
自

身
を
破
壊
す
る
（Ⅳ

 403

）、
い
い
か
え
れ
ば
自
己
矛
盾
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
だ
か

ら
、
そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
欲
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
で
き
な
い

の
で
あ
る㉒
。
こ
こ
で
「
欲
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
論
理
性
を

含
ん
だ
欲
求
、
つ
ま
り
傾
向
性
で
は
な
く
理
性
に
よ
る
欲
求
で
あ
る㉓
。
カ
ン
ト
が
、

実
践
理
性
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
論
理
性
を
含
ん
だ
欲
求
作
用
の
こ
と
な

の
で
あ
る
。六

、
実
践
哲
学
が
必
要
な
理
由

以
上
に
よ
り
、
人
々
が
道
徳
に
関
し
て
ふ
つ
う
お
こ
な
っ
て
い
る
認
識
を
手
が
か

り
に
し
て
、「
君
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
欲
し
う
る
よ
う
な
し
か
た
で

の
み
行
為
せ
よ
」と
い
う
道
徳
原
理
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、

日
常
に
お
い
て
は
道
徳
原
理
を
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
定
式
化
し
て
意
識
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
原
理
を
暗
黙
の
う
ち
に
用
い
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
行
為
が
よ
く
て
ど
ん
な
行
為
が
悪
い
か
、
ど
ん
な
行
為
が
義
務

に
合
致
し
て
い
て
ど
ん
な
行
為
が
義
務
に
反
し
て
い
る
か
を
判
定
し
て
い
る
。
カ
ン

ト
の
示
す
道
徳
原
理
は
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
道
徳
に
関
し
て
は
、
あ
れ

を
せ
よ
、
こ
れ
を
せ
よ
、
あ
れ
を
や
っ
ち
ゃ
ダ
メ
、
こ
れ
を
や
っ
ち
ゃ
ダ
メ
、
と
い

ち
い
ち
義
務
内
容
を
こ
と
細
か
に
教
え
る
必
要
は
な
い
。
各
自
が
、
も
し
も
み
ん
な

が
そ
れ
を
や
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
う
か
、
そ
れ
を
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と

自
分
自
身
に
問
う
だ
け
で
よ
い
。
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
基
準
で
あ
る
。
こ
の
道
徳

原
理
は
、
具
体
的
に
何
を
や
れ
ば
よ
い
の
か
、
何
を
や
っ
て
は
い
け
な
い
の
か
、
行

為
の
内
容
を
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ぶ
ん
も
の
た
り
な
く
感
じ
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
自
分
が
や
ろ
う
と
心
に

浮
か
ん
だ
行
為
、
そ
れ
が
ど
ん
な
行
為
で
あ
れ
す
べ
て
、
こ
の
原
理
の
テ
ス
ト
を
か

け
る
こ
と
で
、
そ
の
行
為
を
や
っ
て
も
よ
い
か
ど
う
か
が
判
断
で
き
る
。
普
遍
的
法

則
と
な
る
こ
と
を
欲
し
う
る
か
と
い
う
形
式
的
原
理
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
む
し
ろ

汎
用
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
何
を
や
れ
ば
よ
い
の
か
、
何
を
や
っ
て
は
い
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け
な
い
の
か
、
行
為
の
内
容
を
い
ち
い
ち
教
え
て
も
ら
お
う
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ

依
存
的
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を
い
ち
い
ち
教
え
よ
う
と
す
る
の
は
お
せ
っ

か
い
な
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

自
分
が
こ
れ
か
ら
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
こ
う
し
た
判
定

方
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
な
に
も
学
問
を
積
ん
だ
人
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ご
く
ふ
つ
う
の
人
に
と
っ
て
さ
え
可
能
で
あ
る
。
用
い
る

判
定
基
準
は
、
先
述
の
と
お
り
、
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、実
践
哲
学
（
倫
理
学
）
な
ど
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
問
い
に
対
す

る
カ
ン
ト
の
答
え
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
言
え
る
こ
と
は
、
哲
学
の
役
割
は

せ
い
ぜ
い
「
道
徳
の
体
系
を
、
よ
り
完
全
に
、
そ
し
て
よ
り
理
解
し
や
す
く
表
現
し
、

ま
た
道
徳
の
規
則
を
使
い
や
す
く
す
る
（
そ
し
て
論
じ
や
す
く
す
る
）」
こ
と
だ
け
で
あ

る
（Ⅳ
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）㉔
。
こ
こ
か
ら
は
、
カ
ン
ト
が
思
弁
的
な
哲
学
に
対
し
て
い
だ
い
て
い
る

不
信
と
、ふ
つ
う
の
人
間
が
も
つ
単
純
素
朴
な
理
性
に
対
す
る
信
頼
が
見
て
と
れ
る
。

他
方
で
、
カ
ン
ト
は
、
ふ
つ
う
の
人
間
が
も
つ
そ
う
し
た
単
純
素
朴
さ
は
、
じ
ゅ
う

ぶ
ん
に
は
維
持
さ
れ
え
ず
、
容
易
に
誤
っ
た
方
向
に
誘
導
さ
れ
う
る
と
も
述
べ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
義
務
の
命
令
に
対
す
る
強
力
な
対
抗
物
が
ひ

そ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
対
抗
物
と
は
、
快
を
求
め
苦
を
避
け
よ
う
と
す
る

傾
向
性
か
ら
生
じ
る
欲
望
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
性
は
、
義
務
の
命
令
に
抵
抗
し
、
そ

の
命
令
を
疑
い
の
う
ち
に
引
き
入
れ
、
快
を
求
め
苦
を
避
け
る
傾
向
性
に
合
致
す
る

よ
う
に
、
屁
理
屈
を
こ
ね
ま
わ
し
て
義
務
の
命
令
を
改
変
し
よ
う
と
さ
え
す
る
（Ⅳ
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）。
こ
う
し
た
屁
理
屈
を
阻
止
す
る
た
め
に
こ
そ
、
実
践
哲
学
（
倫
理
学
）
が
必
要

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る㉕
。

お
わ
り
に

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
第
一
章
で
は
、「
私
は
、
私
の
格
率
が
普
遍
的
法

則
と
な
る
こ
と
を
も
欲
し
う
る
よ
う
な
し
か
た
で
の
み
行
為
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
道
徳
の
根
本
原
理
が
到
達
点
と
し
て
示
さ
れ
た
。
こ
の
根
本
原
理
は
、
本
書
第
二

章
に
お
い
て
定
言
命
法
の
基
本
定
式
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
（Ⅳ
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）
と
同
一
の
原

理
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
章
で
は
、
人
々
が
ふ
だ
ん
お
こ
な
っ
て
い
る
道
徳
判
断
を

手
が
か
り
に
し
て
、
こ
の
原
理
が
見
出
さ
れ
た
。
手
が
か
り
と
さ
れ
た
そ
の
道
徳
判

断
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
論
証
さ
れ
て
い
な
い
。
カ
ン
ト
自
身
、
発
見

の
手
が
か
り
と
し
て
用
い
ら
れ
た
義
務
の
概
念
が
「
そ
も
そ
も
空
虚
な
妄
想
や
空
想

上
の
概
念
で
な
い
と
す
れ
ば
の
話
だ
が
」
と
付
け
加
え
て
い
た
（Ⅳ
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）。
そ
こ
に

は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
共
有
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
道
徳
観
や

目
的
論
的
な
自
然
観
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
道
徳
原
理
が
真
に

妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
た
の
と

は
ち
が
っ
た
し
か
た
の
論
述
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
論
述
へ
向
け
て
、
カ
ン
ト
は
第

二
章
へ
と
歩
み
を
進
め
る
の
で
あ
る
。

注①　
本
稿
は
、
拙
論
「
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

―

「
序
言
（V

orrede

）」
の
研
究

―
」（『
立
命
館
文
学
』
第
六
四
八
号
、
立
命
館
大
学

人
文
学
会
、
二
〇
一
六
年
）
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
て
い
ね
い
な
読
解
を
す
る
こ
と
、
難
解
な

用
語
は
現
代
の
初
学
者
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
平
明
な
表
現
に
置
き
換
え
、説
明
不

足
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
解
説
を
加
え
る
こ
と
、反
発
や
批
判
を
生
み
や
す
い
主
張
に

つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
誤
解
に
も
と
づ
く
批
判
を
回
避
す
べ
く
、
そ
の
表
現
の
背
後

に
あ
る
カ
ン
ト
の
真
意
の
理
解
に
努
め
る
こ
と
、あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
カ
ン
ト

自
身
の
真
意
は
さ
て
お
き
、現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
受
け
入
れ
可
能
と
な
る
よ
う

な
解
釈
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。本
稿
が
初
学
者
に
と
っ
て
の
カ
ン
ト
倫
理
学
入
門
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

②　

拙
論
「
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
の
研
究
（
一
）

―
「
序
言

（V
orrede

）」
の
研
究

―
」
参
照
。
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③　

原
理
の
正
当
化
は
理
性
能
力
の
吟
味
（
す
な
わ
ち
理
性
批
判
）
を
通
じ
て
な
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
本
書
に
お
い
て
は
第
三
章
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。

④　

ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（Joh

n
 R

aw
ls

）
の
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』（P

olitical 

L
iberalism

, C
olu

m
bia U

n
iversity P

ress, 1993

）
に
も
そ
の
よ
う
な
側
面
が
あ

る
と
筆
者
は
み
て
い
る
。
拙
論
「
ロ
ー
ル
ズ
の
「
正
義
の
構
想
」
を
支
え
る
も
の
」

（『
京
都
外
国
語
大
学　

研
究
論
叢
』
第
四
五
号
、
一
九
九
五
年
）
参
照
。

⑤　

以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
や
そ
れ
へ
の
言
及
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
巻
数

と
頁
数
の
み
を
記
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
引
用
文
中
の
太
字
は
原
著
に

お
け
る
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
に
よ
る
強
調
を
表
す
も
の
と
し
、引
用
文
中
の
傍
点
は
筆
者
に

よ
る
強
調
を
表
す
も
の
と
す
る
。
ま
た
、引
用
文
中
の
〔　

〕
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で

あ
る
。

⑥　
「
気
質
」（T

em
p

eram
en

t

）
と
は
、
す
こ
し
あ
と
に
述
べ
ら
れ
る
「
性
格
」

（C
h

arak
ter

）
と
区
別
さ
れ
、
自
然
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
性

質
を
指
す
。

⑦　

才
能
や
気
質
を
使
用
す
る
主
体
と
な
る
の
が
意
志
で
あ
り
、意
志
固
有
の
性
質
を
カ

ン
ト
は
「
性
格
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
い
う
性
格
は
、生
ま
れ
な
が
ら
に
与
え
ら
れ
自
分

で
左
右
で
き
な
い
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
作
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
道
徳

的
評
価
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

⑧　

し
た
が
っ
て
、
善
い
意
志
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
善
な
る
も
の
を
善
た
ら
し
め
る
条
件
、

善
な
る
も
の
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批

判
』
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
可
能
と
な
る
た
め
の
前
提
条
件
の
解
明
（
カ
ン
ト

の
こ
と
ば
で
言
え
ば
「
超
越
論
的
」
究
明
）
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
解
明
ス
タ
イ
ル

が
、こ
こ
で
も
見
て
と
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
認
識
や
道
徳
的
行
為
が
ど
の
よ
う
に
し
て

可
能
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑨　

さ
ら
に
い
う
と
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
の
は
そ
の
意
志
が
「
単

な
る
願
望
で
は
な
く
、わ
れ
わ
れ
の
力
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
手
段
を
尽

く
す
こ
と
」（Ⅳ
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）
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
と
付
け
加
え
て
い
る
こ
と

に
も
着
目
さ
れ
た
い
。

⑩　

た
と
え
ば
第
二
章
のⅣ

 422f. 

参
照
。

⑪　

わ
れ
わ
れ
は
自
然
が
現
に
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
と
認
識
し
た
り
規
定
し
た
り

す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
。
有
限
な
認
識
能
力
し
か
も
た
な
い
わ
れ
わ
れ
人
間
に

と
っ
て
は
、自
然
と
は
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
し
か
た
で
理
解
す

る
ほ
う
が
理
解
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能

力
の
都
合
上
の
自
然
理
解
の
し
か
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
た
と
え
ば
『
判
断
力
批

判
』Ⅴ

 416f. 

参
照
）。

⑫　

も
ち
ろ
ん
徹
底
的
に
問
い
直
す
な
ら
ば
、こ
の
こ
と
が
本
当
に
義
務
と
ま
で
い
え
る

の
か
ど
う
か
も
疑
い
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
章
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
通
常
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ

り
、
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
と
ら
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
義
務
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。

⑬　

今
日
的
に
は
自
殺
や
安
楽
死
の
禁
止
と
し
て
、こ
れ
が
本
当
に
義
務
と
い
え
る
か
ど

う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
カ
ン
ト
自
身
、
こ
の
箇
所
で
こ
れ
が
義

務
で
あ
る
こ
と
の
論
証
は
し
て
い
な
い
。
た
だ
、お
そ
ら
く
当
時
は
多
く
の
人
々
が
こ

れ
を
義
務
だ
と
み
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、カ
ン
ト
は
そ

れ
を
考
察
の
手
が
か
り
と
し
て
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑭　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、道
徳
的
に
悪
い
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
道
徳

的
に
は
善
で
も
悪
で
も
な
い
、
道
徳
と
は
無
関
係
な
行
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑮　

本
稿
注
⑥
、
注
⑦
参
照
。

⑯　

本
稿
一
節
参
照
。

⑰　

第
二
章
に
お
い
て
も
、前
置
き
部
分
を
終
え
た
あ
と
の
本
格
的
な
論
証
が
始
ま
る
部

分
（Ⅳ
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）
に
お
い
て
、「
法
則
」
と
「
法
則
の
表
象
」
と
の
区
別
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
。

⑱　

こ
こ
で
は
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、の
ち
に
第
二
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
、
道
徳
法
則
と
は
、
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、尊
敬
の
感
情
は
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
作
り
出
し

た
道
徳
法
則
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
感
情
、
そ
れ
ゆ
え
、
外
部
か
ら
の
影
響
に

よ
っ
て
で
は
な
く
わ
れ
わ
れ
自
ら
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
感
情
だ
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

⑲　

こ
れ
は
、本
書
の
第
二
章
に
お
い
て
「
定
言
命
法
」
と
し
て
示
さ
れ
る
道
徳
原
理
で

あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
第
一
章
に
お
い
て
は
、
通
常
の
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
に
つ
い
て
の

と
ら
え
方
を
手
が
か
り
に
し
て
導
き
出
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、第
二
章
に
お
い
て
は
ち

が
っ
た
し
か
た
で
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
が
必
要
で
あ
る
。こ
れ
に
つ
い
て
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は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。

⑳　

そ
の
議
論
は
第
三
章
、お
よ
び
の
ち
に
出
版
さ
れ
る
『
実
践
理
性
批
判
』
で
お
こ
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

㉑　

こ
こ
で
は
、約
束
を
破
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ

も
そ
も
約
束
を
す
る
段
階
で
、守
る
つ
も
り
も
な
い
の
に
相
手
を
欺
い
て
約
束
し
て
よ

い
の
か
を
問
題
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、む
や
み
や
た
ら
に
約
束
を
破
っ
て
よ
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
守
る
つ
も
り
の
あ
っ
た
約
束
で
も
ア
ク
シ
デ
ン
ト
な
ど
に

よ
っ
て
守
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
、そ
う
し
た
煩
瑣
な
議
論
を
避
け
る
意

味
で
も
、最
初
か
ら
守
る
つ
も
り
も
な
い
の
に
約
束
を
す
る
と
い
う
限
定
を
つ
け
た
例

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

㉒　

こ
の
よ
う
に
、そ
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
に
な
る
と
自
己
矛
盾
を
招
く
が
ゆ

え
に
そ
の
格
率
は
却
下
さ
れ
る
と
い
う
論
法
は
、
本
書
第
二
章
で
も
（Ⅳ

 423

）、『
実

践
理
性
批
判
』
で
も
（Ⅴ

 27

）
採
用
さ
れ
て
い
る
。
上
記
の
例
で
い
う
と
、
約
束
と

い
う
行
為
自
体
が
成
立
し
な
く
な
る
、約
束
と
い
う
行
為
が
可
能
と
な
る
た
め
の
条
件

を
破
壊
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
行
為
の
可
能
性
の
条
件
を
論
拠
と
す

る
、
い
わ
ば
超
越
論
的
な
論
証
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
Ｒ
・
Ｍ
・
ヘ
ア
も
ま
た
普

遍
化
可
能
性
が
道
徳
判
断
の
基
準
で
あ
る
と
す
る
が
、そ
れ
は
普
遍
化
さ
れ
た
場
合
に

生
じ
る
利
害
の
判
断
（
選
好
）
に
よ
る
と
い
う
帰
結
主
義
的
な
論
で
あ
っ
て
、カ
ン
ト

と
は
別
物
で
あ
る
。

㉓　

カ
ン
ト
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
欲
求
能
力
を
上
級
欲
求
能
力
と
下
級

欲
求
能
力
と
に
区
分
し
、
生
理
的
な
欲
求
能
力
が
下
級
欲
求
能
力
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
理
性
が
上
級
欲
求
能
力
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
（Ⅴ

 27-31

）。

㉔　

そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
の
が
、
本
書
の
第
二
章
で
あ
る
。

㉕　

い
わ
ゆ
る
快
楽
主
義
（
幸
福
主
義
）
倫
理
学
は
、そ
う
し
た
屁
理
屈
の
あ
ら
わ
れ
で

あ
る
と
考
え
て
、そ
う
し
た
不
純
な
要
素
を
も
ち
こ
も
う
と
す
る
理
性
を
批
判
す
る
の

が
、
本
書
の
第
二
章
以
降
お
よ
び
3
年
後
の
出
版
さ
れ
る
『
実
践
理
性
批
判
』（
と
り

わ
け
そ
の
第
一
章
「
原
則
論
」）
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


