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「

論

叢

道
徳
的
償
値
剃
断
に
關
す

る
ス
ミ

ス
の
思
想

第

十
入
巻

〔第
.
一
號

二
二
)

二
二

道
徳
的
慣
値
判
断

に
關
す

ろ

ス
ミ

ス
の
思
想

恒

藤

恭

、

目

次

一
、
結

言

二
、
遺
徳
的
償
値
の
超
越
的
根
櫨

三

、
幸
福
傾
値

♂
道
徳
仮
植

四
、
道
徳

的
便
値
判
断

の
基
礎

五

-
道
徳
的
偵
値
判
断
の
成
立

占
ハ
、
耶退
郷
地釣
宿
h値
捌
口臨
閏
の
客
灘
凹慨
一

一

結

目

ア
ダ

ム
、・
ス
ミ
ス

の
畢

問
的
業
績

の
全
禮

を
通
観

す

る
ε
き
、
道
徳
哲
學

の
髄

系

の
建
設

が
、
そ

の
⊥土
要
な
る

部

分
を
構

成
す

る
こ
ご
は
、
何
人
も
疑

ひ
無

し
ε
す

る
所

で
あ
ら
う
。

そ
し
て
彼

の
経

濟
學
説

が
原
因
を
成

し
て

ス
ミ

ス
の
名

が
永
く
世

の
人

に
記
念

さ
れ

る
に
至

っ
た

の
で
あ
る
こ

ビ
も
、
更

め
て
盲

ふ
迄
も
無

い
事
柄

で
あ
る

が
、

ス
ミ
ス
其

人

の
立
場

か
ら
槻

る
な
ら
ば

、
彼

の
道

徳
哲
學

の
全
艦

系

の
中

に
置

か
れ
、、
そ
の

一
部
分
を
成
す

閏

■



.

も
の

ε
し
て
理
會

さ
れ

る
こ
ご
に
よ

っ
て
の
み
、
彼

の
脛

濟
學

説
は
且
(實

の
生
命

ご
意
義

ご
を
具
有
し
來

る

の
で

め
る
。

グ

一7
ス
ゴ
i
大
學

に
お
け

る

ス
ミ
ス
の
講
義

の
内

容

に

つ
い
て
傳

へ
ら

れ

る
所

か
ら
推

測
す

る
ざ
、
彼

の

い
は

ロラ
　

ラ

ラ

ゆ
る
道
徳
哲
學

の
騰
系

は
、

一
宗
漱

に
翻
す

る
理
論

、

二

(固
有

の
意
義

に

お
け

る
)道
徳

に
關
す

る
理
論

、
三
法

(

(

(

ラ

ラ

律

に
關
す

る
理
論
、
四
経
済

(
及

び
政
治

)
に
關
す

る
理
論

の
四
個

の
部

分
か
ら
成

立

せ
る
も

の
こ
考

へ
ら

れ

る
呵

(

而
し

て
今
日
吾

々
が
、
著

述

及
び
講
義

筆
記

に
よ

っ

て
考
察

し
得

る
の
は

、
そ
の
中

の
第

二
部
以
下

で
あ
る
が
、

ス
ー・、
ス
.自

ら
も
第

一
部

の
自
然

神
學

の
理
論

に
射

し

て
は

、
さ
ま

で
興
味
を
有

た
す

、
從

っ
て
多

く
の
思

索
的
勢

力
を
之

に
傾

注
す

る
こ
ご
を

し
な
か

っ
た
ら

し
く
考

へ
ら

れ
る
。
だ

か
ら

今
日
吾

々
が
そ
の
内

容

を
考
察

し
得

る

部

分
は
、や

が
て
大
磯

に

お
い
て

ス
ミ
ス
の
道
徳

哲
學

の
全
膿

系
を
包
括
す

る
ε
言

っ
て
も
、
大
し

た
過

ち
は
無

い

で
あ
ら
う
。
此

れ
ら

の
部

分
に

つ
い
て
観

れ
ば

、
第

二
部

の
理
論

は
、
第
三

都
及

び
第

四
部

の
理
論

に
謝

し

、
思

想
的

根
抵

を

あ
た

へ
、
第

三
部

の
理
論

は
、
第

二
部

の
理

論
を
前
提
す

る
ε
共

に
、
其

れ
自
ら
は
第
四

部
の
理
論

の
思
想
的
根
柢

を
成

し

て
み
る
。
而

し

て
第

二
部
以

下
の
理
論

に

つ
い
て
の
考
察

か
ら
推
測
す

る

ご
き
は
、
恐
ら

く
第

・一
部
の
理
論
は
、
第

二
部

以
下
の
理
論

の
全

部

に
…罰
し
、
思
想
的

根
抵

た
る
地

位
に
置

か
れ
た
も

の
ご
想
は

れ
る
。
第

三
部

の
理
論

に

つ
い
て
は
、

ス
ミ
ス
は
多

年

一
個

の
著
述

に
よ

っ
て
詳
細

の
研

究
を
公

け

に
せ
む

こ
ε

お

を

企

て

な

が

ら

、

つ
ひ

に

其

志

を

果

さ

な

か

っ
た

、

か

く

て

、

今

日

吾

々

は

、

ス

ミ

ス
の

道

徳

衝

撃

の

合

鴨

系

の

論

叢

道
徳
的
栖
臥値
列
断
…に
關
す
る
ス
ミ

ス
の
思
想

第

十
入
谷

(第

}
號

二
一二
)

二
三
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『

論

叢

道
徳
的
慣
慣
例
勧
に
關
マ
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
+
八
巻

(第
「
既

二
四
)

二
四

概

観
的
内
容

は
、
之
を
把
捉

し
得

る
も

の

、
、
そ

の
詳
細

な
る
内
容
を
考
察
す

る

こ
ε
が
能

き
る

の
は
、
彼

の
倫

理
學
説

及

ぴ
経
済
學
説

に
限
定

さ
れ
て

る
る
次
第

で

あ

る
。

ス
ミ
ス
の
道
徳
哲
學

の
艘
系

か
ら
、

そ
の
倫

理
學

説
を
抽

き
出
し
て
見

る
ご
、
後
者

は
、
十
八
世

紀

の
隊
羅
巴

の
哲
學
史

に
異
彩
を
放

っ
て
る

る
こ
こ
み
の
謂

は
ゆ

る
蘇
格
闘
學
涙

の
倫
理
思
想

の
中

に
包

容
さ
れ
、
そ

の
獲
展

の
頂

黙

を
成
す
も

の
ご
、
盲
ひ
得
ら

れ

る
の
で
あ

る
。

シ
ヤ
フ
ッ

ペ
リ

イ
を
は
じ

め
ε
し
て
馳、
.
ハ
ツ
チ

ソ
ソ
、
、
バ

ト
ラ
ー
、

ヒ

ュ
ー

ム
、

ス
ミ
ス
な
ご
、
蘇

絡
簡

単
派

に
圏
す

る
人

々
の
倫
理
學

的
思
索
を

通
じ
て

、
道
徳
的

償
値

判
断

に
關
す

る
問

媒
が
、
興
味

の
中

心

に
世

か
れ
、

こ
れ
ら

の
人

々
の
各
自

の
學
説

の
特

色
も
、
斯

か
る
中

、心
問

題

に

つ
い
て

の
各
自

の
見
解

に
肱
齢
す

る
所

が
多

い

の
で
あ

る
、

ス
ミ

ス
の
場

合
に

お

い
て
も

さ
う
で
あ

っ
て
、

彼

の
著

述
の

、.目
5

日
置
の
9
図
9

寓
o
「巴

曽
"
臼[目
窪
房
.、
な

る
名
構

が
、
既

に
さ
う

し
た
事
情
を
暗

示
す

る
の
で
あ

る
ρ
斯

様
な
意
義

を
も

つ
所

の
道
徳
的

償
値

判
断

の
問
題

に
關
す

る

ス
…
ス
の
思
想

に
…謝
し
、
幾

分
の
解
明
を

加

へ
る
こ
ε
が
、
以
下

の
考
察

の
趣
意
で

あ
る
。

二

道

徳
的
債
値

の
超
越
的
根
蝶

、

太

初

に
、
全
知
全
能
な

る
紳

が
濁

り
存

在

し
た
。

神

は
、
そ
の
定

立
す

る
所

の
目
的
を

實
現
せ
む
が

陀
め
に
、

大

宇
宙

ご
其

中

に
包
容

さ
れ
る

一
切

の
物

巴
を
、
自

己

の
設
計

に
し
た
が

っ
て
創
造

し
、

こ
れ
に
授

け

る
に
、
因
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「

果
的
必
然
性

に
お
・
て
議

す
る
法
則
を
以
。
し
た
。
ー

ス
ミ
ス
の
あ
ら
。
る
諾

思

想
の
織

に
馨

れ

喫

塑

・
…

ろ
の
、
漸

し
・
轟

欝

世
愚

・
、
院
長

奮

援

あ

櫟

・
3

て
・
一
定
・
轟

を

浩

麹
胚
胎
す
・
も
の
で
雪

、
・
れ
ら
の
二
者
の
關
係
塞

い
て
筆

・
聾

な
・
嶺

・
劃
す
・
艇

の
態
度
を
豫

瓢ら

　

　

學

・
あ

で
あ
る
.

慧

世
界
ば
宛
か
も

　
個
の
機
械
で
あ
る
か
の
如
く
に
理
解

さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
、
即
ち
そ
薩
構
成
部
分
の
作
用
が

S

鵬

　
コ

　

　

89

切

相
互

に
他

を
規
制

し
合

ふ
こ
ご

に
よ

っ
て
、

一
個

の
統

】
的
運

動
を
頁
現

誇
る
こ

こ
ろ
の
機
械

に
な
ぞ
ら

へ
て
、

6

鋤

幻

み

ー

ド

ぬ

経
験

的
實
在

の
世

界
の
複
雑
な

る
事
象

の
多
様

は
、
理

論

的
艘

系

の
裡

に
把

捉

さ
れ
る

べ
き
で

あ
る
。

一
方

に
は

㎜
略

解

叩
51

か
や
う
な
實
在
の
機
械
論
的
考
察
方
法
の
要
請
を
み
ご
め
な
が
ら
も
、
世
界
を
以
て
、
軍
な
る
機
械
以
上
の
何
物

D

比
江

α

踊
瓢

で
も
無

い
ε
思

惟
す
る

こ
ご
は
、
到

底

ス
ミ

ス
の
堪

へ
得

る
所

で
な

か
っ
た
。

ス
・、
ス
の
棘
は
、
名
匠

が
そ

の
魂

嗣

-
唄

㎜

認

を
打
ち
込

ん
だ
製

作
品

を
愛
撫
す

る
や
う

な
.心
持

で
、

一
旦
創
造

し
た
實

在

の
世
界

を
永
久

に
見

ま
も

る
も

の
で

出

胃
匪

あ
る
・
禁

こ
の
世
界
を
創
造
し
た
の
は
諦

の
念
要

る
至
高
塞

の
垂
嬰

昧
奪

慧

の
目
的
睡

つ
る

舗

翻

肥

㍉

の
で
め
る
。
そ
し
て
帥
が
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
必
然
的
法
則
の
作
阻
を
み
だ
る
や
う
な
仕
方
で
關
渉
を
試

み
る

翻

心

こ
忌

、
決
し
て
あ
,
得
な
・
が
、
　

三

、
鷲

、
蓋

で
の
厨

の
事
物
の
進
行
嬉

し
、
全
姿

關
.心
な

締

鵠
の

ぬ

る
態

度
を
持
す

る
も

の
で
は

な

い
。

征
3
A
翫

ラ

ラ

ス
ミ
メ
の
考

へ
に
よ
れ
ば

、
實
在

の
世

界
は
内
典

在

る
が
儘

の
様
相

を
、
吾

々
の
純
験

の
裡

に
直
接

に
示

顕
す

1

2

論

叢

道
徳
的
偵
値
剣
断
に
關
で
ゐ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
入
巻

(第

一
號

二
五
)

二
五

嘗



論

叢

道
徳
的
櫃
値
則
断
に
聞
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想
.

第
十
八
巻

(第

一
號

二
六
)

二
六

る
も

の
で
は
な

い
。
『
普
通

の
観
察

に
よ

っ
て
獲
…得
さ
れ
得

る
ご
こ
ろ
の
最
も
多
く

の
縄
駿

に
徒
人
ば
、
自

然
は
、

先
行

の
す

べ
て
の
事
件
が

ら
孤
立
.せ

る
連
絡
な
き
事
件

に
充

ち
満
ち

て
み
る
、'
さ
れ
ば
想
像

は
、
そ
れ

ら
の
事
件

の

一
か
ら
他

へ
こ
π
や
す
く
移
り
行

く

こ
ご
を
得

す
、

其
観

念

は
、
.
謂

は

ゴ
隊
伍
を

み
だ
し
て
繊

起
す

る
の

で
あ

b
、
そ

の
だ

め
に
、
或

る
程

度
の
混

鱗
ご
錯
雑

ε
を
生

す

る
の
で
あ

る
。

哲
學
は
、
す

べ
て
此

れ
ら

の
乱
雑

な

る

対
象

を
相

互

に
結
合
す

る
所

の
見

え
ざ

る
連
鎖
を

提
示
す

る
こ
ε
に
よ

っ
て
、

こ
の
不
調

和
な

る
外
親

を
呈

す

る

混
沌

の
裡

に
秩
序

を
み
ち

び
き
入
れ
、
想
像

の
動

揺
を

鎭
齢

し
、
且

つ
想

像

が
宇
宙

の
偉
大
な

る
運

動
を
探

求
す

る
に
當
り
、
そ
れ
自

ら
最

も
快
適

た

る
ε
共

に
想

像

の
性
質

に
最

も
宜
く
適
合
す

る

こ
こ
ろ
の
安
静

ε
均
齊

こ
の

調
子

に
ま

で
、
想
像

を

し
て
復
蹄

し
得

し
め
る
こ

巴
に
、
努

力
す

る

の
で
あ

る
」
。

か
く
て
哲
學

の
使
命
は
、
自

然

の

一
切

の
事
象

を
聯
結
す

る
諸

原
理
を
闡

明
す

る

こ
一し
に
あ
り

ε
さ
れ

る
の

で
あ

る
。
吾

々
の
経
験

に
直
接

に
現

れ

る
所

の
印
象

は
、
軍

に
不
十

分
な

る
程

度

に
お

い
て

.
實

在
の
世
界

の
在

る
が
儘

の
様
相
を

示
す

に
止
ま
り

、

そ
の
世
界
を
超

越
的
様
相

に
お

い
て
認
識
す

る
こ
ご
は
、
理
性

の
作

用
だ

る
畢
問

的
認
識

に
よ

っ
て
勧

め
て
、
企

蔀80

及

し
得
ら

れ
る
。

か
や
う

な
能

力
を
具

へ
る
も

の

ξ
し

て
の
學
問

的
認
識

の
激

へ
る
所

に
よ
れ
ば
、
宇
宙
は

、
白

朮

是
等

的
　

董

・
調
和
的
繋

乞

・
存
立
・
、
…

の
需

駒
繋

・
理
論
壌

・
、
斯
・
・
窪

…

的
膿
系

へ
の
接
近
の
程
度
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
。
學
問
的
認
識
が
、
か
や
う
な
企
圖

に
お
い
て
成
功
す
る
に
随

臨

っ
て
、
想
像
が
相
互
に
連
結

さ
れ
た
無
数

の
観
念

の

一
か
ら
他

へ
紅
移
b
行
く
運
動
は
、
自
由
に
圓
滑
に
行
は
れ

.
の

嘲



る

こ
ξ
が
結

き
、

こ
れ
に
よ

っ
て
精

神
は
.
特
有

の

理
論
的
な

る
満
足

を
味

は
ひ
得

る
の

で
あ

る
。
す

な
は
ち
箕

在

の
世
界
は
、
神

の
目
標

ご
す

る
償
値

の
實

現

の
地
盤

こ
し

て
役
立

っ
も

の
で
あ

る
が
「
そ
れ
自
ら
精
妙

偉

大
な

　

お

る
調

和
を
髄

現
す

る
こ
ご
に
よ

今
、
人
間

の
學
問

的

認
識

の
則

る
可
き
典
型

こ
も
為

る
の
で
あ

る
。

理
性

の
把

捉

し
能
ふ
所

は

、
實
在

の
世
界

の
超
越

的
様
相

で
め

っ
て
、
費

在

の
世
界
を
地
離
皿
ξ

一
て
顕
現
す

る

`

こ
ろ
の
横
腹

の
超

越
的
様
相

は
、

紳

に
よ

っ
て
の

み
観
照

さ
れ
能

ふ
ε

い
ふ
の
が
、

ス
ミ
ス
の
根
本

見
解

に
る

の

や
う
愚

は
れ
る
、
唯
斯
か
る
超
驚

な
る
階
疽
の
顕
現
σ
地
馨

し
て
役
立

つ
魔
在

の
世
界
の
超
越
的
様
相
の

認
識

は
、
超
越
的
な

る
償
値

の
内
容
を

、間
接

な

が
ら

も
想
望

し
得

さ
せ

る
も

の
で
あ

る
。

ス
ミ
ス
の
理
神
論

的
世

界
観

か
ら
す

れ
ば
、
實
在

の
世
界

の

い
か
な

る
事

象

ご
錐
も

、
.何
等

か
の
意
味
を

有

せ
ざ

る
も
の
は
な

い
わ
け
で

め

る
が
、
そ
の
意

味
は
、
藪

に
謂

ふ
が
如

き
超
越

的

償
値

ε
の
關
係

に

お
い
て
の
み

、
眞

に
意
味

ε
し

て
成

り
立

つ
べ
き
筈

で
あ
る
。
言
ひ

か

へ
る
ε
.
十

分
な

る
意

味

に

お
い
□て
は
融
…の
意
識

に
謝
し

て
の
み
成

り
立

つ
ご

こ
ろ

の
超
越

的
横
位

の
う
ち

に
、
あ
ら
ゆ

る
償
値

の
根
源

は
存
ず

る
の
で
あ

る
。
實

在
が
、

「
方

に

お
い
て
は

、
入
間

の
経

験

を
超

越
す

る
様

相
を
有

し
な
が
ら
、
他

方

に

悔
い
て
は
、
入
間

の
経

験

に
内
在

す

る
様
相

を
も
有
す

な
や

う
に
、
償
値

も
亦

、
全
然
人
間

の
意

識
を
超
越
す

る

も
の

で
は

な
一
、

人
間

に
よ

っ
て
親

照

さ
れ
能

ふ
様
相

を
も

.

有
す

る
。
す

な
は

ち
儲
値

は
、

紳
の
叡

知
的
直
観

ε

の
關
係

に
お
い
て
成
b
立

つ
ご
は
異

な

る
形
式

に

お
い
て
、

人
間

の
償
値

域
情

ご
の
關

係

に

お
い
て
成

b
立

つ
ε
さ
れ

る
の

で
あ
る
。

世
界
を
創
造
す

そ
に
當
り
、
紳

は
、
み

論

叢

遺
徳
的
但
値
則
闘
に
關
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第
一
號

二
七
)

二
七

4)cf.

5),f,
6)c`
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論

叢

遺
徳
的
慣
慨
則
、鋤
に
關
す
み
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第
「
號

二
八
)

二
八

つ
か
ら

の
本

奴

に
な
ぞ
ら

へ
て
、
人

間
を
創

造

し
た
。
紳
が
人
間

に
理
性

を
賦
興

し
た

の
は
、
人
間

を
し

て
帥

の
寫

せ

る
業

の
偉

大
な

る
合
法
則
性

を
知
得

せ
し

め
む
が

た
め
で
.あ

る
。
そ

し
て
神
が
人
間

に
、
感

情
を
賦
興

し
た
の

は
、
神

が
自

己
の
創

造

し
た
世
界

の
永
久

の
運
行

に
謝

し

て
寄

せ
る
ゼ

こ
ろ

の
興
味
を

、
人
間

に
も
頒

ち
與

へ
、

人
間

を

し
て
、
神

の
興
味

の
幾

萬
分
の

　
か
を
感
得

し
得

さ
せ
む
が
た

め
で
あ

る
。
.

経

験
的
主
観

の
償
直

意
識
を
通

じ
て
現

れ
な

が
ら

、

し
か
も

如
何
な

る
経

験

的
制
約

の
支
離

に
も
服

す

る
こ
ご

な
く

、
全
然

先
天

的
な

る
制
約

に
し
た
が

っ
て
の
み

活
動
す

る
こ

こ
ろ

の
、
純

粋

な
る
償
値

意
識

の
概
念

、
並

び

に
共

蔽
ご
の
關
係

に
お

い
て
成

り
立

つ
ざ
こ
ろ
の
先

験
的
債
直

の
概
念

乖

つ
い
て
1

恰

も

お
な
じ
時

代

に
當

り

ー

ヵ
ソ
ト
は
そ

の
本
質

乞
深

く
洞

察
し
た

、

ス
ミ

ス
に
お
い
て
、

さ
う
し
π
批

判
的
横
組

思
想

を
求

め
る
こ
ε

は

不
可
能
で

あ
b

、

こ
の
意

味

に
お
い
て
、

ス
ミ
ス
ば
、
僧
値

の
理

論
上
、
前

カ
ン
ト
的

階
段

に
立

つ
も

の
ε
言

の

は

ね
ば
な
ら

の
u

ス
、ミ

ス
に
ξ

っ
て
は
、
償
疽

は
、
超

越
的
償
直

こ
し

で
、
超
絶

駿
的
絶
対
駒

止
観

た

る
.坤

の
意

識

ε
の
關
係

に
お

い
て
存

立
す

る
か
、

さ
も

な
く
ば

、
縄
験

陶
心

理
的
主
観

こ
し
て
の
個
人

の
意
識

こ

の
關
係

に

お

い
て
存

立
す

る
の
で
め
る
。

ス
ミ

ス
の
見

解

か
ら

す

れ
ば
、
吾

々
八
間

の
経
験

す
る

↓
切

の
償
直

内
容

は
、
個

人

の
儂
値
意
識

の
是
認
を
受

け
る
こ
ε
に
よ

っ
て
妥

當
す

る
の

で
あ
り
、
從

っ
て
そ
れ
が
個
人
的
主
観

の
如

何
な

る
範

團

に
わ
た

っ
て
妥
當
す

る
か
は
、
偏

へ
に
経

験

的
事
情

に
よ

っ
て
定
ま

る
の
で
み

る
。
自

然
の
創

造
者

が
人

間

に
賦
興
し
た
債
値
制

動
の
能

力
は
、
人
間
を

し
て

、
人
間
自

身

に
ご

つ
て
事
物

が
有
す

る
所

の
意
義

を
越

知
し

7)
8)

cfN【.噛S、P.185

ス ミ ス の 思 想 な 以 て 著 し く カ ・ 判 こ類 似 す う もの こ して 鱗 輝 しや う ミ す ろ ナy

ク ンの 岳見 に 、(u1/しkcnlA〔lamSmithin(口nコ11amle1Kan[,1877,S・87f〔1)反
ll〕al.Zeyss,っ て λ ミ 入の 亘.童な め や ま ろ 斫 り多 や や うに 思 は れ る 。 一C(.s,

27-28;Schubert,AdalnbmLth㌧Mol-alpl11!os叩lue五690,5・45・

引



得

さ
せ

る
も

の
で

め
b
、

人
間

が
自

己

の
償
直
別

蹴

に
よ

っ
て
認
識

し
得

る
の
は
、
事
物

の
経
験

的
債
値

に
止

ま

　

ヒ

る
.
素

よ
り

ス
ミ

ス
の
意
味

に

お
け
る
継
験
的
儂
値

は
、
實
在

的
、
形
而
上
畢
的

に
は
、
超
越

的
償
値

ざ
の
聞

に

連
絡

を
存

す

る
も

の
で
あ
り
、

そ
の
意
味

に

お
い
て
、

前
者

の
存
立

の
究
極

の
根
柢

に
は

、
後

者

の
絶

勤
的
愛
當

性
の
横
た
は

つ
て
る
る
こ
`
が
考

へ
ら
れ
て
る
る
も
の
、
i

論
理
的
に
は
、
前
者

の
安
當
性

は
、
到
底
経
験
的

安
當
性

以
上

に
出

る
こ
ご
が
能

き
な

い
の
.で
あ

る
。
個

々
の
事

物
を
、
超
越
的
根
糠

に
關
は
し

め
る

こ
ご

に
よ
b
、

そ
の
償
値

を
判
断

す

る
二
ε
は
、
人
間

に
賦

興

さ
れ
た
能

力

の
限
界

を
喩

え
る
企

て
で
あ

る
。
む
し
ろ
吾

々
は
、

成

る
事
物

が
縄

験
的

償
直

を
有
す

る
や
否
や

を
割

漸

し
た

上
、
斯

か
る
判
断

に
基

い
て
、

そ
の
事
物

が
終

極

に
お

潤

い
て
有
す
る
超
越
的
意
義
を
間
接

に
推
知
し
得
る
の
で
あ
る
。
.

か
や
う
に
、

ス
ミ
ス
は
償
値

の
先
離
的
要
當
性

の
本
質
の
理
曾
に
到
達
す

る
途
を
た
ご
ら
な
か

っ
た
が
、
其
代

り
に
彼
は
、
贋
喧
内
容
が
経
験
的
主
観

に
よ

っ
て
把
捉

さ
れ
る
、心
理
的
過
程
に
つ
い
て
精
緻
な
る
考
察
を
加

へ
、

道
徳
的
儂
直

の

16
理
的
根
源
を
明
か
に
し
、
人
間

が
現
實
の
生
活
に
虚
し
て
道
徳
的
使
命
を
成
就
し
得
る
だ
め
の

一
般
的
規
準
を
、

っ
ぷ
さ
に
叙
述
す

る
こ
ご
を
試
み
た
。

『
遺
徳
情
操
論
」
は
、
す
ぐ
れ
た
る
内
省
及
び
観
察

の
能
力
を
具

へ
、
且

つ
自
ら
多
分
の
人
聞
性

ご
豊

か
還
る
道

徳
的
膿
駿
を
有
す

る
人
の
み
が
企
及
し
能

ふ
ε
こ
ろ
の
、
人
間

の
精
神
生
活

の
貴
重
な
る
記
録

ご
も

い
ふ
べ
く
瓢

こ
の
意
味
に
お
い
て
、

ス
ミ
ス
の
心
理
主
義
的
考
察
方
法
は
、
む
し
ろ
.
一の
書

の
内
容
の
償
傾
を
、氷
久
的
陀
あ
し

●

論

叢

道
徳
的
慣
値
列
断
に
關

マ
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第

十
八
巻

へ第

】
號

二
九
)

二
九

9)c「.正 旺.S.,P.124庁..47L

10)d:庖1・S・,P.257fL,269α ㌦



㌔

論

叢

道
徳
的
償
偵
判
断

に
關
す

る
ス
ミ
ス
の
思
想

亀

恥

め
た
も
の
こ
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ
ざ
。

三

孝
幅
償
値
と
道
徳
償
値

第
十
八
巻

(第

}
號

三
〇
)

三
〇

紳
が
宇
宙
を
創
造
す
る
に
際

し
、
そ
の
構
成
要
素
の
中

に
入
類
を
加

へ
だ
の
は
1

右

に
述

べ
た
や
う
な

ス
ミ

ス
の
根
本
見
解

か
射
す
れ
ば
1

人
類
の
存
在
が
、
棘
の
幸
輻
の
實
現
の
だ
め
に
必
要
な
り
ご
さ
れ
る
か
ら
で
な

け
れ
ば
な
ら

ね
。

特

に
紳
は

、
人
類

が
幸
輻

な

る
生
活

を
送

る

こ
ε
を
以

て
、
み

つ
か
ら

の
悦

び
ε
す

る
の
で
み

る
。
『
人
類

の
幸
輻
は
、
他

の

一
切

の
理
性
的
存
在

者

の
幸
醸

ε
共

に
、
自
然

の
創

造
者

が
.
彼

等

に
存

在

を

さ
づ

け

る

に
當

り
、
企
固

し
た

ε
こ
ろ
の
根
元
的

な

る
目
的

で
あ

る
。
其
他

の
如

何
な

る
目
的

も
、

か
の
創

造
看

に
謝

し
て
吾

々
の
み
ざ
め
る
所

の
卓

越

せ
る
叡
知

ε
崇
高

な

る
仁
愛

ξ
に
、

ふ
さ
は

し
か
ら
ず

ε
、
考

へ
ら

れ
る
。
吾

々
は
、
創
造

者

の
無

限
の
完
全
性

に
つ
い
て
の
抽

象
的

考
察

に
よ
り
、

か
や
う
な
見
解

に
到
達

す

る
、

そ
し

て
自

然

の

】
切

の
棲

み
が
、
幸

福
を
増
進

し
、
不
幸
を
防

止
す

る

こ
ご
に
向

け
ら
れ

る
こ
ε
を

、
、観

察
す

る
ε
き
は

、

さ
う

し
た
見

解
は
、

一
層

確
謹

さ
れ
る

の
で
あ

る
」
。

さ
れ
ば
「
宇
宙

の
住
民

は
、
偉
大
な

る
も

、
卑

小
な

る
も
悉

く
、
自

然

の

一
切

の
運

動
を
支
幽

す
る
`
こ
ろ

の
、
偉

大

に
し
て
仁
慧

な

る
全

知
盾

の
直
接

の
配
慮

ご
保
護

の
下

に
立

つ
の
で

あ
り

、
後
者

は
、

そ
の
不
愛

の
完

全
性

に
よ
う
、
恒

に
能

ふ
限

b
最

大
な

る
幸
温

の
量

を
維

持
す

る

の

こ
`

に
力

め
る
の
で
あ

る
。
』
か
や
う

に

「
永
久

の
過

夫

よ
り
宇

宙

の
宏

大
な

る
機

械
を
設
計

し
、
蓮
籍
し
、
以

て

1り 画 策に 脇 ・て考察 した スミスの思想 についてば一幅 田敬太 郎氏・アダム'ス ミス

の哲畢思想!國 長握 濟雑誌三十 四巻六號)参 照
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2♪NI.S・.P・345・



能

ふ
限
b
最
大
な

る
幸

繭
の
量

を
不
断

に
創

出
す

る
こ

こ
ろ
の
紳

の
観

念
は
、
確

か
に
人
間

の
思
惟

し
得

る

一
切

の
対

象

に
比

し
て
、
蓬

か

に
崇

高
な

る
…対
象

で
あ

る
」

ご
い
ふ

べ
き
で
あ

る
。

か
く

の
如

く
.

ス
ミ

ス
に
從

へ
ば

、
人
類

の
幸

稲
は

、
神

の
意

志

に
基

い
て
成

立
し
、
且

つ
維
持

さ
れ
る

の
で

瞬
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
経
験

的
償
値

は
、

そ
れ
が
人
類

の
生

活

に
聞
す

る
も
の

で
あ

る
限
り
、
人
類

の
幸

謳
を
以

て
、

縄
験

的

に
は
、
最
終

の
目
標

ε
す

る
も
の

で
あ

る
が
、
逆

に
人
類

の
不
幸

は
、
紳

の
悲

し
み

い
ε
ふ
所

で
あ
b
、

人
類

の
生

活

に
關

し

て
成
b
立

つ

一
切

の
輕
験
的

反
償
疽

は
、
人
類

の
不

幸
を
以

て
、
輕

駿
的

に
は

、
最
終

の
蹄

着
黙

嬉
す

る
も

の
で
あ

る
。

坤

は
㍉

人
類

が
幸

輻
な

る
生
活
を

逡

る

こ
ご
を

以
て

、
み
つ
か
ら

の
幸

幅

ε
し
、
斯

か
る
企
圖

に
基

い
て
、
人

類

を

し
て
實
在

の
世
界

の
う

ち
に
存

在

せ
し
め
る

の
で

あ
る
け

れ
ご
、

こ
の
世
界

に
お
け

る
人
類

の
生
活

は
、

ひ

ε

へ
に
幸

輻
を
以

て
恵
ま

れ
る
も
の
で
は
な
く

、
多
く

の
困
苦

蓬
不
幸

ε

が
人
類

の
生
活

に
附

き
ま

ご
ふ
の

で
あ

る
。

若

し
も
神

に
し

て
、
そ

の
至
高

の
立
場

か
ら

、
人

類

の
憐

れ
な
る
状

態
を
見

下
し

て
興

が
る
や
う
な
性
質
を

有
す

る
も

の
で
あ

乃
な

ら
ば
、
吾

々
は

、
「到

底
紳
を
覗

て
、
慈

父

ご
な

し
、
恩
寵
者

ご
な
し
、

こ
れ

に
蹄

依
す

る

こ
ざ
を
な

し
得

な

い
で
あ
ら
う
。

し
か

し
な

が
ら

斯
く
、の
如
き
は

、
正
し
く
柳

の
心

に
反
す

る
假

定
で
あ
り
、
紳

は
人
類

の
幸

福
を
毀
損

す
る
事
物
を
嫌
忌
す

る
ご
共

に

、
故
な
一

し
て
不
幸

に
な
や

ま

さ
れ

る
人

々

に

封

し

て

は

、
來
世

に
お

い
て
そ

の
償

ひ
を

さ
づ
け

む
ご
す

る
の

で
め
観
。

論

叢

遺
徳
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償
値
判
断
に
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ゐ
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ミ
ス
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論

叢

轟

的
驚

翻

臆

す
る
そ
・三

の
懸

第
+
入
谷

(笙

號

三
二
)

三
二

『幸
幅
は
・
譲

漁

響

か
ら
昏

立
つ
、
黙

な
け
れ
ば
、
楡
警

守

得
な
い
、
そ
し
て
塞

な
皐

ロ

翻

の
存

す

る
慮

で
は
、
殆

ん
ご
何
物

記
し
て
楡

樂
を
あ

た

盆

も
の
は
無

い
』
。
紳

の
崇

…、同
な

る
威
情

は
、
人
聞

の

想
像
を
絶
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ご
、
幸
幅
の
享
受
に

お
い
て
、
入
間
は
謂
は
ば
神
の
感
情
の
う
ち
じ
ひ
た
る

も
の
ε
も
・
謂
ひ
幻
ら
れ
る
で
あ
ら
　
。
、諸
々
の
喩
樂

の
感
情
の
問

に
諧
調
が
保
た
れ
、
う

つ
く
し
皐

榔
が
、

精
神

の
内

鑒

み
た
す
警

、
極

幅

の
感
情
は
主
義

・
も
の
で
脅

、
藷

繊

笹

、
種
々
な
る
繕

の
内

容
を
包
括

し
て
、
よ
り
高

き
統

一
に
み
ち

び
く

ご

こ
ろ

の
綜

合
的
僻
値

た

る
も

の

で
あ

る
。
た

ε

へ
ば
、「
肚
健

に

し
て
、
何

等

の
負
債

も
な
く
、
且
潔
白

な

る
頁
.心
を
有

す

る
八
の
幸

輻

に
射
し
て
は
、
何
物

の
之
に
加
ふ

べ
き
も

の
が
あ
る
で
を

う
か
曲

言

ふ
ス
三

の
盲
の
如

き
は
、
さ
　
し
た
講

の
魁

の
構
造
に
つ
い
て
の
彼
の

見
解
を

、
推
知

し
.得

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

蝉

世
界

に
お
け

る

一
切

の
個

人

の
幸

輻

の
實
現
は

、
や

が

て
帥

み
つ

か
ら

の
幸
頑

の
實

現
の
條

件
た

る
も

の
で
あ

り
、

こ
の
意
味

に

お
い
て
、
経
験

的
な

る
幸
隔
償

直
は

、
超
越
的

償
値

`
内
面
的

に
連
繋
す

る
も

の
で
あ
る
。

し

か
し
な
が
ら

経
験
的

な

る
奉

祀
償
.慨
は
、

値
入

の
純
主

観
的

威
情

に
よ

っ
て
制
約

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
以

上
、
脛

験

的
見

地

に
お
い
て
は

、
該

個
人

に
ご

つ
て
の
み
、
真

上
に
愛

賞
す

る

の
で
あ
り

、
其

他

の
主
槻

に
ご

つ
て
も
安

當
す

る
か
否

か
は
、
全

く
種

々
な

る
経
験

的
串
情

に
よ

っ
て
定

ま

る
も

の
ε
、
官

は
ね
ば
な
ら

ね
。
宇
宙

の
存

立

の
最

高
目
的

の

一
つ
が
、
あ
ら

ゆ
る
個

人

の
幸

幅

の
實

現
及
び
維

持

に
亦
す

る
ε

さ
れ

る
円
き
、
各

個
人

の
純
主
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親

的
威

情

の
作
用

は
、
絶
大
な

る
意

義
を
具
有

せ
ざ

る
を
得

な

い
わ
け
で

る
る
。
而

し

て
無
数

の
個
人

の
各
自

の

生
活

に
つ
き
、
そ

の
幸

幅
を
増
進

し
、
擁
護
す

る
ε
共

に
、

そ
れ
を
毀

損
し
、
破
壊

す

る
所

の
も

の
を
防
止

し
、

排

除
す

る
こ

い
ふ
至
大

至
難

の
任
務

は
、

全
知
全
能

の
神

の
み
が
、

ひ
ε
り

企
及
し
能

ふ
所

で
あ
り
、

且

つ
紳
が

そ

の
全

知
全

能
な

る
力
を
以

て
、
斯

か
る
任
務

の
遂
行

に
任
す

る
以

上
、
人

間

が
そ
の
浅

薄
な

る
知
慧

ε
微

小

な

る
力

ξ
を
恃

ん
で
、

さ
う

し
た
絶
大

な

る
使

命

の
成
就

に
寄

興

せ
む

ε
す

る
が
如

き
こ
ご
は
、
軍

に
不
遜
僣
越

の

所

爲

π
る
の
み
な
.ら
す

、
徒

ら

に
紳

の
遠

大
な

る
目
的

の
實
現
を
妨
礙
す

る
の
結
果

に
了

る
の

で
あ
る
。

値
入

の

幸

爾
は
、
各

自
の
士
⊥
観
的

感
情

に
よ

っ
て
制
約

さ
れ

る
も
の

で
は
あ

る
け
れ
ご
、
自
然

の
創
造

者

の
容

知

は
、
能

く
無
数

の
個

人
の
各
自
に

っ
き
て
、
何

が
彼

の
幸

幅

た

る
か
を

洞
察

し
、
且

つ
そ

の
實

現

に
必

要
な

る
手
段

を
設

定

し
得

る
の

で
あ

っ
て
、

人
間

の
知
見

の
及
ば

諏
万

法

に
よ
り

、
宇
宙

に
お
け

る
和
の
経

管
は
、
冥

々
の
裡

に
整

然

ご
し

て
運
ば
れ

る
.ご

い
ふ
の
が
、

ス
ミ

ス
の
意
見

で
あ

る
。

さ
れ
ば
萬

物

の
主
宰
た

る
神

が
實

在

の
世
界

夕
通

じ

て
達
成

せ
む

ご
す

る
永
遠

の
目
的

に
…劃
し
、
個

人
が

み
つ

ぢ

か
ら

の
理
性

の
指

導

に
頼

っ
て
直
接

に
協
力

せ
む

ξ
志
す

こ
ご
は
、

ス
ミ

ス
の
承

認
し
得

な

い
所

で
あ

る
。
有
限

な

る
個
人

の
理
性

を
以

て
、
悠

久
な

る
創
造

者

の
意
圖

を
認
識

す
る
こ

ε
は
、
必
竟
不
可

能
で
め
り
、
從

っ
て
個

人

が
、
斯
く

し
て
認
識

し
得

た
り

ζ
信
ず

る
所

に
基

い
て
努

力
す

る
こ
ざ
も
、
創
造
者

の
意
志

に
副

ふ
所

以

で
は

電

い
。
創
造

者

の
所
産
た

る
實

在

の
世
界

ε
、
そ
の
中

に
生
起
す

る
諸

々
の
現
象

ε
を
地

盤

ε
し
て
成

り
立

つ
ε

論

叢
.
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憤
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論

叢

遺
徳
的
側
値
判
断
に
關
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

一號

三
四
)

三
閥

こ
ろ
の
、
多

様
な

る
美
的

償
値

を
観
照

し
、
宇

宙

の

あ
ら

ゆ
る
部

分
に
遍

く
顕
現

さ
れ

る
統

一
的
調

和
を
讃

嘆
す

る
こ
ご
こ
そ
は
、
神

の
偉

大

な

る
事
業

に
向

っ
て
、

入
間

の
把

る

べ
き
正
賞

の
態

度
た

る
も

の
ε
、

ス
ミ
ス
は
考

へ
る
の
で
あ

る
。

人
間

の
道
徳
的
使
命
は

、
宇
宙

の
究
極
目

的

に
謝

し
自

菟
的

に
努

力
す

る
事
に
存
す

る
も

の
で
は
な

い
が
、
さ

り
こ
て
宇

宙

の
究
極
目
的

ε
全

く
没
交
渉

た

る
も

の

で
は
な

い
。
宇
宙

の
究

極
目
的

に
向

っ
て
自
墨
.的

に
努

力
す

る
の
方
法

に
依
ら
す

し
て
、

し
か
も
其

れ
の
た

め
に
貢
鰍
す

べ
き

こ
ご

こ
そ
は
、
人
間

に
射

し
て
課

せ
ら

れ

る
道

徳
的

使
命
で

あ
ら
ね
ば
な
ら

諏
。
す
な

は
ち

メ
ミ
ス
の
見

解
に
よ

れ
ば

、
人
澗

は
超
越
的

償
値

を
以

て
、
自
己

の

貴
賤
的
生
活

の
目

標

こ
す

べ
き
で
は
な

い
。
入
間

は

、
人
間

の
立
場

に

お
い
て
、
彼

の
本
質

に
叶

っ
た
濁

自

の
蓮

徳

的
使
命

の
遂
行

に
任
す

可

き
で
あ

る
。
し

か
も
人
間

の
道
徳

的
使
命

は
、
飽

く
迄

も
宇

宙

の
究
極
目

的

の
實
現

に
役
立

っ
や

う
な
仕
方

で
、
そ

の
内
容

を
規

定

さ
れ

な
け
れ
ば

な
ら

楓
。
斯

か

る
條
件
を

み
た

し
得

る
や
う

、
人

間

に
さ
づ
け
ら
れ

た
も
の

ぜ
し
て
、

道
徳
的

償
値

判

断

の
能
力

の
意
識

は

、
理
會

さ
れ

る
の
で
め

る
、
個

人
は
、

各
自

の
償
喧

判
断

の
能
力

に
訴

へ
て
、
自
己

の
道
徳

的
使
命

の
内
容

の
何
た

る
か
を
知

り
、

そ
の
實

現

に
向

っ
て

専

念

に
精
進
す

る
こ
ざ
に
よ
り

、

か
の
自
然

の
創
造

者

の
悠

久
ほ

る
目
的

に
貢
獄
す

る
こ
ε
を

、

っ

、
ま

し
く
.恥

　
　
へも

の

密

か
に
期

す

べ
き
で

あ
る
。
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四

道
徳
的
債
値
剣
噺
の
基
礎

経

験
論

の
哲
學

の
郷

土
た

る
英
吉

利
に
生
ま
れ

た
蘇

幣
蘭
學

派

の
道
徳
哲
學
は

、
経

験
的
個

人
的
主
観

の
感
情

の
う
ち

に
、
道
徳
的

認
識

分
基
礎
を
求

め
る
思
想

を
展

開

し
セ
。
斯

か
る
思
想
的
傳

統

の
下

に
養

は

れ
た

ス
ミ
ス

は
、
個
人

の
戚

情

の
裡

に
、
殊

に
ヒ

ュ
ー

ム
に
倣

っ
て

、
同
情

の
裡

に
、
道
徳
的

償
値

判
断

の
基
礎

を
求

め
た
。

ス
.・、
ス
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
同
情

の
現

れ

る
威

に
、

つ
ね

に
道
徳

的
慣
漉
判
断

が
俘

ふ
わ
け

で
は

な

い
。
何
等

の
横
位

…判
断

を
俘

ふ
こ

ご
な
く

、
同
情

の
現
れ

る

こ
ご
は
、
勿
論

可
能

で
あ

る
。

同
情
は
、
其

れ
自

身
.
こ

し

て

は
、
過

去
又
は
現
在

に

お
い
て
現
實

に
存

在

せ
る
他
人

の
威

情
、
叉

は
観

念
的

に
そ

の
存
在

を
假
想

さ
れ
た
他

人

の

威
情

ご
、内

容

に
お
い
て
類
似

せ

る
感

情

が
、
個
人

の
意

識

の
う
ち

に
現

れ
る
こ
ご
を

、
意
味
す

る
。

さ
れ
ば

、
同

傭
は
極

め
て
普
通

に
獲

生
す

る
心
理

現
象

で
あ
り

、
其

れ
が
慣
値
判
断

の
基
礎

ε
爲

る

の
は
、
特
殊

の
場
合

に
す

ぎ
な

い
。
而
し

て
同
情

が

、
行
爲

の
主
骸

ご
し

て
の
個

人

の
意

識
内

容
ご
し

て
硯
ら

れ

る
場
合

に
は

、
同
情

自
身

が
道

徳
的
債
値
判
断

の
対
象

ご
な

る
の
で

め
る
が

、
道

徳
的
償
値
割
断

の
基
礎

ご
し
て

の
同
情

は
、

さ
う
し
た
場

合

に

お
け

る
同
情

か
ら

匠
別

さ
れ
ね
ば
な

ら
澱
。

こ
の
後

の
場
合

に

お
け

る
同
清

は
、
純

粋

に
受
働
的

な

る
意
識

の
作

用

ε
し

て
考

へ
ら
れ

て
居

り
、
斯

か
る
性
質

を
具

有
す

る
こ
ご

に
よ

っ
て
の
み
、
道
徳
的

償
値

判
断
の
基
礎

の

た

り

能

ふ

の

で

あ
.
る

。

論

叢

道
徳
的
偵
値
剣
動
に
閲
す
ろ

ス
、-「
ス
の
思
想
.

第
十
八
巻

(第

一
號

三
五
)

三
五

1)

2)
3)

cf.Skarzynski,AdamSmilha/sMoialphilosop',andSchoepfei.del.

Nationaloekonomie,1878,S.51げ.
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論

叢

皿退値悩的
便
船旧例
断
に
朋㎜
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
相撒

餌剛十
八
巻

(第

}
號

一二
⊥ハ)

一二{ハ

他

人

の
運
命

に
關
心

す

る
こ
ご
は
、
萬

人

に
共
通

な

る
.恥
理
現
象

で
あ

っ
て
、

同
情

は
..袖
等

の
す

ぐ

れ
た

る
精

.神
的
素

質
を
も
前
提
す

る
も
の
で
け
な

い
。
素

よ
り

『
吾

々
は
、
他
人

の
威

信

に

つ
い
て
直
接

に
経

験
す

る
も
の

で
は

な

い
か
ら

、
同

一
の
地
位

に

お
い
て
は
自

分
自
ら

が
如
何
な

る
感
情

を

い
だ
く
可
き

か
ご

い
ふ
こ
ε
を

想
ひ

浮

べ
る
こ
ε
に
よ

っ
て
の
み
.
他
人

の
感

情

の
内

容

に

つ
い
て
観

念

を
構
成

し
能

ふ
の
で
あ
る
」
。
例

へ
ば
他

人

の

苦

し

め
る
有
様
を
観

る

ε
き
、

「
吾

々
の
威

箆
は
決

し

て
他

人

の
苦

痛

に

つ
い
て
告

知
す

る
も

の
で
は
な

い
。
威

畳

が
吾

々
を
自

分
自
身

の
人
格

の
彼
方

に
持

ち
來

す

こ

ξ
は

、
曾

て
無

い
し
、
叉
到
底

め
り
得

る
も

の

で

は

な

い
。
唯
想

像
に
よ

っ
て
、
五
ロ
々
は
他

人

の
感
情

の
何

把

る
か
を
理
會

し
得

る
に
す

ぎ
な

い
。
而

し

て
想
像

が
斯

一

し
て
吾

々
を
み
ち

び
く

の
も
、
若

し
も
吾

々
が
他

人

の
場
合

に
在
.る
な
ら
ば

、
吾

々
自
身

が
如

何
な

る
戚
情

を

い

だ
く
で
あ
ら
う

か
ピ

い
ふ

こ
己
を
想

ひ
湾

べ
る
方
法

に
由

る
も

の
に
他

な
ら

沁
。
吾

々
は
想
像

に
よ

っ
て
他

人
の

地

位

に
自

己
を
置

く

こ
ξ

に
よ

り
、
自
身
自

ら
が
他

人

ご
同

一
の
苦
痛

に
な

や
む

有
様

を

か
ん
が

へ
、
謂

は

ゴ
彼

の
身
鎧

の
中

に
入

り
.込

み
、
成

る
程

度
に
お

い
て
、
彼

ご
同

一
の
人
格

ご
な
り
、

こ
れ
に
よ

っ
て
、
彼

の
戚
情

に

つ
い
て
或

る
観

念
を
構

威

し
、
復
命

程
度

に

お
い
て
劣

る
ご
し

て
も
、
そ
れ

に
類
似

し
た
内

容
を
戚

じ
る

こ
ε
す

ら
も
為

し
得

る
の
で
あ

る
」
。
而
し

て
同
情
は

、

ひ
,し
b
他

人

の
不
幸

に
謝
し

て
生
す

る
の
み
な
ら
す

、
あ
ら

ゆ
る

り

感
情

し
關

し

て
生

じ
得

る

の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
根
本
思
想
か
ら
見
る
ご
、
珈

に
な
ぞ
ら

へ
て
創
ら
れ
た
各
人
の
自
我
は
、崇
高
な
る
紳

の
威
情
を
一

4)釣1.S.,P.3-5・
ド.
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極

め

て

不

十

分
な
仕
方

に
お

い
て
で
あ

る
に
も
せ

よ
1

脛

駿

の
世
界

の
内

面

に
反
映
す

る
も

の
で
あ
り
、

そ

の
意
味

に
お

い
て
、
各
人

の
自
我
は

、
そ
れ
ぞ

れ
他

ε
易

へ
る
こ
ε
の
能

き
な

い
絶
対
的

な
る
存

在

の
意
義
を
有

つ
も

の
で
あ

る
。

而
し
て
各
人

の
自

我
が
蹴

そ
の
存
立

の
時
期

を
通

じ
て
、
能

ふ
か
ぎ
り
人
な

る
華
瓶

の
量

を
享

受
す

る
こ
ε
は
、
世

界
の
究
極
目
的

の
要
求

す

る
所

で
あ

る
が

、
各
人

の
自

我
は

、
そ

の
個
的
存

立

を
維
.持
す

る

に
よ

っ
て
の
み
、
幸

幅
の
威

情

に
び

π
り
得

る
の
で

め
る
以
⊥
、
個

々
の
自
我
は
飽

く
迄

も
そ

の
個
的
自
我

の
本

質
を
保
有

し

つ
、
、
道
徳

的
使
命

の
遂
行

に
任
す

可

き
も

の
ε
さ
れ
ざ

る
を
得

な

い
。
斯

か
る
道
徳

の
形
而

上
學

的
根
抵
は

、

こ
の
世
界

に
お

い
て
、
個
的
自
我

が
孤

立
的

に
は

そ
の
存

立
を
保
ち
得
す

、
他

の
幾
多

の
個
的
自

我

ご
交
渉

し
接

鯛
し

つ
、
存

立
す

べ
き
運
命
を

さ
づ
け

ら
れ

て
る
る

こ
ε

に
よ

っ
て
、
何
等

の
影
響
を

も
被

る
も

の

で
は
な

い
。

け
れ

こ
も
そ

れ
ご
同
時

に
、
他

面

に
お

い
て
は

、
個
人

の
道
徳

的
使
命

の
成

就
が
肚

會
的
環
境

の
う

ち

に
行
は
れ

る

べ
き
も

の
で
あ

る
ε
去

ふ
根
本

的
制

約
は
、
個

的
自

我

ε
個
的
自

我
ε
を
内

面
的

に
連
結

す

る
紐

帯

が
沓
個

の
自
我

に
さ
づ

け
ら

れ
て
る

る
こ

い
ふ
事

實

ε
相
俟

っ
て
、
道
徳
儂
値

の
本
質

に
射

し
、
深
き
影
響

を
加

へ
ね
ば
已
ま

な

い
、
同
情

は
あ

だ
か
も
斯

か
る
紐
帯

ε
し

て
の
機
能

を

い
ε
な
む
も

の
で

あ
る
。

ス
ミ
ス
の
意
味

に
お
け

る
個
的
自

我
は
、

一
方

に
お

い
て
は
、
各
自

「
個

の
小
宇
宙

を
成
す

も

の
で
は
あ
り
な

が
ら
、
他

方

に
お

い
て
は
、

こ
の
小
宇
宙

は
相
互

弔
他

に
向

っ
て
絶
封

に
閉

鑓

さ
れ
て
る

る
も
の
で
は
な
く

、
同
情

の

窓

を

通

じ

て
、
互
ひ
に
他

に
向

っ
て
み
つ
か
ら
の
内
奥
を
開
き
示
す
の
で
め
る
。

こ
の
黙
に
聞
し
て
1

認
識
論
的
見
地
か

論

叢

道
徳
的
偵
値
判
断

に
関

す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

「
號

三
七
)

三
七

.

」



脚.

論

叢

道
徳
的
偵
値

判
断

に
聞
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第

十
八
巻

(第

一
號

三
八
)

三
八

ら
観

て
1

他
人
の
自
我
の
意
識
内
容
の
認
識
は
、
如
何
に
し
て
可
能

ご
さ
れ
る
か
、
自
他
の
戚
情
の
響
億
又
は

共
鳴

ε
し

て
の
同
情

の
成

立
の
認
識

は
果

し
て
可

能

で
あ

る
か

`
い
ふ
こ
ε
は
、

ス
ミ

ス
の
問

題

ご
し
な

い
所

で

あ

る
。

む

し
ろ
彼
は
猫

断
的

に
、
他
人

の
感

情
内
容

を
認
識

し
、
之
を
自

己

の
戚

情

内
容

芒
比
較
す

る
こ
ε
の
可

能
性

を
前

提

し
、

苦

厄
は
現
實

の
同
情

の
作
用
.
L
お
い
で

、
斯

か
る
可
能

性
を
膿

現
す

る
の
で
あ
り

、
且

つ
こ
れ

に
因

っ
て
、
諸

々
の
種

類

の
威

情

に
亘

っ
て
、
自
他

の
威

情
内
容

の
類
同
性

の
範

園

の
存
立
す

る
こ
ε
を
経

験
す

る
ご
い
ふ
や
う

に
、
思

惟

し
て

み
る

の
で
あ

る
。

か
く

て

ス
ミ
ス
の
見
解

か
ら
す

れ
ば
、
.本

來

、
同
情

は
生

け
る

人
啓
者
相

互

の
問

に
お

い
て
成

b

立

つ
も

の
ε

い
ふ

べ
く

、
か

の
冷

か
な

る
墓

石

の
下

に
眠
る
死
者

に
勤

し
て
吾

々
の
経
験

す

る
同
情

の
如
き
は
、
本
來

の
意
味

に

お
け

る
同
情

か
ら
派
生
的

に
生
中

る
経
験

た

る
も

の
ε
し
て
認

め
ら

れ

る
で
あ
ら

う
。

同
情

は
、
各
人

の
自

我
を
内

面
的

に
連

結
す

る
紐

帯

た

る
ε
同
時

に
、
同
情

に
お

い
て
、
各

人
は
自
他

の
個
我

の
樹

立
を
明
確

に
意
識

す

る
機

曾
を

め
た

へ
ら

れ

る
。

他
人

の
悦

び
叉

は
悲

み

に
同
情

す

る
ご
き
、
吾

々
が
自
己
.

の
同
情
的
感
情

に
射
し

て
反
省

を
加

へ
る
ざ
す

る
。

こ

の
場
合

に
、
吾

々
は
飽
く
迄

も
そ

の
感

情

を
他

人
の
運
命

も

り

し

も

へ

に

つ
い
て
の
自
己

の
開
心
ε
し
て
認
識
す

る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
之
を
他
人
の
戚
情
自
鎧
の
内
容

ε
し
て
認
識

あ

も

り

を

コ

つ

も

で

り

も

す

る
の
で
は
な

い
。
そ

れ
ご
同
時

に
、
吾

々
は

そ

の
威

情

が
他

人

の
運
命

に

つ
い
て
の
自
己

の
關
心

紀

る
こ
ご
を

認
識

す

る
の
で
あ

っ
て
、
決
し

て
自
己

「
身

の
運
命

に

つ
い
て

の
開
心

π
る
も
の

で
な

じ
こ
ご
を
、
暗

に
意
識
す

5)M.S.,p7.9.
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る
の
で
あ
る
。

か
く

て
、
自

我
は
、

同
情

に
よ

っ
て
、
傭
…の
自

我
ご
緊

密

に
結
合

さ
れ

る
ご
共

に
、
他

の
自
我

の

存

立

に
つ
じ
て
の
深

き
応

護
を
獲
得

す

る
の
で
あ

る
。

し

か
も
理
論

的
叉
は
美
的
観
照

に

お
け

る
如

く
、
自
他

が

同

一
の
対
象

に
關

し
て
、
全

然
同

一
な

る
立
場

に
立

つ
場

合

に
は

、
自
他

の
感
情

が
響

腐

す
る

こ
ご

が

あ

っ

て

も
.、
自
他

の
劃

立
が
特

に
興
味

を
惹

か
な

い
た
め
に
、
斯

か
る
意
味

に
お
け

る
同
情

は
、
知
能

も
し
く
は
趣

味

に

つ
い
て
の
償
値
判

断

の
基
礎
を

め
た

へ
る
に
止
ま

る
。

し

か
る
に
、
或

る
鋤
象

に
閲
し

て
、
自
他

の
立
場

が
同

一

で
な
く

、
從

っ
て
そ
の
対
象

が
自

他

の
感
情

に
射

し

て
異

な

る
關
.心
の
目
標
を
提

供
す

る
場
合

に
は
、
同

一
の
封

象

に
閲
す

る
別
異

の
關

係

に
基

い
て
、
自
他

の
自
我

の
樹

立

が
、
興
味

の
中
心

に
置

か
れ
、
自
他

の
感

情

の

】
致

不

】
致
は

、
特
殊

の
低
臨
判
断

の
基

礎

ご
為

る
の
で
あ

る
。
吾

々
が
理
論
的

叉
は
美
的
態

度
を
把

る
場

合

に
は

・

自
他

の
威
情

の
共
鳴

が
働
陀

へ
ら

れ

る
ε
し

て
も

、
他

人

の
感
情

そ

の
者
が
僧
値
判
断

の
対
象

ご
さ
れ
な

い
の
で

あ

る
が
、
同

一
の
対
象

に
關

し

て
自

他
が
別
個

の
立
場

に
置

か
れ
る
場
合
、
即

ち
吾

々
が
實
践
的
生
活

の
李

面

に

在

る
場
合

に
ぱ
、

こ
の
孕

面

に
在

る
も

の
ご
し
て
の
他

人

の
感

情

は
、
吾

々
が
こ

の
李

面

に
お
け

る
自

他

の
關
係

の

を
反
省
し

て
下
す

債
値

判
断

の
固
有

の
謝

象

ε
さ
れ

る
の
で
あ

る
。

け
だ
し

『
行

為
の
常
事
者
其

人
の
感

情

が
、

観
察

者

の
同
情
的
情
緒

ご
完

全
に

一
致
す

る
ざ
き
は
、

そ

の
感

情
は
必
ず
や
後
者

に
ご

つ
て
正
當

且

っ
適
宜

に
し

て
、
其
感
情

の
封

家

業
適
意

せ
る
も

の
ε
見

え
る
、
之

に
反

し
て
、
観

察
者

が
、
問
題

た

る
場

合
を
ば
、
自

分
の

身

の
上

`
考

へ
て
み

て
.
其
感
情

が
自
己

の
感
ず

る
所

ご

一
致

し
な

い
こ
ご
を
獲
見
す

る
ご
き

は
、
そ

の
威

情
は

論

叢

道
徳
的
慣
値
到
鋤
に
聞
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

〔第

一
號

三
九
)

=
.九
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論

叢

道
徳
的
領
値
判
断
に
閲
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

一號

四
〇
)

四
〇

必
ず

や
彼

に
ε

つ
て
不

正
當
且

つ
不
適
宜

に
し
て
、

そ

れ
を
惹
起

し

紀
原
因

に
通

患

せ
ざ
る
も

の
ど
見

え
る
の
で

あ

る
。

さ
れ
ば
、
他
人

の
感
情
を
ば
、

そ
の
対

象

に
適

臆
す

る
も

の
ε
し
て
是
認

す

る
こ
ε
は

、
吾

々
が
他
人

の

感
情

に
全
然

同
情

す
る

こ
ε
ε
同

　
事

た

る
の
で

め
乃
』
、
す
な
は

ち
『
感
情

が
、

そ
れ
を
惹
起

し
陀
原
因
叉

は
対

象

に
謝

し
て
示
す

`
こ
ろ
の
適
懲
性

又
は
不
適
鷹
性

、

均
衡
又
ば
不

均
衡

に
よ

っ
て
、
そ
れ
の
結
果

た
る
行

爲

の

の

適
宜

も
δ
℃
藷

受
)
又
は
不
適
宜

(
ぎ
嘆
o
℃
膏

ぞ
)
が

定
ま

る

の
で
あ
る
』
。

同
唐
が

い
か
な

る
原

因

に
よ

っ
て
生

じ
た
も
の

で
め

る
か
を
問
は
す

内
自

己

の
胸

中
の
感
情

に
封
ず

る
他

人

の

同
胞
威
を
観
取
す

る
こ
ε
は
、
吾

々
に
ご

つ
て
易

へ
難

き
慨

び
で
あ

る

し
、
反
勤

熊
、
自

己
の
感

情

に
封
ず

る
他

人

の
反
感

の
あ
ら

は
れ
を
見

る
こ
ε
は
、
音

力
の
甚

し

く
苦
痛

芝
す

る
所

で
あ

る
。

「
人
は
自

己

の
力
弱

き

こ
ご

及

び
他
人

の
扶
助

の
必

要

な

る
こ
ご
を
自
畳

し
て
み

る
か
ら
、
他
人

が
自

己

の
感
情

に
同
情
す

る
ε
き
は
、
そ

の

扶
助
を
受
け
得

る

こ
ε
を
確

か
め
得

て
、
そ

の
た

め

に
悦

ぶ
の
で
あ
る
。
そ

し
て
他

人
が
同
情

し
な

い

場

合

に

.

は

、

さ
う
し
た
期

待
を
な

し
得

隙
こ
`
を
知

っ
て
、
そ

の
た
め

に
悲

し
む

の
で
あ

る
」

ε
主
張
す

る
人

が

あ
る
け

れ
ざ
、
真
相

を
う

が

っ
た
見
解

ご
い
ふ

こ
ε
は
で
き
な

い
。
蓋

し
此

種

の
快
感

も

し
く
は
不
快
感

は
、

い

つ
も
突

嵯

の
問

に
威

せ
ら

れ
る
の
み
な

ら
す

、
何
等

利
己

的
打
算

を
も
生

せ
し

め
え
な

い
や

う
な
些

々
た
る
事
柄

に

つ
い

て
も
殺
生
す

る
か
ら

で
あ

る
。

他
方

に

お
い
て
は
、

「成

る
事
件

の
當
事
者

が
吾

々
の
同
情

に
接

し
て
幌

び
、
其

缺

如

せ
る
ε
き
は
心

を
傷

け
ら

れ
る
ご
同
様

に
、
吾

々
は
彼

に
同
情

し
得

る
場
合

に
は
悦

び
、

同
情
し
得
な

い
場

7)IVI.S.,P.1d-15.
8)M.S.,P.ro



ρ

合

に
は

心
を
傷

け
ら

れ
る
。
…
…
成

る
人

が
彼

の
不

運
を
聾

高
く
泣

き

か
な

し
む
の
を
聞

く
ご
き
に
、
彼

の
身

に

な

っ
た

つ
も
り

で
考

へ
て
み
て
も
、

さ
ほ
こ

に
烈

し

い
悲

み
を
感

じ
得

な

い
場
A
[
に
は
、
吾

々
は
彼

の
悲
歎

を
見

て
不
快

を
戚

じ
、
女

々
し

い
ε
か
、
意

氣
地

が
な

い

ε
か

い
ふ
や

う
に
評
す

る
。
ま

た
他

人
が
わ

づ
、
か
な
幸
運

に

會

っ
て
、
あ

ま
り

に
幸
輻

が

つ
た
b
、
叉
は

め
ま
り

に
有
頂

天
に

な

っ
た
り
す

る
の
を
見

る
ご
き
に
も

、
.吾

々
は

の

苦

々
し

く
感

じ

る
。

そ
し

て
往

々
機
嫌

を
そ

こ
ね

て

、
馬

鹿

々
々
し

い
ざ
罵

る
の
で
あ
る
」
ゆ

ス
ミ

ス
は

、
同
情

又
は
反
感

の
作
用
其
者

ご
、

こ
れ

に
基

く
適
宜

叉
は
不
適
宜

の
便
値

判
断

の
作
用

ε
を
同

↓

脱
す

る
や
う
な

口
吻

を
示
し

て
み
る
け
れ
ご
、
・
そ
の
奥
意

か
ら

す

れ
ば
、

こ
れ
ら

の
二
個

の
意
識

の
作

用
は
相

互

に
匿

別

さ
れ
る
も
の
蓬
、
言

ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。
適

宜

又
は
不
適
宜

の
償
値

割
画

は
、
判

断

の

一
種

こ

し
て
、

何

庭

ま
で

も
意
識

の
理

論
的
活
動

に
臆
す

る
も

の
で
あ

b
、
同
情

ε
そ

の
本

質

を
異

に
す

る
。

ス
ミ

ス
の
意
味

に

お

け
る
適
宜
叉
は
不
適
宜
の
償
値
判
断
の
成
立
の
過
程
を
分
析
す
れ
ば
一

或

る
人
が

一
定
の
意
志
を
決
定
し
又
ぽ

一
定

の
行

爲
を
な
し

把
場
合

に
、
何
等

か
.の
仕
方

で
、

そ

の
人

の
感
情

の
内

容

が
吾

々
に
認
識

さ
れ
た

ε
す

る
。

そ
の
際

、
吾

々
は
或

は
彼

の
感

情

に

一
致

す

る
感
情

を
意

識

し
、
或

は
そ

"
に

一
致

せ
ざ

る
戚
情

を
意
識
す

る
。

斯

か
る
同
情

叉
は
不

同
惰

が
反
省

さ
れ

て
、
自
他

の
感
情

の

一
致

の
存
在

又
は
不
存
在

が
認
識

さ
れ
る

ご
き
.
そ

の
威
惰

が

い
か
な
る
種
類

の
も

の
で
あ

る
か
を
問
は

す

、
前

の
場
合

に
は
、
満
足

の
感
情

、
後

の
場
合

に
は

、
不

満

の
感

情
が
新
た

に
意
識

さ
れ

る
。

か
く

し
て
自
他

の
威
情

の

一
致

の
存
在

の
認
識

嬉
、

こ
れ

に
基

く
満

足

の
威

論

叢

道
徳
的
慣
値
剣
断
に
翻
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

〔第

一
號

四

こ

四

一

9)M.F.,P.13.



層

論

叢

道
徳
的
慣
値
剃
断
に
關
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

一
號

四
二
)

四
二

惰

`
の
組

み
合

せ
、
又
は
自
他

の
威
惰

の
不

一
致

の
存
在

の
認
識

ε
、

こ
れ
に
基
く
不
満

の
威
情

ε
の
組

み
合

せ

の

ロ

が
あ
た

へ
ら
れ
る
凱
吾

々
は
斯
く
組
み
合
せ
ら
れ
た
意
識
内
容

の
い
つ
れ
か

↓
方
を
反
省
し
、
斯
か
る
複
合
的
意

識
内
容
を
凝
生
せ
し
め
た
原
因
た
る
他
人
の
感
情
に
遡
締
し
、
更

に
後
者
を
原
因
ε
し
て
な

さ
れ
た
他
人
の
行
鴬

に
想
到

し
た
上
、
そ
の
感
情
を
構
成
要
素
こ
し
て
包
含
す
る
ε
こ
ろ
の
其
行
爲
に
謝
し
て
、
適
宜
又
は
不
適
宜
の

償
値
を
み
こ
め
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
、

ス
ミ
ス
の
思
想
を
挽
割
的
に
分
析
す

る
`
き
は
、
洞
情
文
は
不
同
惰
は
道
徳
的
償
値
判
断

の
間
接

の

基
礎
ε
さ
れ
て
居
り
、
同
情

に
基
く
満
足
叉
は
不
同
情

に
基
く
不
満
が
、
そ
の
直
接

の
基
礎
ど
さ
れ

て

み

る

こ

ε
を
嚢
見
す
る
の
で
あ
る
。
同
情

の
目
標
花
る
行
欝
者
の
戚
情
は
1

官
能
の
刺
戟
叉
は
肉
艦
の
撒
態
に
基

い
て

獲
生
す
る
戚
…情
た

る
ε
、
燈
悪
天
は
怨
恨
の
如
.き
敵
対
的
威
情
に
る
ご
、
慈
愛
又
は
感
謝
の
如
き
親
和
的
感
情
た
る

と
、
自
己
の

一
身
に
つ
い
て
の
喜
幌
叉
は
悲
歎
の
如
き
主
我
的
感
情
た
る
メ
ほ

、
敢
て
問

ふ
所

で
な

い
。
而
し
て
行

爲
者
の
感
情
が
、
い
か
な
る
種
類
の
も
の
た
る
か
に
劃
慮
し
て
、観
察
者
の
同
情
的
感
情
の
内
容
も
定
ま
る
わ
け
で

あ
る
が
、
後
者
の
同
情
の
成
立
叉
は
不
成
立
に
基

い
て
生
じ
る
感
情
は
、
同
情
的
感
情
の
内
容

の
如
何
に
拘
ら
す
、

満
足
叉
は
不
満
の
感
情
ご
湿
て
現
れ
る
の
で
め
b
、
こ
れ
に
よ
り
行
爲
を
償
値
あ
り
ご
し
て
推
奨

し
叉
は
反
債
値

あ
b
ピ
し
て
指
弾
す
る
判
断

の
基
礎
が
め
π

へ
ら
睡
る
の
で
あ
る
。
真
際

、
判
断
の
対
象
た
る
行
爲
は
、
輕
験
駒

割
断
主
観

の
自
我
ε
關
保

せ
し
め
ら
れ
、
こ
の
關
係
に
お
い
て
、
前
者
が
後
者

に
資
し
満
足
を
あ
た

へ
叉
は
不
満

10)C1.11.s.,P,Ilo.



を

め
π

へ
る
の
故
を
以

て
、
判
断

圭
槻

か
ら
推
奨

さ
れ

叉
は
指

弾

さ
れ

る
の
で
あ
b
、
、且

つ
行

爲
が
判
断
主
観

の

自

我

に
鋤

し
満

足
叉
は
不
満
を

あ
た

へ
る
所
以
は

、
そ

の
行

爲
を

生
憧

し
め
た
行

儒
生

槻

の
自

我

の
内
容

ε
、
判

.

断
主
観

の
其

れ
`
の
問

に
、
調

和

叉
は

不
調

和
が
存
す

る
こ
ξ
に
め

る
の
で
あ

る
。
.
そ

し
て
同
情

は
斯

か
る
關
係

」

づ
け

の
可
能
性
を

め
た

へ
る
も

の
こ
し
て
、
道
徳
的

横
位

判
断
…
.の
成

立

に

つ
き
重
要

な

る
役

割
を

つ
芝
め
る
わ

け

助

で

あ

る

。

(註
)

註

ス
ミ

ス
ば

、
青

仔
が

何
等

の
同

偉

に
基

か
な

い
で
他

人
の
行

爲

心

是

認
す

ろ

や
う

に
見
丸

る
場

合

が

め

み
こ

.こ
々

、
注

意

し

丈
み

る
。

た

ご

へ
ば

誰

か

の
串

談

無

き

い
て

、
そ

の
席

に
居
合

ぜ
た

人

々
が
皆

笑

ふ
ミ
き

に
、
自

分

の
氣

が
浮

か
な

い
折

柄

で

あ

っ
た

り

、
他

の
事

に

心

な

ミ
ら

れ

て
る

た

り
し

て

、

一
緒

に
笑

ひ
・ん
た

い
に
も
拘

ら
す

、
苦

汐
ば

そ

の
串

談

な

是
認

す

ろ

こ
ご
が

あ

る
。
.げ

れ
.ε
も
多

少
考

へ
て

見

る
ご
一
1
⊥
八
多

数

の
場

ド

合

に
.瀞
い
て
、
い
か
な

ろ
種

蝋
の
戯
言
が
青

々
な
笑

は
ぜ
う
か
ご
い
ふ
ご
芝
な
、
縄
臓
に
よ
っ
て
知

っ
て
み

て
、
命
の
は
其
種
類

に
臨
す

る
マL
い
ふ

・
・
こ
な
遡

そ
こ
で
人

々
の
笑
ひ
為
是
認
し
、

そ
の
対
象

に
叶

っ
て
み

る
ミ

い
ふ

や
う
に
感

C
み
の
で
め
ろ
。

か
　
し
た
場
合

に
ば
、
吾

々
ば
煙

駿
か
ら
み
ち
び
き
出
し
た
標
準
に
し
た
が

っ
て
、
他

人
の
行

爲
の
偵
値
た
判
断
す
み
の
で

あ
っ
て
、

ス
ミ
ス
に
か
や
う
な
判
断
の
基
礎
六

ろ
同
惟

な

岡

..8

[μ
象

寓
o
昌
円

田
宅

口
℃
巴
『
}
・一一
ご

呼

ん

で

み

る
。

五

道
徳
的
偵
値
判
断
の
成
立

ス
ミ

ス
に
よ

れ
ば

、
適
宜

叉
は

不
適
宜

の
債
値
判
断

は
、

そ
れ

だ
け
で
は
、
十

分
な
意
味

に

お
け

る
道

徳
的
慣

値
判
断

た

る
も

の
で
は

な

い
。
後
者

は
、
適
宜

叉
は
不

適

宜

の
債
漉
制
断

ご
、
功
績

叉
は
罪

過

の
横
位
判
断

ε
の

.
論

叢

逝
徳
的
便
値
到
断
に
關
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想
.

第
十
八
巻

〔第

一
號

四
三
)

四
三

ll)

●

12)

此 節 灰 吹 節 に 潜 いて 考察 した ス ミス の思 想 に つ.いて に 前 掲藤 井 博 士 の 論文 の外
に 一 杉 村 廣太 郎 氏、倫 理 思 想 家 ミ して の ア ダ ム、ス ミ入(商 撃研 究 第 三巻 第一 號)、

川合 貞 一 氏 、ア ダ ム、 ス ミスの 「慰 徳 情 操 論 」に 截 て(三 田 學 會 雑 誌 、第 十一ヒ巻 第 七

號 、)長谷 田泰 三 氏,ア ダ ム、 ス ミス ミ利 己 心(経 画 學 言合集 第 二 巻 第一 魏)参 照 、
M.S.,P.15-16.
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論

叢

遺
徳
的
似
値
判
断
に
関
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
入
巻

(第

一
號

四
四
)

四
四

複

合

に
よ

っ
て
初

め
て
成

立
す

る
。
行

爲

の
動
機
た

る
感
情

は
、

「
二

つ
の
異

な

る
態
様

に

お
い
て
又
は

二

つ
の

異

な

る
關
係

か
ら

考
察

さ
れ
得

る
、
す

な
は
ち
第

[
に
は
、
そ

れ
を
刺
戟

し
た
原
因
叉
は
箇
象

ご
の
關
係

に
お

い

て
、
第

二

に
は

、
そ
れ
が
目
指

す

ご

こ
ろ
の
目
的
叉
は
そ
れ

が
惹

起

せ
む

ε
す

る
傾
向

あ

る
結
果

ご
の
關
係

に
お

い
て
』
。
而

し
て
「
感
情

が
目
指
す

ざ

こ
ろ

の
叉

は
惹
起

ぜ
む

ε
す

る
傾
向

あ

る
結
果

が
、
有

盆

な
る
か
、
有
害

な

る
か
に
よ

っ
て
、
そ
れ

に
因

て
獲

生

し
π
行

爲

の
功
績
又

は
罪
過
(
已
o
鼻

。
「
畠
o巳
段
ε

が
定
.ま

る
の
で
あ

る
」
。

『
思

々
を

し
て
最

も
直
接

に
他

人

に
甥

し
報

謝
を
行

ふ
や

う
に
仕

向
け

る
感
情

は
、
感
謝

(
㈹
聾

菅
儀
。
)
て
あ

る
。
吾

々
を

し
て
最

も
直
接

に
絶

入

に
射

し
懲

罰
を
課
す

る
や
う

に
仕
向

け
る
感
情

は
、
憤

怒

(
「Φ鴇
三
日
。
三
)
で

あ
る
。

さ
れ
ば

、
感
謝

の
適

當
な

る
且

つ
是
認

さ
れ
だ
…対
象
た
る
行

爲
は

、
吾

々

に
ε

つ
て
、
報
酬

を
笹

ひ
ず

る

も

の

ざ
し

て
現

れ
ざ
る
を
得

な

い
、
他
方

に
お
い
て
は

、
憤
怒

の
正

賞
な

る
且

つ
是
認

さ
れ
把
対
象

π

る

行

爲

の

は
、
懲
罰

に
直

ひ
す

る
も
の
ご
し
て
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
」
。
感
謝
及
び
憤
怒

の
外
に
も
、
愛
叉
は
尊
重
、
憎
悪
叉

は
嫌
厭
の
や
う
な
感
情
は
、
ひ
ご
し
く
吾

々
を
し
て
他
人
の
幸
幅
叉
は
不
幸

に
興
味
を

い
だ
か
じ

め
る
も
の
で
あ

る
け
れ
ご
、
他
人
の
幸
幅
叉
は
不
幸
に
謝
し
て
里
人
な
る
影
響
を
め
陀

へ
る
傾
向
を
有
す
る
黙

に
お
い
て
、
戚
謝

の

.

及

び
憤

怒
は

、
他

の
感
情

か
ら
全
然

匠
別

さ
れ
る
の
で
あ

る
。
而

し

て
、
感
謝

叉
は
憤

怒

の
適
當

な

る
且

つ
是
認

,

さ
れ

だ
封

象

己
は
、
自
然

に
適
當

ご
見

え
且

つ
是
認

さ
れ
る
ε
こ

ろ

の
感

謝
叉
は
憤
怒

の
劃

象
た

る

こ
ざ

の
謂
ひ

に
他

な
ら

諏
。

し
か
る

に
、
感
謝

叉

は
憤

怒
が
通
常

蓬
見

え
且

つ
是
認

さ
れ

る
の
は
、
.人
性

の
す

べ
て
の
感
情

に

1)エ}.LS・,P・93・

2)M.S・,P・74

3)M.S.,p・95
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「お
け

る
ご
ひ
ε
し
く
、
公
雫

不
偏
な

る
観

察
者

の
心

が

、
そ
れ
ら

の
感
情

に
全
然

同
情
す

る
場
合

で
み
る
。
故

に

或

る
人
文

は
成

る
人

々
か
ら

、
各

人

の
心

の
共

鳴
及

び
推
譲

を
期
待

し
得

る
や
う
な
戚

謝

の
念
を

さ

、
げ
ら

れ
る

者

は
、
報
酬

に
値

ひ
す

る
、
他
方
に

お

い
て
、
同
様

に
或

る
人
叉
は
或

る
人

々
か
ら
、
各

人
が
直
ち

に
同
意

し
、

わ

同
情
す

る
や
う
な
憤

怒

の
念

を
注

が
れ

る
者

は
、
懲

罰

に
値

ひ
す

る
』
、

『
し
か
る
に
、
成

る
人

が
他
人

に
劃
し
威

謝

の
念
を

い
だ
く
理
由

が
、
軍

に
後
者

が
自

己
の
幸

運

の
原
因

ε
な

っ
た

こ
,し
に
存

し

刃
後
者

が
、
吾

々
に
よ

っ
て
同
情

さ

れ
得

る
や
う
な
動
機

に
基

い
て
そ
の
原
因

こ
な

っ
た
の
で

な

い
場
合

に
は
、
吾

々
は
前

者

の
後
者

に
封
ず

る
感

謝

に
.
十

分

に
衷

心

か
ら
同
情

し
な

い
。
…
…
す

な
は
ち
授

益
者

の
行

爲
が
、
適
宜
性
を

も
た
な

い
ご
見
ら

れ

る
`

き
は

、
そ

の
結

果

が

い
か
程
有

益

で
み

つ
て
も

、
そ
れ
は

何
等

か
の
相

當
な
報
酬

を
要
求
す

る
も

の
こ
は

、
思

は

れ
な

い
の
で
あ

る
。
然

る
に
行

爲

の
授
盆
的
傾
向

が
、
そ

れ
を
生
せ

し
め
π
感
情

の
適

宜
性

ご
結
合

せ

る
ぜ
き
は

…
行

儒
者

に
劃
す

る
吾

々
の
愛
情

が
、
彼

の
善

行

に
よ

っ
て
恩
恵

を
被

っ
た
人

々
の
戚
謝

に
謝
す

る
同
胞
戚

を

高

め
、
活

屡
な
ら

し
め
.る
の
で
あ

る
。

そ
し

て
彼

の
行

為

は
、
謂
は

ゴ
、
聲
高

ら

か
に
相
嘗
な

る
報

酬
を
呼
び
求

め
る
の
で
あ

る
。

:

・・同
様

に
、
残

る
入

が

他

人

に

向

っ
て
憤
怒

の
念
を

い
だ
く
理
由

が
、
軍

に
後
者

が
前

者

の
不

利
蕃

の
原
因

た
る
こ

ご
に
存

し
、
後
者

が
、
吾

々
の
.

同
威

し
得

な

い
動
機

に
基

い
て
、
そ
の
原

因

ε
な

つ
π

の
で
な

い
場
合

に
は
、
吾

々
は
決

し

て
前

者

の
憤

怒

に
同

情

し
得
な

い
。
被
害

者

の
憤

怒

に
同
威

す

る
前

に
、
吾

々
は
行

爲
者

の
動
機
を
否
認

し
、
吾

々
の
心

が
、
彼

の
行

論

叢

道
徳
的
償
値
到
漸
に
關
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
入
谷

(第

【號

四
五
)

四
五

4)釦1.S.,P.97.
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,

論

叢

道
徳
的
憐
値
判
断
に
聞
す
る
そ
・三

の
思
想

第
+
八
巻

(第

扇

四
六
[

四
六

爲

に
影
響

を
あ

た

へ
た
感
情

に
封
ず

る

一
切

の
同
情
を

拒

む

こ
ε
を
、
蔵
す

る
の
で
な

け
れ

ば
な
ら

の
。
若

し
も

行

為
者

の
感

情

が
、
何
等

の
不
適

宜
性
を

も
看

た
な

い

ε
見

え

る
ε

き
は

。
そ
れ

か
ら

生

じ

る
行

爲

が
、

そ
れ
の

向

け
む

れ
た
人

に
封

し
、

い
か
ほ

こ
有
害

で
あ
ら
う

ε
も

、
そ

れ
は
何
等

の
懲

罰

に
も
値

ひ

せ
す

、
憤
怒

の
適
當

幽

な

る
蚤
象

ε
は
思

は
れ
な

い
。

し
か

る
に
、
行
爲

の
有

害
性

が
、
そ
れ
を
生

ぜ
し

め
た
感
情

の
不
適

宜
性

ご
結
合

せ

る
ε
き
、
す

な
は

ち
吾

々
の
心

が
行

儒
者

の
動
機

に
封
ず

る

一
切

の
同
胞
威

を
拒

む

ご
き
は
、
吾

々
は
被
害
者

の
憤
怒

に
、
十

分
に
衷
心

か
ら

同
情
す

る

の
で
あ

る
。

斯

か

る
行
爲

は
、
例

へ
て
吉

へ
ば

、
聾

高
く
相
當

の
懲
罰

を
呼

び
求

め
る
の
で
あ

る
。

…
…

そ
し
て
斯
く
吾

々
が

、
懲

罰

を
う

な
が
す
所

の

か
の
感
情

に
全
く
同
情

し
、
從

っ
て
之
を

是
認
す

る
場

合

に
は
、
加
害
者

は
必
ず

や
懲

罰

の
適
當
な

る
…到
象

ご
見

え
る
の
で
あ

る
」
。

故

に
、
.「
功
績
戚

(窪
。
り・。
器
o
o
出
田
o
瓜
け
)
は
複

合
的

感
情

(p
8
B
℃
o
口
口
仏

器
ロ
ニ
ヨ
窪
ご

で
あ

っ
て
、
二

つ
の

異

な

る
情

緒

か
ら

成
り
立

つ
も

の
ε
考

へ
ら

れ

る
、

そ

の

一
は
、
行

儒
者

の
感
情

に
封

ず

る
直
接

の

同

情

で

あ

b

、
そ
の
他
は

、
彼

D
行

爲

の
利
益
を
受

け

る
人

々
の
威
謝

に
鶉
す

る
間
接

の
同
情

で
あ

る
」
。
而

し
て
「
行
爲

の

不
適
宜
戚

が
同
情

の
缺
如

か
ら

、
叉

は
行

爲
者

の
感
情

及

び
動
機

に
撤
す

る
直
接

の
反

感

⑤

島
「。
6什
四
目
9
四
昏
累
)

か
ら
獲

生
す

る
ξ
同
じ
や
う

に
、
行

爲
の
罪
過
戚

(子
①
。・o
請
。
o
h

9
ヨ
Φ
葺
)

は

、
被
害
者

の
憤
怒

に
封
ず

る
間

接

の
同
情

ξ
も
謂

ふ

べ
き
も

の
か
ら

鞍
生

す

る
。

…

」
罪
過
戚

は
、
功
績
戚

ざ
ひ

ご
し
く

、
複

合
的

戚

情

で

あ

b

、
二

つ
の
異

な

る
情

緒

か
ら
成

り
立

つ
も
の

ε
、
考

へ
ら

れ
る
。
行

儒
者

の
感
情

に
罫
す

る
直
接

の
反

感
、
並

5)tit・S・,P・104・

'
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の

び

に

被

害

者

の

憤

怒

に

謝

す

る

間

接

の

同

情

が

、

そ

れ

で

あ

る
」
。

(
註
)

註

以
上
の
や
う
な
、
道
徳
的

傾
危
剣
漸
の
構
造

に
聞
す
ゐ
ス
ミ
ス
の
見
解
な
、
了
解

に
便

利
な

や
う

に
一

「

、
行
儒
者

の
縫

3

罰
す
る
直
接
的
同
情

,

道

徳

的

偵

亀
の
判
断
i

.

…一
A
適

宜

の

判

漸

一

道
徳
的
反
側
値
の
判
断
1

iB

功

績

の

判

断
　

11

fe〔

奎 薯1
者 宕 早
(o

d .に ギ
e
)因 美

に つ 調

基 一(1

く 登 妻
行 生 「

駕 す ～
者 ゐ1匠
の 溺 訂

行 足 ♂

爲 の ∈

篁 構1
認 口

次

の
加
川く
表
皿
亦
・し
得

ろ
で

あ
ら

・つ
c

b
前
者
(
a
)
に
因

っ
て
盤
生
才
ろ
浦
.足

の
感
情

i

c
右

二
着

(
a
b
)
に
基

く
行
爲
者

の
行
爲

の
是

認

1
d
受
益
者
の
行
爲
者

に
封
ず

ろ
感
謝

へ
の
間
接
的
同
情

e
前
者

(d
)
に
因

っ
て
登
生
す
ゐ
満
足

の
感
情

一↓

行
爲
者
の
構

に
等

ろ
直
接
的
憲

皿
h
・剛
者
・g
・
に
因
っ
て
遊
星
で
ろ
露

の
感
情

一
C
不
適
宜
の
剣
断
1

「
.
-
右

二
者

(
g
h
)
に
基
く
行
爲
者
の
行
爲
の
否
認

一一
・」
被
害
者

の
行
爲
者
に
封
ず

ろ
憤
怒

へ
の
間
接
的
同
情

も

器

・
観

⊥

・
薯

菩

因
・
義

生
・
蓮

・
構

[
11
右
二
者
(
j
k
)
に
基
く
行
爲
者
の
行
爲
の
否
認

六

道
徳
的
偵
値
判
断
…の
客
観
性

同
情

が
道
徳
的
債
値
利
断

の
基
礎

を
成
す

ご
云

ふ

ご
ε
は
、

一
方

に
お

い
て
は
、

道
徳
的
償
徳
利
断

の
獲
生
過

程

が
入
間

の
肚

會
生
活

に
よ

っ
て
條

件

づ
け
ち

れ
る

事
實

を
表

明
し
、
他
方

に

お
い
て
は
、
道
徳

的
横
笛

判
断

に

論

叢

道
徳
的
偵
値
剣
噺
に
聞
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
†
八
省

(第

「
號

画
七
)

四
七

6) M.S.P・ 【05-io6.



論

叢

道
徳
的
慣
値
到
漸
」
關
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
「
入
巻

(第
.一號

・四
八
)

四
八

よ

つ
て
規

定

さ
れ

る
道
徳
的
横
位

叉
は
反
償
疽

の
脛

験
的
普
遍

安
當
性

の
桟
源

の
所
在

を
敏

へ
る
も
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
の
意
味

に

お
け

る
道
徳
的

贋
値

は
、
輝
験

的
債
値

ε
し
て
存

立
す

る
も

の
で
あ
る
け
れ

ご
、

し

か
も

そ

の
安
富

性
は
主
観
的

た

る
も

の
で

は
な

く
、
客
観

的

た

る
も
分
ご
思
惟

さ
れ

て
る
る
。
適
宜
ヌ

は
不
適

宜

の
判
断

に

つ
い
て
官

へ
ば
、
行

爲

の
動
機

陀

る
行

為
者

の
感

情
は
、

そ
の
行

爲
が
彼

に
ε

つ
て
有
す

る
主
観
的
意
義

を
物

語

る
も

の
で
あ
り
、
道
徳
的
償
俺
判
断

は
、
行
儒
者

が
自

己
の
行

爲

に
謝
し
て
み
ε

め
る
主
観

的
意
義

が
、
果

し

て
客
観

的

に
も
成
.り
立
ち
得

る
か
否

か
の
問

題
を
解

決

せ
む

ご
す

る
目
的
を
有

つ
も

の
で
あ
る
。

而
し

て
成

る
観

察

者

が
行

為
者

の
戚
情

に
同
情
す

る
こ

い
ふ
事
實
其

者

に
よ

っ
て
、
行

儒
者

が
自
己

の
行

爲

に
謝

し
て
み

ご
め
る

主
観
的
意
義
は
一

そ
の
限
度
に
お

い
て
で
は
あ
る
が
一

す
で
に
純
然
π
る
圭
蜆
牲

か
ら
客
観
性
に
ま
で
高
め

ら

れ

る
わ
け

で
あ

る
。
素

よ
り
槻

察
者

が
そ
の
同
情

を
介

し
て
行

梵
音

の
行
爲

に
射

し

て
賦
興
す

る
意
義

も
、

そ

れ
白
身

ご
し
て
は
主
観
性

を
脱
却

せ
る
も
の
で
は
な

い
け
れ
ご
、
ひ

ε
し
く
主
観
性

で
は
あ
b
な

が
ら

,
行
爲
者

の
立
場

に
お
け

る
主
観
性

ご
、
蜆

擦
者

の
立
場

に
お
け

る
主
観
性

ε
は
、
根
本
的

に
其
性

翼
を
異

に
す

る
も
の

で

あ

る
。

た

ε

へ
ば
散

人
が
共

同
し
て

一
個

の
目
的
を

め
ざ

し
て
行

寫
す

る
場

合

に
、

か
れ
ら

の
感
情

が
互

ひ
に
全

く
共
鳴

し
て
み
る
ε
し
て
も
、

か
れ
ら

の
行

爲

の
主

観
的
意
義

は
、

い
さ

＼
か
も

そ
の
主
観
性

の
階
段

か
ら
上
昇

し
得

楓
で
あ
ら
う
噛

之
に
反
し
て
、
観
察
者

の
同
情

ぼ

、
假
令

そ
れ
が
唯

　
人

の
観
察

者

の
同
情

で
あ

る
に
も

せ

よ
、
行

爲
者

の
感
情

ε
観

察
者

の
感
情

`
が

一
致
す

る
こ
ε

に
よ
り
、
行
爲
者

の
行

爲
は
、
全

く
新

た
な

る
意
義



.

を

賦
與

さ
れ

る
の
で
あ
る
。
行

為
者

の
立
場

か
ら

み
こ

め
ら
れ

る
行

爲

の
意

義

の
正
親
性

ご
、
観
察
者

の
立
場

か

ら

み

こ
め
ら
れ

る
行

爲
の
意
義

の
主
観

性

ε
は
、

い
つ

れ
も
そ

れ
自

身

ε
し

て
は

、
何
等

の
客
観
性

を
も
産
出

し

得

る
も

の
で
は
な

い
け

れ
ご
、
観

察
者

の
経

験
す

る
同

情

の
作

用

に
因
り
、行

篇
者

の
肯
定
す

る
主
観

的
意
義

ざ
、

観
察
者

の
肯

定
す

る
主
観
的
意
義

ε
の
綜
合

の
上

に
立

つ
ε

こ
ろ
の
、
客
観

的
意
義

が
獲
生
す

る
の
で
あ

る
。

よ
り
多

く

の
観
察
者

に
よ

っ
て
同
情

さ
恥
得

る
も
の

で
あ
れ

ば
め
る
程
.
行
爲
者

の
行

爲

の
経
験
的
普

遍
優
賞

性

は
据
大

さ
れ

る
わ
け
で
あ

る
。
勿

論
、
個

々
の
…観
察

着

の
判
断
は

、
種

々
な

る
ま
親

的
事
情

に
累

せ
ら
れ
易

い

も

の
で
あ
b

、
そ

の
事
情

に
つ
い
て

ス

ミ
ス
は
詳

し

い
考
察
を

加

へ
て

る
る
の
で
み
る
が
、
彼

は

、

『
公
干

不
偏

穿

る
観
察

者
』

の
概
念

を
構

成

し
、

之
に
よ

っ
て
個

々

の
観

察
者

の
判
断

の
正
當
性

を
測
定

し
や
う

ご
考

へ
て
る

る
。

し
か
し
な

が
ら
、

辺
徳
的

債

臓
割
賦

の
基
礎

た

る
同
情

は
、
経

験
的
主
観

の
感
情

`
七
て

の
み
そ

の
意
味

を

有
す

る
の
で
あ

っ
て
、
着

し
も
公
雫

不
偏
な

る
観

察
者

の
感
情

に
し

て
、
斯

か
る
性

質
を
脱
却
す

る
な
ら
ゆ
、
】
切

の
経

験
的

制
約

を
超
越

し
能

ふ
で
は
あ
ら

う

け
れ
ざ
、

そ

の
代

り

に
其

れ
は
最

早
同
情

た

る
の
性
質

を
失

ふ
ε

い

ふ
デ

ィ

レ
ン

マ
に
陥

る
筈

で
あ

る
。

だ

か
ら

同
情

が
湛

徳
的
債
値
判

断

の
基
礎

た
る

べ
き
で

あ
る
ε
す

れ
ば

.
公

季

不
偏

な
る
観
察
者

の
概
念
は

、
飽

く
迄

も
経
験

的
意

義

に
お

い
て
理
會

さ
れ

ね
ば
な
ら

渦
。
吉

ひ
か

へ
る
ε
、

ゐ

公
李

不
偏

な

る
判
断

の
態

度
を
妨

げ

る
諸

種

の
事
情
を

周
到

に
除
却
す

乃
な

ら
ば

、
各

人
は

ス

、-、
ス
の
意
味

に
お

け

る
公

牛
無

私

の
観
察
者

紀
る
資

格
を
取
得
す

る

こ
ε

が
酷

き

る
こ

い
ふ
や
う

に
、
考

へ
ら

れ
ね
ば
な
ら

漁
。

論

叢

遺
徳
的
領
値
判
断
に
嗣
か
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

一號

四
九
)

四
九

、
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論

叢

道
徳
的
債
飽
勇
断
に
翻
す
ろ
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(蜷
　
號

五
Q
)

五
G

道
徳
的
償
値
判
断
の
構
成
要
素

`
し
て
の
功
績
叉
は
罪
過
の
判
漸

に
つ
い
て
も
、
右

に
述

べ
た
所
が
愛
賞
す

る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
特
に
行
徳
者

の
行
爲
に
よ

っ
て
利
益
叉
は
不
利
益
を
被
る
人
の
感
情
に
封
ず

る
、

観
察
者
の
同
情
が
、
行

爲
者
以
外
の
人
格
者
の
こ
標
の
立
場

ご
つ
な
が
っ
て
み
る
こ
ご
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
蹟
。
受
猛
者
叉
は
被
害
者
は
、
行

篤
着

電
は
蓮

つ
た
立
場
に
在

る
看
た
る
以
上
、
そ
の
感
情
は
、
行
爲
者
の
威

情

ご
は
原
理

的
に
異
な
る
道
徳
的
性
質
を
も

つ
も

の
で
あ
る
ε
同
塒
に
、
受
益
者
叉
は
被
害
者
は
、

一
方
の
常
事

者
ピ
し
て
、
観
察
溢
の
立
場

に
在
る
も
の
で
は
な
く
、
從

っ
て
其
感
情

は
、
観
察
者
の
威
情

ε
は
原
理
的

に
異
な

る
道
徳
的
性
質
を
有
す
る
。
受
益
者
叉
は
被
害
者

が
行
為
者

に
謝

し
て
い
だ
く
感
情
は
、
行
儒
者
の
行
爲
が
受
猛

者
久
は
被
害
者

に
謝
し
て
も
つ
主
脚
…的
醐恩
義
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
…從
っ
て
…観
察
{着
の
感
情

の
共
鳴
に
よ
っ
て

初

め
て
、
客
観
的
意
義
を
獲
得
す

る
の
で
め
る
、
此
場
合
に
は
、
必
然
に
行
儒
者

の
行
爲
の
結
果
た
る
利
盆
叉
は

不
利
益
の
認
識
が
前
提

さ
れ
、
斯
く
認
識

さ
れ
た
利
益
叉
は
不
利
益
を
通
し
て
受
釜
斎
火
は
被
害
者

の
み
こ

曲
る

行
偽
者
の
行

鯛
の
主
観
的
意
義
が
、
観
察
君
の
.同
情
に
よ
り
、
客
観
性
に
ま
で
高

め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
功
績

叉
は
罪
過
の
判
断

の
基
礎

花
る
同
情
は
、
か
く
の
如
く
特
有
の
見
黙
か
ら
行
腐
者

の
行
為
の
客
観
的
意
義
を
規
定

す
る
も
の
で
あ
り
、
其
故
を
以
て
、
道
徳
的
僧
値
判
断
の
猫
自
の
構
成
要
素
た
る
も
の
ピ
考

へ
ら
れ
る
。
此
方
画

に
お
い
て
も
、
観
察
者
の
公
牛
不
偏
な
る
態
度
が
要
求

さ
れ
る
こ
ざ
は
、
勿
論
で
あ
る
が
、
受
益
者

も
し
く
は
被

害
者
の
行
駕
者

に
向

っ
て
い
だ
く
感
謝
叉
は
憤
怒
が
、
行
爲
者

の
意
識
の
う
ち
に
生
せ
し
め
る
所
の
戚
情
が
、
魏

r

、



,

の

察

者

の
同
情

に
及

ぱ
す
影
響

を
も
、
ス
ミ
ス
.が
考

慮
し

て

み
る
黙
を
、
考

へ
る
ご
、
彼

が
道
徳
的

僧
侑
.判
断

の
根
擦

を
何
庭
ま

で
も
.心
理
主
義
的
見
地

か
ら
求

め
て

み
る
態
度

が
、
興
味

深

く
感

じ
ら

れ

る
の
で
あ

る
。

右

に
考
察

し
た
や
)

に
、

ス

ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
道

徳
的

償
値

制
噺
は

、
判
断
主

観

が
他
人

の
打
網

の
観
察

者

ご

し

て
の
立
場

に
お

い
て
経

験
す

る
同
情

叉
は

反
威

に
基

い
て
成
立
す

る
。

從

っ
て
若

し
も
観
察

の
勤
象

を
提
供
す

る
ご
こ
ろ
の
他

の
個
人
が
存
在

し
な

い
や
う

な
環
境

の
う

ち
に
、
個
人

が
生
長

し
た

.近
假

足
す

る
な
ら

ば
、
彼
は

の

道
徳
的
償
値

の
何
た
る
か
を
騰
得
す
る
こ
ε
な
く
し
て
了

る
で
あ
ら
う
。
す
な
は
ち
肚
會
的
環
境
は
、
道
徳
的
意

識
成
立
の
獲
生
的
條
件
た
る
も
の
ご
、
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
行
雨
者
た
る
個
人
が
己
れ
み
つ
か
ら

の
行
爲

の
道
徳
的
横
位

に
閲
す
る
意
識
を
獲
得
す
る
に
至
る
過
程

に
お
い
て
は
、
同
情
は
肚
會
的
環
境
を
通
じ
て
、
二
様

の
作
用
を
い
嬉
な
む
の
で
あ
る
。

肚
曾
生
活
を
機
縁
こ
し
て
、
絶
入
の
行
爲

の
観
察
者

ご
し
て
の
麗
駿
を
爲
し
た
ε
き
は
、
個
人
は

遺

徳

的

儂

櫨
又
は
反
償
値
の
河
π
る
か
を
騰
得
す

る
、
し
か
る
に
他
方
に
お
い
て
は
、
他
人
も
亦
自
己
の
行
偶
に
謝
し
、
同

情
叉
は
反
威

に
基

い
て
道
徳
的
判
断
を
加

へ
る
ε
い
ふ
事
賢
を
経
験
す

る
。
藪
に
お
い
て
個
人
は
、
自
己
の
行
爲

.

が
果
し
て
他
人
の
賞
讃
叉
は
批
難
に
値
ひ
す

る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
知
り
だ
い
ざ
い
ふ
欲
求
を
起
す
。
そ
し
て

自
己
の
感
情
及
び
行
爲
を
槍

べ
、
若

し
も
自
分
が
他
人
の
立
場

に
在

る
な
ら
ば
、
自
己
の
行
爲
を
い
か
や
う
に
硯

の

コ

る
で
め
ら

う

か
ご
い
ふ
こ
ξ
を
考
慮
す

る
。
す

な
は

ち
吾

々
は
、
他

人

の
地

位

に
吾

々
自

身
を
置

き
、
謂

は

～
他

論

叢
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徳
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償
値
剣
断
に
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す
る
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想
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八
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論

叢

道
徳
的
便
値
判
断
に
關
で
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
+
八
巻

(第
一
號

五
二
)

五
二

・

人
の
眼
を
以

て
他

人

の
地

位
か
ら
自

己

の
行
爲
を

な
が

め
る
ご
き
、
自
己

の
行
為

に
影

響
を
あ

π

ヘ
セ
感
情

及

び

動
機

に
、
吾

々
が
十

分
同
情

し
得

る
や
う

に
威

せ
ら

れ

る
や
否
や

に
よ

っ
て
、
自

己
の
行

爲
を
是
認

し
叉
は
否
認

す

る
の
で
あ

る
、
す

べ
て

か
や
う
な
場

合

に
は
、
行

儒

者

の
自
我

が
、
謂
は

ゴ
ニ

つ
の
入
幣

に
分
れ
、
審
割

者

ε

し
て

の
自
我

が
、

そ
の
行
爲
を
審
査

さ
れ

、
裁
割

さ
れ

る

べ
き
他

の
自
我
に
対
立
す

る

の
で
あ

る
。

こ
の
場

合

に

は
、
反
省

さ
れ

る
自

我
が
、
行

為
者

の
立
場

に
お

い
て

、
自

己

の
行

爲
に
謝

し
て

み
ε

め
る
主

観
的
意

義
ε
、
反

省

す

る
自

我
が
、
観
察
者

ζ
し

て
の
立
場

に
お
い
て
、

自

己

の
行
爲

に
臠

し

て
み

こ

め
る
室
観

的
意
義

ε
の
綜
合

に
よ

り
、
獲
生
す

る
ε

こ
ろ
の
客
観
的
意

義
が
、
反
省

的
便
値

判
断

に
よ

っ
て
把
捉

さ
れ

る
わ
け
で

あ
る
,
而

し

て
個
人

が
自

己
の
行
為

に

つ
い
て
道
徳
的

反
省
を
行

ふ

や
う

に
な

る

ご
、
同

一
の
自

己

の
行

爲

に
毀

し
て
他

人

の

下
す
償
値

判
断

ε
自

己

の
下
す

そ
れ

ε
を

比
較
し

、
両

者

の

】
致
す

る
ε
き
は
満

足
を
、

一
致

せ
ざ

る
ご
き
は
不

満

を
威

じ

る
。
殊

に
み

つ
か
ら
反
省

し
て
賞
讃

し
え
な

い
ご
判
断
す

る
自

己

の
行

爲
が
、
他
人

に
よ

っ
て
賞
讃

さ

れ
、

又
は
み

つ
か
ら
反

省

し
て
批
難

し
え
な

い
鷲
制
.断

ず

る
自

己

の
行
爲

が
、
他

人

に
よ

っ
て
批

難

さ
れ
る
事
蜜

を
経

験
す

る
に

つ
れ

て
、
賞
讃

叉
は
批

難

ξ
、
賞

讃

に
値

ひ
す

る

こ
ご
叉
は
批
難

に
値

ひ
す

る
こ
蓬

、

の

差

異

を
、

明
瞭

に
意

識
…す

る
に
至

、る
の
で
あ

る
。

人

は
、
自
己

の
行

為

が
賞
讃

に
値

ひ
し
叉
は
批

難

に
値

ひ
す

る
こ
ε
を

知

っ
て
、
満

足
又
は
不
澁

を
威

す

る
ε

共

に
、
自

己

の
行

鯛
が
他
人

に
よ

っ
て
賞
讃

さ
晒
叉
は

批
難

さ
れ

る
こ
ε
を
知

っ
て
、
満

足
又
は
不
満
を
威

す

る

6)M,S.,p.161,164.

7)1}1.S.,P.【66ff・



匿

の
で
あ

る
、

し
か
も

こ
れ
ら

の
二
様

の
感
情
は

、

ひ
ぜ

し
く
自

然

の
創
造
者

の
人
間

に
賦
興
し
た
所

で
あ
り

、

こ

れ
あ

の
二
様

の
顧

情

に
樹
恋
す

る
二
種
類

の
債
値

劉
蹴

の

い
つ
れ
も
償
疽

判
断

`
し
て
安
富
す

る
も

の
た

る

こ
ご

が
、

こ
れ
ら

の
二
様

の
感
情

を
通
じ

て
人
間

に
激

へ
ら

れ
る
の
で

あ
る
。

右

の
二
種
類

の
僧
位

割
断
を

下
す
主

観

臓

.
謂
は
.y
岬
の
設

定

し
た

第

一
審

及
び
第
二
審

の
裁

制
勝

π

る
も
の
で
め

る
。
第

一
審

の
裁

割

は
、
笥
〃二
審

の

そ
れ

に
比

し

て
、
散

方

に
お
い
て
劣

る
も

の
で
は

あ
る

け
れ
ご
、

ひ

`
し

く
神
の
権
威

に
基

い
て
行

は
れ
る
裁

割

た

る
も
の

で
め
り
、
從

っ
て
各

人
は

、
第

「
審

の
裁

割

を
も
尊
重
す

べ
き

こ
ご
を
要
求

さ
れ

る
の
で
あ

る
。

同
胞

が
吾

々
の
行

爲
を
賞

讃
し
叉

は
批

難
す

る

こ
ご
を
知

っ
て
、
吾

々
が
或

は
悦

び
、
或
は
煩

悶
す

る
.の
は

、
紳

の
深

き
慮

b
に
因
す

る
の
で
あ
乃
。
他
方

に
お

い
て
は
、
第
.
}
審

の
宣

告

が
正

し
く
な

"
ε
思
は

れ

る
場

合

に
は

、
吾

々
は
第

二
番

の
裁

別
所

に
控

訴

し
、
吾

々
は
み
つ

か
ら

の
良
心
、
叉

は
假
想

さ
れ

た
、
不
偏

に
し
て
且

つ
事
情

に

通
暁

せ
る
観
察

君

の
裁

劉
を
求

め
る

こ
ご
が
能

き

る
。

自

己
の
行

爲

に
劃

す

る
他
人

の
判

断

に
喜
憂

を
感

じ

る
ご

き
、
吾

々
は
他

人

ご
共

に
、
第

】
審

の
法

廷

に
自
己

を

立
た
し

め
る
の
で
あ

る
が

、
内

に
省

み
て
自

己

の
行

為
が

果

し

て
賞

讃

も
し
く
は
批
難

に
値
ひ
す

る
か
否

か
を
問

ふ
ご
き

に
は
、

自
己

ぱ
第

二
審

の
法
廷

鮮
立

っ
て
、

「
胸

中

の
人
」

(
二
冨

日
四
目
毛
玉
旨

些
。
げ
話
霧
一)
の
宣
告

を

仰
ぐ

の
で

め
仙
。

第

二
審

の
裁
判
官

湿

る
假
想

の
公

李
な

る
観
察

者
を

、

ス
ミ

ス
は
紳

の
代
理
者

(
.鼠
8

σq
o
話
葺
)
叉

は
、
年

神

(α
①
量
σq。
血
)
に
喩

へ
て
る
る
が
、
元
來
彼

は
謂

は
ば
神

性

ε
人
間

性

ご
を
併

せ
具

へ
る
者

で

あ
ひ

、
.爵
。
、・・窪
器

o
『

論

叢

道
徳
的
慣
値
則
鰍
に
附
す
る
ス
ミ
ス
の
思
想

第
十
八
巻

(第

】號

五
三
)

五
三

蜜詠擢
臨
翫

帆
M

の

の
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論

叢

道
徳
的
便
値
勢
断

匹
關

オ
ろ
そ
・ー
ス
の
思
想

錆
+
八
巻

(第
一
號

五
四
)

五
四

サ

コ

鷲
募

①窺
o
「重

き
霧

睾
ユ
三
p
ヨ
2
δ
訴
互
ま
読

.
に
よ

っ
て

制
断
ず

る
も

の
で
は
あ
り
な
が
ら
、
現
實

の
観

察
着
た
ち

が

聾
.を

そ
ろ

へ
て
反
封

ず

る
ご
き
は

、
自

己

の
入
間
性

に
わ

づ
ら
は

さ
れ

て
、
其
神
性

に
ふ
さ
わ

漁
行

動

に
出

で
か

ね
ぬ

㊨
で
あ

る
。

そ
し

て
か
や

う
な
場
合

に
は
、
宇

宙

の

一
切
を

洞
観
す

る
全
知
全
能

の
裁
判

官

へ
の
控

訴
が
、

悩

め
る
人
間

に
ε

つ
て
の
唯

】
の
慰
籍

・こ
し

て
痩

さ
れ

る
の
で
め
る
。

し
か
も

こ

の
最
高

の
裁
割
官

の
宣
告

は
、

最
早
固
有

の
意

味

ド
お
け

る
湛

徳

的
償
値
判
断

で
は
な

い
、
換

言
す

れ
ば

、
道
徳
的

償
値

が
そ
の
経
験

的
妥
當
性

を

全
く
離
脱

し
て
、
超

経
験
的

愛
當

性

に
ま

で
純
化

せ
し
め
ら

れ

る
ピ
き
、

そ
れ
は

道
徳
的
僚
値

こ
し

て
の
性
質

を
喪
失

せ
ざ

る
を
得

な

、M
。
紳

の
票

高
な

る
同
情

は
、
人
間

の
宗
漱

的
生
活

に
ご

つ
て
は
意
味

を
も

つ
け

れ
ヂ、
、
道

徳

の
立
場

に
お
い
て
は
、
同

一
の
経

験

の
世

界

の
う
ち

に
生

き

る
入
間
相

互

の
問

の
同
情

の
み
が
、
各
人

の
生
活

の

規
準

を
あ
た

へ
る
。
斯
く

て

ス
ミ

ス
の
倫
理
思
想

の
見
黙

が
ら
す

れ
ば

、
純

験
的

主
観

の

..旨
。巨

。・。ロ
ユ
目
窪
齢。。、、

が
道

徳
的
僧
位

判
断
を
生

ま

れ
し

め
る
唯

一
の
源

泉

で
あ

る
ε

い
ふ
根
本
的

前
提

の
下

に
の
み
、
道
徳

的
償
値

判

断

の
客
観
性

は
理
解

さ
れ
能

ふ
の
で
あ

る
。

必
一覧
、
如

何
な

乃
心
理
的

過
程

を

た
こ、
つ
て
人
間

は
道
徳

的
償
値

の

推

捉

に
到
達
す

る

か
ご

い
ふ
事
實

の
問
題

(営
B
無
げ臼

。
「
壁
nC

が

ス
ミ

ス
の
興
味

の
集

注

さ
れ

る
黙

で
め

つ

て
、
完

全
な

る
存
在

者
が
如
何

な

る
原
理

に
よ

っ
て

人
間

の
.勤
惰
及

び
行
爲
を
判

断
す

る
か
ご

い
ふ
権

利

の
問
題

(p
B
葺

臼
o
h
「凶αq巨
)
は
彼

の
考
察

の
範

園
外

に
逸

す

る
の
で
あ

る
。

そ
し

て

ス
ミ
ス
の
逼

徳
思
想

の
長

所
も
弱
勲

功

も
、

ひ
ご
し
く
斯

か
る
彼

の
根
本

の
態
度

に
由
來
す

る
ξ

い
ふ
や
う

に
、
観

る
事

が
能

き

る
で
あ
ら
う
。

王o)

11)

12)

M,S.,P.x87-188.

繍 勲鰯 灘 鵬 繍 霧轡こ3錘糠 翻:麟
略 した 。


