
行

為

の

規

範

と

し

て

の

礼

節

（

）

の

意

義

d
e
c
o
ru

m

―

―

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
お
け
る
法
・
道
徳
・
礼
節
の
区
別

福
田

喜
一
郎

は
じ
め
に

カ
ン
ト

は

人
倫
の
形
而
上
学

一

(Im
m
anuel

K
ant

1724-1804)

、『

』（

七
九
七
年
）
の
第
二
部
門
「
倫
理
学
原
理
論
」
の
最
終
節
（
第
四
八

）

、

「

」

節

に
お
い
て

社
交
性
の
意
義
を
論
じ
な
が
ら

礼
節

(decorum
)

概
念
に
わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
礼
節
は
「
徳
に
優
雅

さ
を
添
わ
せ
る
」
も
の
と
し
て
、
徳
に
対
す
る
「
付
属
物
」
程
度
の

価
値
だ
け
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
啓
蒙
の
初
期
を
代
表
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
マ
ー
ジ
ウ

ス

は
、
こ
の
き
わ
め
て
消
極
的
意

(C
hristian

T
hom

asius
1655-1728)

義
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
礼
節
概
念
を
最
初
に
明
確
に
行
動
の
規

範
と
し
て
提
示
し
た
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
礼
節
を
法
と
道
徳
の

中
間
に
位
置
づ
け
た
。
こ
れ
は
後
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
厳
格
に
区
別

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
適
法
性
と
道
徳
性
の
峻
別
の
先
駆
け
と
な
っ

た
。
礼
節
の
議
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
七
世
紀
以
降
の
社

交
界
で
集
中
的
に
議
論
さ
れ
、
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
導
入
さ
れ
て
独
特

(A
dolph

Freiherr
von

の
展
開
を
経
て
、
一
七
八
八
年
に
ク
ニ
ッ
ゲ

K
nigge

1752-96)
(V
on

dem

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
人
間
交
際
術

』
に
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
後

U
m
gang

m
it

M
enschen)

に
哲
学
的
議
論
の
場
か
ら
は
見
失
わ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
こ
の
礼
節

の
問
題
を
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
思
想
に
即
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
そ

の
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
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本
論
に
入
る
前
に
、
通
常
の
哲
学
史
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
著
作
を
本
論
に
関
係
す
る
限
り

で
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
彼
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
で
法
学

を
研
究
し
、
特
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

と
プ

(H
ugo

G
rotius

1583-1645)

ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

を
学
び
、
後
者

(S
am

uel
von

P
ufendorf

1632-94)

の
自
然
法
論
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
彼
は
一
六
八
八
年
に

『
宮
廷
哲
学
入
門

（
一
七
一

(Introductio
ad

philosophiam
aulicam

)

』

）

、

二
年
の
ド
イ
ツ
語
訳
は

を
著
し
て

E
inleitung

zur
H
of-P

hilosophie

法
学
や
哲
学
を
ス
コ
ラ
哲
学
風
の
煩
瑣
な
議
論
か
ら
解
放
し
、
人
間

の
幸
福
に
寄
与
す
べ
き
知
識
へ
と
構
築
す
る
た
め
に
「
宮
廷
哲
学
」

を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
啓
蒙
哲
学
の
実
践
的
性
格
を
決
定
づ

け
た
と
も
言
え
る
注
目
す
べ
き
著
作
で
あ
る
。
宮
廷
哲
学
と
い
う
際

（
一
）

の
「
宮
廷
」
は

「
学
校
」
概
念
に
対
立
す
る
「
世
界
」
も
し
く
は

、

政
治
の
現
場
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
カ
ン
ト
が
大
学
講
義

「

」

、

に
お
い
て

世
界
概
念
の
哲
学

と
し
て
繰
り
返
し
語
っ
た
哲
学
の

思
想
史
上
の
歴
史
的
出
発
点
を
な
し
て
い
る
。

（
二
）

(Institutiones

法
学
者
と
し
て
は
、
一
六
八
八
年
に
『
神
の
法
学

jurisprudentiae
divinae)

G
öttliche

R
echts-

』
（
同
年
の
ド
イ
ツ
語
訳
は

を
著
し
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
自
然
法
論
を
擁
護

gelahrtheit

）

(E
inleitung

zur

す
る
が
、
一
六
九
二
年
の
『
倫
理
学
入
門

』

、『

』

S
ittenlehre)

で
理
性
的
愛
の
倫
理
学
の
構
築
を
経
て

神
の
法
学

（
三
）

に
お
け
る
主
張
に
修
正
を
加
え
る
形
で
一
七
〇
五
年
に
『
自
然
法
と

（
一
七
〇

国
際
法
の
基
礎
論

(Fundam
enta

iuris
naturae

et
gentium

)

』

を

九
年
の
ド
イ
ツ
語
訳
は

）

G
rundlehren

des
N
atur-

und
V
ölker-R

echts

出
版
し
た
。
そ
の
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は

『
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通

、

の
理
解
に
従
っ
て
提
示
さ
れ
る
自
然
法
と
国
際
法
の
基
礎
論

本

－

書
で
は
至
る
所
で
、
誠
実
性
と
正
義
と
礼
節
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
れ

に
は
、
神
の
法
学
の
修
正
が
付
加
さ
れ
て
い
る
』
と
な
っ
て
い
る
。

『
倫
理
学
入
門
』
と
『
自
然
法
と
国
際
法
の
基
礎
論
』
は
、
後
に
述

べ
る
『
フ
ラ
ン
ス
人
の
模
倣
論
』
と
並
ん
で
、
本
稿
に
お
け
る
問
題

を
考
察
す
る
上
で
の
基
本
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。

一

理
性
的
愛
の
倫
理
学

礼
節
の
意
義
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
『
倫
理
学
入
門
』
の
正

式
な
タ
イ
ト
ル
は

『
幸
福
で
、
ギ
ャ
ラ
ン
ト
で
、
満
足
し
た
生
活

、

に
至
る
唯
一
の
手
段
と
し
て
の
、
理
性
的
で
有
徳
的
に
愛
す
る
技
術

45／行為の規範としての礼節（ ）の意義decorum
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に
関
し
て
、
も
し
く
は
倫
理
学
入
門
』
で
あ
っ
た

「
幸
福
で
、
ギ

。

ャ
ラ
ン
ト
で
、
満
足
し
た
生
活
」
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
三
種
類
の

生
活
様
式
も
し
く
は
生
活
指
針
が
別
々
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
主
眼
は
ギ
ャ
ラ
ン
ト
で
満
足
し
た
生
活
を
前
提
し
た
上
で
の

幸
福
な
生
活
も
し
く
は
幸
福
そ
の
も
の
で
あ
る
。
幸
福
を
道
徳
論
の

主
眼
と
し
て
い
る
点
で
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
な
道
徳
論
に
近
い
立
場
だ

が

「
理
性
的
で
有
徳
的
に
愛
す
る
技
術
」
を
論
じ
る
の
は
キ
リ
ス

、
ト
教
的
な
愛
の
理
論
を
思
想
的
背
景
に
有
し
て
い
る
。
理
性
的
に
愛

す
る
こ
と
が
徳
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
幸
福
を
実
現
す

る
と
い
う
の
が
基
本
的
主
張
で
あ
る
。

考
察
の
出
発
点
に
お
い
て
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は

「
理
性
的
愛

、

」「

」「

」

(vernunfftige
L
iebe)

(W
ollust)

(E
hrgeiz)

官
能
的
快
楽

名
誉
欲

金
銭
欲

を
四
つ
の
主
要
な
人
間
の
情
念
も
し
く
は

心

「

」

「
(G
eldgeiz)

の
主
傾
向
」
と
想
定
し
た

(

。
そ
し
て

B
and

10
Z
uschrift

「
献
辞

＝

」
）

（
四
）

理
性
的
愛
以
外
の
三
者
を
克
服
し
、
他
者
に
対
す
る
理
性
的
愛
を
実

現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
心
の
平
安

」
と
い
う
人

、

(G
em

üths-R
uhe)

間
的
幸
福
が
達
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
い
か

に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。、

、

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は

真
理
は
事
物
と
悟
性
の
一
致
に
あ
る
の
だ
が

善
の
本
質
は
一
般
に
二
つ
の
も
の
の
一
致

に
あ
る

（
も
し
く
は
調
和
）

と
考
え
た

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
一
致

は

(B
and

10,
6f.)

（
調
和
）

両
者
の
存
在
を
育
み
、
そ
の
性
状
を
増
大
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
認

識
論
上
の
真
な
る
も
の
は
外
的
事
物
と
悟
性
と
の
一
致
に
あ
る
が
、

人
間
に
と
っ
て
最
も
善
き
こ
と
は
「
他
の
諸
物
が
人
間
の
全
体
と
一

致

す
る
こ
と
、
も
し
く
は
自
分
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
や
力
と

（
調
和
）

一
致

す
る
こ
と
」

に
あ
る
。
こ
う
し
た
一
致

（
調
和
）

(B
and

10,
7)

の
増
大
は
、
人
間
が
不
完
全
性
か
ら
完
全
性
へ
と
高
ま
る

（
調
和
）

運
動
で
も
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
心
に
平
静
を
も
も
た
ら
す
当
の
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

人
間
の
幸
福
が
心
の
一
致

も
し
く
は
一
致

と
い

（
調
和
）

（
調
和
）

う
完
全
性
へ
の
運
動
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
所
与
の
世
界
は
カ
オ

ス
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
は
そ
れ
ぞ
れ
が
不
一
致
の
状
態
に
あ
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
人
間
は
他
者
の
存
在

を
無
く
し
て
は
一
致

そ
の
も
の
も
不
可
能
と
な
る
の
だ
か

（
調
和
）

ら
、
他
者
の
不
在
は
人
間
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
る

「
人
間
は
、
他

。

の
人
間
が
い
な
け
れ
ば
、
最
大
の
不
幸
で
あ
る
」

と
い

(B
and

10,
25)

う
こ
と
に
な
る
。

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
こ
の
他
者
と
の
一
致
を
最
も
実
現
す
る
も
の
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が
、
人
間
の
他
者
へ
の
愛
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
一
致
は
、
人
間

ど
う
し
の
意
志
の
一
致
、
す
な
わ
ち
異
な
る
複
数
の
意
志
が
い
わ
ば

(B
and

10,

一
つ
の
意
志
か
ら
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る

。
こ
の
状
態
に
あ
る
人
間
は
、
相
互
に
同
等
の
立
場
に
あ
る
と

161)見
な
さ
れ
る

「
愛
は
す
べ
て
一
つ
の
同
等
性
に
基
づ
い
て
い
る
」

。

(B
and

10,
166)

(B
and

10,
199)

。

「

」

ま
た
こ
の
同
等
性
は

心
の
同
等
性

と
い
う
意
味
で
の
一
致

で
も
あ
る
。
人
間
の
本
性
の
次
元

（
調
和
）

に
お
い
て
は
、
こ
の
同
等
性
が

「
最
も
権
力
の
あ
る
国
王
と
最
も

、

惨
め
な
乞
食
を
、
最
大
の
聖
者
と
最
も
呪
わ
れ
た
異
端
者
を
、
最
大

(B
and

10,

の
学
者
と
学
問
を
最
も
欠
い
て
い
る
農
夫
を
結
び
つ
け
る
」

。

200)

こ
の
よ
う
に
人
間
の
本
性
に
愛
の
営
み
を
お
く
考
え
が
、
哲
学
の

伝
統
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
そ
の
特
性
に
お
い
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
主

「

」

張
さ
れ
た

秩
序
づ
け
ら
れ
た
愛

(caritas
ordinata;

dilectio
ordinata)

の
思
想
を
汲
ん
で
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
に

（
五
）

お
い
て
は
、
愛
は
「
欲
求
と
し
て
の
愛

」
と
し

(am
or

qua
appetitus)

、

、「

」

「

」

て
捉
え
ら
れ
る
が

そ
の
際

愛

と

欲
望

(caritas)
(cupiditas)

。

、

と
が
区
別
さ
れ
て
い
る

両
者
は
追
求
の
仕
方
に
よ
っ
て
で
は
な
く

追
求
す
る
対
象
に
よ
っ
て
互
い
に
区
別
さ
れ
る
。
欲
望
が
現
世
的
な

も
の
を
追
求
す
る
の
に
対
し
て
、
愛
は
永
遠
性
を
追
求
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
ら
も
こ
の
永
遠
性
と
一
致
す
る
よ
う
努
め
る
。
こ
の
永
遠

性
へ
の
愛
は
同
時
に
神
へ
の
愛
で
あ
り
、
こ
の
神
へ
の
愛
の
視
点
か

ら
、
私
の
外
に
あ
る
世
界
が
秩
序
を
な
し
た
連
関
と
し
て
見
い
だ
さ

れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
世
界
に
あ
る
も
の
が
一
定
の
秩
序
の
も
と

で
正
し
く
愛
さ
れ
る
こ
と
が
、
愛
の
徳
の
本
質
を
な
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
神
へ
の
愛
に
基
づ
い
て
世
界
が
初
め
て
秩
序
あ
る
も
の
と

見
え
て
く
る
な
ら
ば
、
愛
は
秩
序
づ
け
ら
れ
た
愛
と
し
て
「
理
性
的

な
愛
」
と
称
さ
れ
る
。
こ
の
至
高
の
徳
と
し
て
の
神
へ
の
愛
を
原
型

と
す
る
理
性
的
愛
こ
そ
は
、
他
の
諸
々
の
徳
の
基
本
的
原
理
と
な
る

の
で
あ
る
。

（
六
）

ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の
こ
う
し
た
愛
の
理
解
を
思
想
的
背
景
に
し

て
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
も
理
性
的
愛
を
最
高
善
の
実
現
と
見
な
し
た
。

．
．
．

こ
の
愛
が
道
徳
の
最
高
原
理
と
な
る
な
ら
ば
、
幸
福
、
心
の
平
穏
、

最
高
善
、
平
和
、
理
性
的
愛
、
同
等
性
等
の
概
念
内
容
が
互
い
に
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間
の
最
高
善
た
る
幸
福

は
心
の
平
穏
に
あ
り
、
こ
れ
を
実
現
す
る
社
会
は
平
和
に
お
い
て
成

立
し
、
し
か
も
こ
の
社
会
的
理
念
は
人
間
の
同
等
性
に
基
づ
い
た
理
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性
的
愛
が
実
現
さ
れ
る
社
会
で
あ
る

「
人
間
は
他
の
人
間
へ
の
愛

。

を
目
的
と
し
て
創
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間
は
平
和
を
目

的
と
し
て
創
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
と
い
う
の
は
、
愛
と
平
和
は
人

。

」

間
の
心
の
一
致

に
も
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（

）

（

）

調
和

…
…

。
ま
た
、
人
間
は
、
他
者
へ
の
愛
を
通
し
て
、
自
分

(B
and

10,
91f.)

自
身
の
心
の
平
和
を
促
進
し
、
こ
れ
を
保
持
し
よ
う
と
努
め
て
い
る

。

(B
and

10,
92f.

）

実
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
流
の
「
秩
序
づ
け
ら
れ
た
愛
」
は
、
こ

の
よ
う
に
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち

他
者
と
の
同
等
性
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
概
念
の
根

（
調
和
）

底
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
他
の
人
間
と
の
精
神
の
一
致

を
め
ざ
す
愛
の
倫
理
は

「
人
間
は
人
間
的
交
わ
り
が
な
け
れ
ば
無

、

で
あ
る
」

と
い
う
命
題
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

(B
and

10,
89)

。

、

る

こ
の
と
き
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
的
愛
の
概
念
と
は
異
な
り

神
へ
の
愛
を
介
さ
な
く
と
も
実
現
さ
れ
う
る
人
間
愛
へ
と
姿
を
変
え

て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
人
間
の
本
質
に
他
者
へ
の
愛
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
た
際
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
「
秩
序
づ
け
ら
れ
た
愛
」
の
思
想
的

、

。

伝
統
に
は
な
い

新
し
い
決
定
的
な
視
点
を
導
入
す
る
の
で
あ
っ
た

そ
れ
は
、
理
性
的
愛
に
お
け
る
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
区

別
で
あ
っ
た
。
人
間
が
同
等
性
に
お
い
て
実
現
す
る
愛
と
い
う
情
念

自
身
は
二
つ
の
異
な
っ
た
意
志
が
ま
る
で
一
つ
の
意
志
と
な
る
が
ご

と
き
状
態
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
同
時
に
理
性
的
行
為
で
あ
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
が
同
一
の
思
想
を
共
有
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

(B
and

4,
1.B

uch,
S
.117)

る

「
人
間
の
理
性
の
本
質
は
思
想
に
あ
る
」

。
と
称
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
思
想
は
言
葉
を

通
し
て
展
開
さ
れ
、
そ
の
言
葉
は
、
わ
れ
わ
れ
が
心
の
中
に
保
持
し

て
い
る
か
、
口
で
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
「
内
的
語
り

、
」

後
者
は
「
外
的
語
り
」
と
称
さ
れ
る

。
そ
し

(B
and

4,
1.B

uch,
S
.117)

て
仮
に
思
想
が
内
的
語
り
だ
と
し
て
も
、
内
的
語
り
は
外
的
語
り
を

前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る

。
し
た
が
っ
て
、
理
性

(B
and

10,
89)

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
語
り
そ
の
も
の
だ
と
解
さ
れ
て
い
る

理

。「

(B
and

4,
1.B

uch,

性
は
語
り
無
く
し
て
は
け
っ
し
て
あ
り
え
な
い
」

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
求
め
る
社
交
性
も
理
性
そ
の
も
の
の
本

S
.117)

質
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る

「
社
交
性
は
、
普
遍
的
に
神
に
よ
っ
て

。

」

。

人
類
に
植
え
付
け
ら
れ
た
傾
向
性
で
あ
る

(B
and

4,
1.B

uch,
S
.118)

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
こ
う
し
た
語
り
や
社
交
性
の
理
解
に
基
づ
き
、

『
理
性
論
の
行
使
』
に
お
い
て
「
実
践
的
論
理
学
」
を
提
唱
し
た
の

（
七
）
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。

、「

」

、

で
あ
る

彼
に
と
っ
て
は

真
理
を
熟
考
す
る

こ
と
と
並
ん
で

「
真
理
を
他
者
に
伝
え
る
こ
と
」
も
重
要
関
心
事
で
あ
っ
た

『
理

。

性
論
の
行
使

は

次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る

第
一
章

真

』

、

。

「

理
を
熟
考
す
る

第
二
章

真
理
を
他
者
に
伝
え
る

第
三
章

他

」
、

「

」
、

「

者
を
理
解
す
る

、
第
四
章
「
他
者
の
意
見
を
判
断
す
る

、
第
五
章

」

」

「
他
者
の
誤
謬
を
反
証
す
る

。
こ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
ト

」

マ
ー
ジ
ウ
ス
の
論
理
学
的
関
心
は
、
真
理
の
発
見
の
た
め
の
論
理
で

あ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
練
習
だ
っ
た
の
で

(P
raxi

der
L
ogic)

(B
and

9,
[7])

あ
る

彼
の
言
う

論
理
学
の
実
践

。

「

」

は
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
認
識
を
明
晰
に
書
物

に
著
す
だ
け
で
な
く

「
口
頭
に
よ
る
教
示
」

で
も
あ

、

(B
and

9,
89f.)

っ
た
。

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
射
程
は
、
常
に
世
界
＝
世
間

に
向
け
ら

(W
elt)

れ
て
い
る
。
人
間
の
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
趣
味
、
感
情
の
最
大
の

楽
し
み
は
、
他
の
人
間
の
中
に
求
め
ら
れ
る
か
、
彼
ら
が
何
か
に
楽

し
み
を
見
い
だ
し
て
い
る
と
想
像
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
ほ
ど

で
あ
る

。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
神
は
人
間
を
「
社
交

(B
and

10,
91)

（
こ
れ
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

的
な
動
物
」

に
創
造
し
た

(B
and

10,
91)

。

フ
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
。

）

cf.B
and

4,
1.B

uch,
S
.118,A

nm
erkung

し
か
も
そ
の
社
交
が
実
現
さ
れ
る
の
は
平
和
な
社
会
に
お
い
て
で
あ

る
。
平
和
が
な
け
れ
ば
、
人
間
の
理
性
も
語
り
も
何
ら
意
味
を
な
さ

な
い
か
ら
で
あ
る

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
が
人
間

(B
and

10,
91)

に
定
め
た
自
然
的
法
は

「
人
間
の
社
交
的
生
活
と
必
然
的
に
一
致

、

(B
and

4,

す
る
こ
と
を
行
い
、
こ
れ
と
一
致
し
な
い
も
の
を
行
う
な
」

と
定
式
化
さ
れ
る
。

1.B
uch,

S.119)

以
上
の
よ
う
な
理
性
的
愛
に
つ
い
て
の
議
論
、
す
な
わ
ち
社
交
性

を
人
間
理
性
の
本
性
に
見
い
だ
し
て
ゆ
く
議
論
は
、
一
方
で
秩
序
づ

け
ら
れ
た
愛
の
思
想
の
展
開
で
あ
る
と
同
時
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
流
の
自
然
法
を
思
想
的
背
景
に
も
っ
て
い
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル

フ
は
人
間
の
本
性
を
社
会
的
動
物
と
見
な
し

「
人
間
は
す
べ
て
、

、

自
分
の
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
、
他
者
に
対
し
て
社
会
的
態
度
を
育
み
保

持
す
べ
き
で
あ
る
。
社
会
的
態
度
は
平
和
的
で
あ
り
い
つ
で
も
人
類

の
本
性
と
目
的
と
に
か
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
自
然
法
の

（
八
）

根
本
原
則
を
提
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
ト

マ
ー
ジ
ウ
ス
は
社
交
性
概
念
を
め
ぐ
っ
て
の
愛
の
倫
理
学
と
自
然
法

と
の
共
通
点
を
越
え
て
、
む
し
ろ
道
徳
と
法
の
原
理
的
区
別
を
定
式

化
す
る
思
想
を
展
開
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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二

礼
節
の
意
義

愛
の
倫
理
学
は
、
平
和
な
状
態
に
あ
る
社
会
で
の
社
交
性
を
、
理

性
そ
の
も
の
の
本
性
に
基
づ
い
た
も
の
と
見
な
し
た
。
こ
の
自
然
法

の
考
え
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
社
交
性
の
議
論
は
、
ト
マ
ー

ジ
ウ
ス
の
礼
節
概
念
と
も
深
く
関
連
し
て
い
る
。
彼
は
、
社
交
の
成

立
の
条
件
と
し
て
平
和
な
社
会
に
お
け
る
礼
節
を
重
要
視
し
た
の
で

（
一

あ
っ
た
。
彼
が
お
か
れ
た
一
般
的
社
会
状
況
は
、
三
〇
年
戦
争

を
経
て
疲
弊
し
た
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
領
邦

六
一
八
―
四
八
）

君
主
が
政
治
の
中
心
に
い
る
だ
け
で
な
く
文
化
の
領
域
に
お
い
て
も

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
政
治
的
決
定
を
行
う
貴
族
た

ち
の
活
躍
す
る
場
で
あ
る
宮
廷
は
、
宮
廷
人
と
し
て
の
教
育
を
施
す

教
育
施
設
を
求
め
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
に
大
学
教
育
を
与
え
よ
う

と
し
て
も
、
ス
コ
ラ
哲
学
や
ペ
リ
パ
ト
ス
派
の
伝
統
に
支
配
さ
れ
て

煩
瑣
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
当
時
の
大
学
は
、
そ
う
し
た
要
求
に

応
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
貴
族
向
け
の
ア
カ
デ

ミ
ー
が
重
要
な
教
育
施
設
と
し
て
脚
光
を
浴
び
た
。
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
そ
こ
で
は
単
な
る
学
識
だ
け
で
な
く
、
豊
か
な
教
養
や
趣
味

を
兼
ね
備
え
た
ギ
ャ
ラ
ン
ト
な
人
間
の
育
成
が
教
育
目
標
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
は
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
唱
え
る
教
育
目
標
は
、

き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
、

彼
の
礼
節
論
が
単
に
時
代
的
要
請
に
過
ぎ
ず
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
よ

う
に
そ
の
原
理
は
学
問
的
吟
味
に
値
し
な
い
、
と
考
え
て
い
い
か
ど

honestum
jusutum

う
か
で
あ
る

確
か
に

あ
と
で
取
り
上
げ
る

や

。

、

と
同
様
に
礼
節
概
念
を
展
開
し
た
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
自
身
も
、
礼
節
が

普
遍
的
規
則
を
前
二
者
の
よ
う
に
は
展
開
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て

（

な
お
、
正
確
に
は

と

に
関
し
て

い
る

B
and

18,
124.

honestum
justum

。
し
か
し
、
礼
節
概
念
に

も
同
様
の
制
限
が
あ
る
こ
と
も
認
め
て
い
る
）

は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
原
理
的
事
情
も
あ
る
。

人
間
は
本
性
上
同
等
で
あ
る
が
、
財
産
や
身
分
に
よ
っ
て
そ
の
同

等
性
は
損
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
市
民
と
し
て

の
人
間
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
間
に
生
ま
れ

、

、

つ
き
具
わ
っ
た
社
交
性
に
よ
り

低
い
者
が
高
い
者
に
敬
意
を
払
い

こ
の
敬
意
を
示
す
行
為
が
単
に
外
的
な
表
れ
を
示
す
だ
け
で
な
く
、

高
い
者
の
模
倣
を
開
始
す
る
。
こ
の
模
倣
は

「
敬
意
の
表
明

「
丁

、

」

寧
さ

「
好
意
」
な
ど
と
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
上
位
概
念
が
ラ

」
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テ
ン
語
の

で
あ
り
、
こ
れ
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

decorum
生
じ
る
気
持
ち
が
「
恥
じ
る
気
持
ち
」
で
あ
る

。

(B
and

10,
29)

、

、

、

、

、

人
間
は

悟
性

意
志

知
恵

徳
な
ど
の
精
神
に
関
わ
る
こ
と

生
命
、
感
覚
、
運
動
力
な
ど
身
体
に
関
わ
る
こ
と
、
富
、
名
誉
、
自

由
、
友
な
ど
運
に
関
わ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
三
者
を
特
定
の
価
値
あ
る

も
の
と
見
な
し
て
き
た
が
、
礼
節
に
つ
い
て
は
せ
い
ぜ
い
キ
ニ
コ
ス

。

、

学
派
が
異
論
を
唱
え
た
だ
け
で
あ
っ
た

し
か
し

(cf.
B
and

10,
33)

礼
節
こ
そ
人
間
の
行
い
に
重
要
な
基
準
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
に
は
精
神
に
と
っ
て
も
身
体
に
と
っ
て
も
善
き
も
の
と
悪
し

き
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
が
な
く
と
も
人
間
本
性

が
正
常
で
あ
り
続
け
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
中
に
は
、
た

だ
そ
れ
が
あ
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
善
き
も
の
を
獲
得
す
る
の
に
役

立
つ
手
段
的
な
も
の
も
あ
る
。
健
康
、
知
恵
、
徳
は
高
貴
で
最
も
必

要
な
善
で
あ
る
が
、
勝
手
気
ま
ま
、
う
わ
べ
の
名
声
、
富
、
友
人
な

ど
は
、
そ
れ
ほ
ど
必
要
な
も
の
で
は
な
い
。
礼
節
は
む
し
ろ
こ
う
し

(B
and

10,

た
積
極
的
善
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
に
属
し
て
い
る

。
病
気
、
無
知
、
誤
謬
、
悪
徳
は
必
然
的
善
に
対
立
す
る
も
の
だ

46)が
、
礼
節
の
無
知
は
、
自
由
や
名
声
や
富
の
欠
如
と
同
様
に
善
悪
に

は
無
関
係
で
あ
る

。

(B
and

10,
47)

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
は
実
際
に
は
善
悪
と
は
関
係
の
な
い
多
く

の
事
柄
に
お
い
て
、
他
者
を
模
倣
し
な
が
ら
社
会
の
よ
き
秩
序
を
築

い
て
い
る
の
で
あ
る

「
な
る
ほ
ど
健
全
な
理
性
に
反
し
て
い
な
く

。

と
も
総
じ
て
恥
ず
べ
き
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
控
え
る
の
は
、

精
神
の
平
安
を
所
有
す
る
人
間
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ

る
」

。
な
ぜ
な
ら
ば
、
礼
節
こ
そ
が
通
常
の
市
民
社

(B
and

10,
102)

。

、

会
に
お
い
て
よ
き
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

つ
ま
り

。

模
倣
に
よ
っ
て
外
的
に
一
致

が
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

（

）

調
和

．
．
．

も
ち
ろ
ん
礼
節
は
心
の
平
安
に
直
接
必
要
な
も
の
で
は
な
い
が
、

も
し
人
間
が
「
単
独
性

」
を
求
め
て
礼
節
を
や
め
る
な

(S
ingularität)

ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
災
い
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
心
の
平
安
を

も
た
な
い
人
間
は
、
他
人
に
対
す
る
中
立
的
親
切
心
を
も
つ
意
志
が

な
い
か
ら
で
あ
る

。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
こ
こ
で
一
定

(B
and

10,
103)

の
区
別
を
設
け
る
。
礼
節
を
知
ら
な
い
農
夫
や
他
者
と
同
じ
服
を
着

る
こ
と
の
で
き
な
い
貧
者
に
お
い
て
、
礼
節
の
欠
如
は
何
ら
心
の
平

安
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
他
の
理
性
的
人
間
に
よ
っ
て
憎

ま
れ
た
り
不
快
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
キ
ニ
コ
ス
学
派
の
人

々
の
よ
う
に
意
図
的
に
礼
節
を
や
め
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
意
図
的
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に
「
恥
知
ら
ず
な
生
き
方
を
す
る
人
た
ち
」

と
は
異

(B
and

10,
103)

な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
模
倣
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
別
の
テ
ク
ス
ト
に
従
っ
て
考

察
し
て
み
た
い
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
に
お
け

る
一
六
八
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
の
自
分
の
講
義
を

『
公
共
の
行
状
に
お
い
て
い
か
な
る
具
合
に
フ
ラ
ン
ス
人
を
模
倣
す

（

『

』
）

べ
き
か
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
略
称

フ
ラ
ン
ス
人
の
模
倣

と
名
付
け
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
自
身
が
す
で
に
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
で

あ
る
。
文
化
的
お
よ
び
政
治
的
、
さ
ら
に
文
明
的
に
も
優
位
に
あ
っ

た
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
人
は
劣
等
感
を
伴
っ
た
反
フ
ラ
ン

ス
感
情
を
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
意

図
的
に

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
さ
え
用
い
て
い
る
。
こ
こ
に

D
iscours

は
さ
ら
に
ド
イ
ツ
人
の
複
雑
な
感
情
を
苛
立
た
せ
る
装
置
が
組
み
込

ま
れ
て
い
た
。
当
時
は
す
で
に
ラ
テ
ン
語
で
は
な
く
ド
イ
ツ
語
で
の

講
義
が
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
大
学
で
そ
の
神
聖
な
掲
示

．
．
．

板
に
ド
イ
ツ
語
で
講
義
告
知
を
し
た
の
は
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
が
初
め

て
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
神
聖
な
大
学
の
講
義
に
お
い
て
「
公
共
の

行
状
」
を
講
義
す
る
の
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
あ
っ
た
。
大
学
は
生
活

の
指
針
を
教
え
る
場
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
の
ド
イ
ツ
の
精
神
的
状
況
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
記
述
に
即
し
て
見

（
九
）

て
み
よ
う

「
疑
い
の
な
い
こ
と
で
、
し
か
も
す
で
に
多
く
の
人
た

。

ち
に
よ
っ
て
気
づ
か
れ
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
で
あ
る
昔

の
ド
イ
ツ
人
が
今
復
活
し
て
、
ド
イ
ツ
に
や
っ
て
く
る
な
ら
、
自
分

た
ち
が
祖
国
に
い
て
同
国
人
の
も
と
に
い
る
と
は
少
し
も
思
わ
な
い

と
い
う
こ
と
だ
」

「
フ
ラ
ン
ス
的
衣
服
、
フ
ラ
ン
ス
的

(D
iscours

80)

。

、

、

、

、

食
事

フ
ラ
ン
ス
的
家
具

フ
ラ
ン
ス
の
言
葉

フ
ラ
ン
ス
的
風
俗

フ
ラ
ン
ス
的
罪
業
、
し
か
も
そ
の
上
フ
ラ
ン
ス
の
病
気
ま
で
も
が
、

例
外
な
く
は
や
っ
て
い
る

な
ぜ
で
あ
ろ
う
か

フ

」

。

。「

(D
iscours

80)

ラ
ン
ス
人
が
今
日
に
お
い
て
、
最
も
器
用
な
人
々
で
、
あ
ら
ゆ
る
事

柄
に
本
当
の
生
命
を
与
え
る
こ
と
を
心
得
て
い
る
」

か

(D
iscours

84)

ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
彼
ら
の
振
る
ま
い
を
模
倣
す
る
こ
と
は
何

ら
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
礼
節
を
重
ん
じ
る
際
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
す
で
に
語

ら
れ
て
い
た

「
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
よ
う
に
尊
敬
さ
れ
る

。

人
間
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば

、
模
倣
さ
れ
る
者
が

、（
中
略
）

尊
敬
を
勝
ち
得
て
い
る
当
の
主
要
な
仕
事
の
根
本
を
究
め
な
く
て
は

な
ら
な
い
」

。
経
験
的
地
平
で
営
ま
れ
る
礼
節
の
手
法

(D
iscours

84)
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は
模
倣
で
あ
っ
た
。
で
は
、
模
倣
さ
れ
る
人
間
は
、
い
か
な
る
点
で

最
も
器
用
な
の
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

『
フ
ラ
ン
ス
人
の
模
倣
』
で
示
さ
れ
る
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
理
想
的

un
honnéte

hom
m
e,
un

hom
m
e
scavant,

un
bel

esprit,

人
間
は
、

で
あ
っ

un
hom

m
e
de

bon
goust,

un
hom

m
e
galant

(D
iscours

85)

(un
parfait

た
。
こ
れ
ら
の
属
性
で
語
ら
れ
る
人
は

「
完
全
な
賢
者

、

」

と
も

hom
m
e
S
âge,

ein
vollkom

m
ener

w
eiser

M
ann)

(D
iscours

119)

総
称
さ
れ
、
故
意
に
他
人
を
不
愉
快
に
し
た
り
他
人
に
不
正
を
行
わ

な
い
よ
う
な
立
派
な
人
間
で
あ
り
、
抽
象
的
な
学
識
を
誇
る
こ
と
な

く
有
益
な
知
識
を
実
際
に
活
か
し
、
す
ぐ
れ
た
エ
ス
プ
リ
と
趣
味
を

習
得
し
、
し
か
る
べ
き
と
き
に
し
か
る
べ
き
こ
と
を
語
り
行
動
す
る

紳
士

の
理
想
で
あ
っ
た
。

（
ギ
ャ
ラ
ン
ト
ム
）

そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
が
こ
れ
ら
の
属
性
を
当
代
で
最
も
よ
く
習
得

し
た
国
民
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
人
は
真
剣
に
彼
ら
の
生
き
方
を
学
ぶ
べ

き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
こ
こ
で
け
っ
し
て
特
定
の

フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
原
理
を
論
じ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
外
的
な

あ
り
方
に
議
論
を
集
中
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
思
想
的
に
は
い

か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ャ
ン
・
モ
ン
ド
に

よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
文
明
の
問
題
の
先
取
り
で
あ
り
、
ト
マ

ー
ジ
ウ
ス
は
文
化
の
問
題
よ
り
も
文
明
の
問
題
を
優
先
的
に
考
え
た

の
で
あ
っ
た
。

（
一
〇
）

un
bel

esprit,
un

hom
m
e
de

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
そ
の
際
、
特
に

。

、

bon
goust,

un
hom

m
e
galant

を
集
中
的
に
説
明
し
て
い
る

彼
は

(D
om

inique

フ
ラ
ン
ス
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ド
ミ
ニ
ク
・
ブ
ウ
ー
ル

の
説
明
を
転
用
し
て
、

の
三
種

B
ouhours

1628,
1702)

un
bel

esprit

の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
学
問
を
仕
事
と
し
て
い
る
が
、
不
機
嫌

で
気
む
ず
か
し
い
人
間
で
も
な
け
れ
ば
、
無
益
で
些
細
な
こ
と
に
拘

泥
も
せ
ず
、
学
問
の
根
本
原
理
を
よ
く
わ
き
ま
え
、
こ
れ
を
軽
快
か

つ
明
晰
判
明
に
語
り
、
経
験
を
重
ん
じ
実
際
の
行
動
の
指
針
を
示
す

人
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
社
会
を
生
き
生
き
と

さ
せ
て
ゆ
く
能
力
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
学
問
を

社
会
に
実
践
的
に
活
用
で
き
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。

は
、
単
に
食
事
に
関
す
る
趣
味
だ
け
で
な
く
、
フ
ラ

le
bon

gout

ン
ス
人
が
こ
れ
を
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
い
て
善
き
も
の
と
悪
し
き
も

の
を
区
別
す
る
判
断
力
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
音
楽
演
奏
の
楽

、

。

器
の
選
択
や

さ
ら
に
学
識
に
お
い
て
も
示
さ
れ
る
判
断
力
で
あ
る

学
識
に
関
し
て
は

「
ス
コ
ラ
主
義
者
、
文
献
注
釈
者
、
ア
リ
ス
ト

、

テ
レ
ス
の
倫
理
学
、
ペ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
の
命
題
集
よ
り
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(D
iscours

89)
も

キ
ケ
ロ

キ
ュ
ジ
ャ
ス

グ
ロ
チ
ウ
ス

デ
カ
ル
ト

、

、

、

、

」

。

。

を
評
価
す
る
人
た
ち
の
趣
味
の
こ
と
で
あ
る

そ
れ
だ
け
で
は
な
い

人
間
の
意
志
に
着
目
す
る
な
ら

「
う
ん
ざ
り
し
た
生
き
方
や
ペ
ダ

、

ン
チ
ッ
ク
な
生
き
方
で
は
な
く
、
楽
し
み
の
あ
る
生
き
方
や
共
同
体

に
益
を
も
た
ら
す
生
き
方
を
優
先
す
る
」

。
ま
た
、
人

(D
iscours

89)

間
の
感
情
や
心
の
傾
向
性
と
い
う
点
で
は
、
馬
鹿
げ
て
愚
か
な
コ
ケ

ッ
ト
よ
り
も
「
ギ
ャ
ラ
ン
ト
で
優
雅
な
女
性
を
最
も
好
ん
で
選
ぶ
」

趣
味
で
あ
る
。

(D
iscours

89)

ま
た
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
通
常
の
ド
イ
ツ
人
が
ギ
ャ
ラ
ン
ト
ム
の

意
味
を
非
常
に
誤
解
し
て
い
る
と
考
え
、
ギ
ャ
ラ
ン
テ
リ
ー
は
本
当

の
「
丁
寧
さ
」
で
あ
り

「
健
康
で
行
儀
の
よ
い
生
活
を
営
み
、
巧

、

み
に
そ
し
て
し
か
る
べ
き
と
き
に
語
る
す
べ
を
知
り
、
自
分
の
生
き

方
を
理
性
的
世
界
で
の
善
き
使
用
に
向
け
る
も
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
分
自
身
で
は
言
い
た
く

(D
iscours91)

な
か
っ
た
こ
と
は
け
っ
し
て
人
々
に
直
接
語
る
こ
と
は
せ
ず
、
社
交

に
お
い
て
大
言
壮
語
は
は
か
な
い

」

。

、（
後
略
）

(D
iscours

91)

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
が
描
く
こ
れ
ら
の
人
間
は
、
す
ぐ
れ
た
社
交
性
を煩

展
開
で
き
る
典
雅
な
人
間
で
あ
り

ス
コ
ラ
的
な
ペ
ダ
ン
テ
ラ
イ

、

（

、

、

瑣
な
こ
と
へ
の
関
わ
り
）
を
廃
し

自
分
の
考
え
を
理
性
的
に
整
理
し

し
か
も
こ
れ
を
適
切
か
つ
秩
序
だ
っ
て
表
現
で
き
る
理
性
的
会
話
を

遂
行
す
る
社
交
人
で
あ
る
。
礼
節
の
重
要
性
は
、
結
局
こ
の
社
交
性

を
実
現
す
る
た
め
の
外
的
条
件
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
し
く
は
礼

節
は
、
精
神
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
物
質
的
価
値
に
も
ウ
ェ
イ
ト
を

置
い
た
基
準
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は

「
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る

、

た
ぐ
い
の
社
会
的
礼
儀
正
し
さ
や
礼
節
に
お
い
て
過
度
に
文
明
化
し

て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
を
す
で
に
道
徳
化
し
て
い
る
と
見
な
す

に
は
な
お
多
く
の
こ
と
が
欠
如
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
ト

（
一
一
）

マ
ー
ジ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
こ
れ
と
は
反
対
に
、
礼
節
と
し
て
の
「
文

明
化
」
が
な
け
れ
ば
、
次
節
で
考
察
す
る

も

も

honestum
justum

社
会
的
営
み
に
と
っ
て
不
十
分
だ
と
見
な
し
た
。
一
般
に
ド
イ
ツ
に

あ
っ
て
は
、
精
神
的
価
値
で
あ
る
文
化
に
優
位
性
が
与
え
ら
れ
、
文

明
の
価
値
が
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
啓
蒙
思
想
の
初
期
の

段
階
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
文
明
的
営
み
が
積
極
的
な
テ
ー
マ
と
さ

れ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
注
目
す
べ
き
礼
節
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
『
自

然
法
と
国
際
法
の
基
礎
論
』
に
お
い
て
、

と

と
い

honestum
justum

う
別
の
重
要
な
規
範
原
則
と
共
に
扱
わ
れ
る
と
き
、
さ
ら
に
新
し
い

問
題
連
関
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
こ
の
問
題
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を
考
察
し
た
い
。

三

三
種
の
規
範
（
正
義
・
誠
実
性
・
礼
節
）

ま
ず
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
が
人
間
社
会
に
あ
る
基
本
的
関
係
を
ど
の

よ
う
に
見
な
し
て
い
た
か
を
確
認
す
る
。
い
か
な
る
民
族
に
お
い
て

も
、
人
間
ど
う
し
の
交
わ
り
に
は
次
の
基
本
的
な
四
種
の
関
係
が
成

立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
（
一
）
夫
と
妻
の
関
係
、

（

）

、（

）

、（

）

二

両
親
と
子
ど
も
の
関
係

三

主
人
と
下
僕
の
関
係

四

当
局
と
家
臣
と
い
う
関
係

。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
こ
れ

(B
and

10,
356)

ら
の

自
然
的
交
わ
り

を
論
じ
た
際
に

命
令

と

強

「

」

、「

」

「

(B
efehl)

制

」
と
い
う
重
要
な
原
理
を
導
入
し
た
の
で
あ
る
。
四
種

(Z
w
ang)

の
社
会
的
交
わ
り
に
お
い
て
、
通
常
一
方
が
他
方
に
対
し
て
命
令
を

下
し
、
こ
れ
に
服
従
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
が
、
ト
マ
ー

ジ
ウ
ス
は

「
命
令
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
強
制
も
あ
る
。
強
制
が
あ

、

る
と
こ
ろ
に
は
愛
は
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
そ
し

(B
and

10,
357)

て
こ
の
強
制
こ
そ
が
正
義
と
愛
を
峻
別
す
る
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル

で
あ
る
。

（
一
）
と
（
二
）
の
関
係
に
お
い
て
は
愛
が
支
配
し
て
命
令
と
強

制
の
な
い
関
係
が
可
能
で
あ
る
が

（
三
）
と
（
四
）
の
関
係
は
人

、

間
の
悪
意
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
関
係
で

あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
命
令
と
強
制
を
介
し
た
正
義
が
問
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
主
人
と
下
僕
の
関
係
と
当
局
と
家
臣
の
関
係
は

「
愛
の

、

欠
如
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
持
ち
込
ま
れ
る
私
有
財
産
と
、
ま
た
そ
こ
か

」

。

ら
生
ま
れ
る
豊
か
さ
と
貧
困
に
基
づ
い
て
成
立
し
た

(B
and10,

359)

そ
こ
で
愛
の
倫
理
を
説
く
際
の
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
命
令
と
強
制
が

人
間
的
交
わ
り
に
と
っ
て
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
愛
の
な

い
人
間
的
交
わ
り
は
成
立
し
え
な
い
が
、
命
令
や
強
制
が
な
く
と
も

人
間
的
交
わ
り
は
成
立
し
う
る
と
述
べ
て
い
る

。
し

(B
and

10,
357)

た
が
っ
て
、
愛
こ
そ
が
す
べ
て
の
交
わ
り
に
お
い
て
支
配
す
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
強
制
を
必
要
と
す
る

市
民
社
会
（
市
民
権
と
い
う
身
分
を
そ
な
え
た
市
民
の
共
同
体
）
の

起
源
を
、
私
有
財
産
の
存
在
だ
け
に
求
め
ず
、
愛
の
無
い
人
々
を
恐

れ
、
彼
ら
の
憎
し
み
や
悪
意
か
ら
自
分
を
守
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

。

あ
る
と
も
考
え
て
い
た

(B
and

10,
3
60) （

一
二
）

市
民
社
会
が
他
者
に
対
す
る
「
不
信
」

を
起
源
と

(B
and

10,
360)

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
暴
力
や
破
壊
に
対
す
る
外
的
な
防
御
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手
段
に
よ
っ
て
公
共
の
平
安
と
落
ち
着
き
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
共

同
体

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え

（
＝
国
家
）

る
と
、
理
性
的
愛
に
よ
っ
て
成
立
す
る
社
会
は

「
信
頼
」
を
実
現

、

し
て
い
る
社
会
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
が
市
民
社
会
で
あ
る
な

ら
こ
の
信
頼
を
外
的
な
手
段
に
よ
っ
て
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

(B
and

こ
う
し
た

特
定
の
目
的
の
た
め
の
多
く
の
人
間
の
集
合

「

」

と
し
て
の
社
会
は
、
同
等
の
人
格

が
同
等

4,
1.B

uch,
S.26)

(P
erson)

。

、

の
人
格
に
対
し
て
命
令
を
施
行
す
る
社
会
で
も
あ
る

な
ぜ
な
ら
ば

こ
の
人
格
と
い
う
の
は
、
一
定
の
身
分

を
そ
な
え
た

(S
tand,

status)

人
間
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
人
格
が
も
つ
権
利
は
人
間
と
し
て
の
権

利
で
は
な
く
、
市
民
の
身
分
に
対
す
る
人
間
関
係
に
よ
っ
て
生
じ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
社
会
に
お
け
る
人
格
と
し
て
の
人
間
に
こ
そ
「
法
」
が

(B
and

4,
1.

帰
属
し

人
間
の
み
が

法
の
直
接
的
で
優
先
的
な
客
体

、

「

」

と
な
る
。
そ
の
際
人
間
の
精
神
的
営
み
は
、
思
考
の
能

B
uch,

S.26)

力
と
し
て
の
悟
性
、
欲
求
の
能
力
と
し
て
の
意
志
、
感
覚
の
能
力
と

し
て
の
感
性
と
に
わ
け
ら
れ

、
さ
ら
に
そ

(B
and

4,
1.B

uch,
S.12f.)

こ
に
次
の
重
要
な
規
定
が
加
え
ら
れ
る
。
人
間
は
意
志
の
自
由
を
も

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
の
行
状
を
外
的
な
基
準
に
適
合
さ
せ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
で
あ
る

。
ペ

(B
and

4,
1.B

uch,
S
.101)

．
．
．
．
．
．

ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
、
こ
の
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
る
規
定
が

法
を
め
ぐ
る
議
論
に
対
し
て
大
き
な
貢
献
が
あ
る
と
評
価
し
て

い
る
。
こ
こ
で
初
め
て
規
範
を
め
ぐ
る
「
外
的
」
と
「
内
的
」
の
区

（
一
三
）

別
が
明
確
化
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
が
外
的
に
人
間

に
強
制
を
加
え
る
の
に
対
し
て
、
内
的
と
称
さ
れ
る
の
は
愛
に
基
づ

い
た
人
間
の
心
の
傾
向
性
で
あ
り
、
法
は
人
間
の
心
に
は
内
的
な
規

定
を
い
っ
さ
い
行
わ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
社
会
の
規
範
を
考
え
る
際
に
「
忠
告

」
と
「
支
配

」
の
違
い
に
注
目
し
て
い
る

「
忠

(R
ath)

(H
errschafft)

。

告
は
、
お
互
い
に
同
等
の
者
の
も
と
で
生
じ
る
か
、
何
ら
支
配
を
そ

な
え
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
る
者
の
も
と
で
生
じ
る
が
、

支
配
は
統
治
権
が
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
」

。
こ
の

(B
and

18,
85)

説
明
は
「
同
等
の
者
」
と
い
う
こ
と
で
は
愛
の
倫
理
学
の
次
元
の
も

の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
忠
告
を
与
え
る
者
は
説
得
に
努
め
て
、
力
を

も
っ
て
強
制
す
る
こ
と
は
な
い

こ
れ
に
対
し
て

支
配
す
る
者

統

。

、

（

治
権
を
有
す
る
者
）
は
、
説
得
に
努
め
る
こ
と
は
な
く
、
強
制
（
権

力
）
の
手
段
を
手
元
に
も
っ
て
い
る

。
ま
た
、
忠
告

(B
and

18,
85)
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は
内
的
な
義
務
を
訴
え
る
が
、
け
っ
し
て
外
的
な
義
務
を
命
じ
な
い

(B
and

18,
86)

の
で
あ
る

こ
の
意
味
で

忠
告
は
人
を
拘
束
し
な
い

。

「

」

と
言
わ
れ
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
忠
告
と
支
配
と
い
う
原
理
に
お
い

て
も
「
外
的
」
と
「
内
的
」
の
区
別
が
基
本
的
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
。ト

マ
ー
ジ
ウ
ス
の
説
く
「
外
的

「
内
的
」
の
区
別
は
、
人
間
の

」

精
神
の
能
力
を

「
心
の
欲
求
」
と
し
て
の
「
意
志
」
と

「
頭
脳
」

、

、

の
中
に
あ
る
思
惟
す
る
能
力
も
し
く
は
善
悪
を
判
断
す
る
能
力
と
し

て
の
「
悟
性
」
と
、
感
覚
や
記
憶
の
能
力
と
し
て
の
「
感
性
」
と
の

区
別
に
基
づ
い
て
い
る
。
悟
性
は
内
的
に
は
恣
意
的
な
選
択
の
余
地

な
く
判
断
す
る
必
然
的
な
力
で
あ
り
、
こ
れ
を
意
志
か
ら
独
立
し
て

遂
行
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
自
由
な
能
力
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
意
志
の
自
由
は
、
悟
性
に
は
動
か
さ
れ
な

い
と
い
う
意
味
で
は
自
由
だ
が
、
こ
れ
は
外
的
に
の
み
自
由
で
あ
っ

て
、
け
っ
し
て
内
的
に
悟
性
に
働
き
か
け
る
自
由
で
は
な
い
。
そ
し

て
こ
の
外
的
に
自
由
な
意
志
が
悟
性
か
ら
独
立
に
作
用
す
る
と
い
う

点
に
、
容
易
に
は
悟
性
的
判
断
に
従
わ
な
い
意
志
が
も
た
ら
す
、
人

間
の
恐
れ
や
希
望
や
憎
し
み
と
い
う
傾
向
性
の
可
能
性
と
、
ま
た
同

時
に
外
的
な
規
範
を
意
志
に
対
し
て
課
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
後
者
の
可
能
性
に
支
え
ら
れ
る
外
的
規
範
と
し
て
の
法
は
、

常
に
二
人
の
人
間
の
間
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
人
の
自
分
自

身
に
対
す
る
法
も
な
け
れ
ば
、
一
人
の
自
分
自
身
に
対
す
る
「
不
正

」
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
内
的
義
務
は
必

(U
nrecht)

ず
し
も
他
の
人
間
を
必
要
と
は
せ
ず

「
自
ら
の
情
念
を
抑
え
る
」

、

と
い
う
よ
う
な
、
人
間
が
ま
る
で
一
人
し
か
い
な
い
が

(B
and

18,
97)

ご
と
き
義
務
と
し
て
成
立
す
る
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
が
「
わ
れ
わ
れ
は

（

）

自
ら
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
て

自
ら
に

、

た
と
え
ば
誓
い
を
通
し
て

(B
and

18,

法
を
定
め

誰
も
が
自
分
自
身
が
最
も
近
き
人
間
と
な
る

、

」

と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
こ

97)で
法
と
区
別
さ
れ
る
内
的
義
務
す
な
わ
ち
道
徳
は
、
個
人
の
良
心
の

問
題
で
あ
り
、
け
っ
し
て
外
的
に
強
制
を
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
し
て
こ
の
理
解
の
背
景
に
あ
る
の
が

『
倫
理
学
入
門
』
で

、

提
示
さ
れ
た
理
性
的
愛
の
特
性
で
あ
っ
た
。
理
性
的
愛
は
強
制
を
受

け
ず
、
し
か
も
外
的
強
制
を
伴
う
法
に
支
配
さ
れ
る
社
会
に
あ
っ
て

も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
べ
き
原
理

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
理
念
）

こ
の
よ
う
に
正
義
と
不
正
の
外
的
規
範
と
し
て
展
開
さ
れ
る
法
は

狭
義
の
法
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
広
義
の
法
は
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
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お
い
て
独
創
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
伴
っ
て
提
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
道
徳
哲
学
全
体
す
な
わ
ち
倫
理
学
と
政
治
学
の
両
者

を
包
摂
し
て
い
る
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
広
義
の
意
味
で
の
法

(E
hrlichkeit

=
honestum

)
(G
erechtigkeit

=

は

「
誠
実
性

「
正
義

、

」
、

「
礼
節

」
の
三
種
の
命
令
概
念

justus)
(A
nständigkeit

=
decorum

)

」、

と
し
て
あ
ら
た
め
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

。

(B
and

18,
163)

こ
の
三
分
法
こ
そ
は

『
自
然
法
と
国
際
法
の
基
礎
論
』
の
表
題
で

、

提
示
さ
れ
た
重
要
概
念
で
あ
る
。
そ
の
正
確
な
表
題
『
明
白
な
概
念

に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
提
示
さ
れ
る
自
然
法
と
国
際
法
の
基
礎

論
』
に
は

「
本
書
に
お
い
て
至
る
と
こ
ろ
で
誠
実
性
と
正
義
と
礼

、

節
が
区
別
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
内
実
か
ら

す
る
と
、
誠
実
性
が
道
徳
に
、
正
義
が
法
に
対
応
し
て
い
る
と
一
般

に
理
解
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で
も
礼
節
が
積
極
的
に
道
徳
と
法

と
並
ん
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。

誠
実
性
＝
道
徳
、
正
義
＝
法
、
礼
節
の
三
規
範
は
、
既
に
述
べ
た

「
外
的

「
内
的

「
強
制

「
非
強
制
」
と
い
う
原
理
に
従
っ
て
、

」

」

」

次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
法
と
礼
節
は
共
に
外
的
な
規
範
で
あ
る

、

、

。

が

前
者
が
強
制
を
伴
う
の
に
対
し
て

後
者
は
強
制
を
伴
わ
な
い

こ
れ
ら
に
対
し
て
、
道
徳
的
義
務
は
内
的
な
も
の
で
あ
る
が
強
制
を

伴
わ
な
い
。
こ
れ
が
三
者
の
原
則
的
性
質
で
あ
る
。
誠
実
性
は
内
的

な
平
安
と
な
り
、
礼
節
は
外
的
な
平
安
を
促
し
、
正
義
は
他
者
が
外

。

、

的
な
平
安
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
こ
で
気
づ
か
れ
る
の
は

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
議
論
が
常
に
彼
の
情
念
論
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
三
者
の
規
範
は
彼
の
説
く
悪
し
き
情
念
と
関
連
性
を
も

ち
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
人
間
の
幸
福
に
寄
与
す
る
も
の
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
は

『
理
性
論
入
門
』
と
『
自
然
法
と
国
際
法
の
基
礎
論
』

、

を
基
本
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
が
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
後

者
に
お
い
て
前
者
の
立
場
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て

は
社
交
性
が
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
後
者
に
お
い
て

は
人
間
の
規
範
と
し
て
は
格
下
げ
さ
れ
て
い
る
。
社
交
性
は
後
者
に

．
．
．
．
．
．

お
い
て
も
は
や
明
確
で
十
分
な
原
理
と
見
な
さ
れ
ず
、
ま
た
自
然
法

も
狭
義
の
正
義
の
法
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
広
義
の
概
念
、

す
な
わ
ち
誠
実
性
、
礼
節
、
正
義
の
三
者
の
法
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
の
で
あ
っ
た

。
社
交
性
は
、
自
分
自
身
に
対
す

(B
and

18,
163)

る
義
務
を
端
的
に
説
明
で
き
ず
、
正
義
の
命
令
を
明
確
に
把
握
で
き

ず
、
正
義
と
礼
節
の
命
令
を
混
同
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
が
そ

の
理
由
で
あ
る

。
礼
節
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
外

(B
and

18,
114)
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的
な
規
範
で
あ
る
が
、
社
交
性
は
理
性
的
愛
に
基
づ
く
内
面
的
な
人

間
の
性
行
を
前
提
と
し
て
い
る
。
前
者
の
外
的
規
範
性
に
ト
マ
ー
ジ

。

（

）

ウ
ス
の
主
眼
が
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

彼
が
礼
節
を
政
治

学

に
属
す
る
も
の
と
し
た
の
は
そ
の
表
れ
で
あ
る

。

(B
and

18,
104)

『
自
然
法
お
よ
び
国
際
法
の
基
礎
論
』
に
お
け
る
さ
ら
に
重
要
な

指
摘
は
、
現
実
の
適
用
に
お
い
て
は
三
者
の
規
範
が
互
い
に
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
結
び
つ
く
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る

。
そ
れ
は
、
彼
の
規
範
論
が
情
念
論
的
道
徳
論
と
結

(B
and

18,
117

)

び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ト

「

」

、「

」「

」

マ
ー
ジ
ウ
ス
は

理
性
的
愛

以
外
に

官
能
的
快
楽

名
誉
欲

「
金
銭
欲
」
を
人
間
の
主
要
な
情
念
も
し
く
は
心
の
主
傾
向
と
見
な

し
、
人
間
的
幸
福
は
他
者
に
対
す
る
理
性
的
愛
を
実
現
す
る
た
め
に

こ
れ
ら
を
克
服
し
て
達
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
正
義
の
生
活
に
よ
っ
て
精
神
の
満
足
を

得
て
も
、
礼
節
を
欠
い
た
生
活
で
名
誉
欲
が
、
ま
た
名
誉
を
求
め
な

い
生
活
に
お
い
て
官
能
的
快
楽
が
支
配
す
る
な
ら
ば
、
意
味
が
な
い

。
ま
た
、
礼
節
の
あ
る
生
活
に
よ
っ
て
他
者
の
称
賛

(B
and

18,
117)

を
実
現
し
て
も
、
正
義
も
名
誉
も
な
い
生
活
に
よ
っ
て
恥
辱
を
被
っ

て
も
、
両
者
と
も
に
何
ら
意
味
が
な
い
の
で
あ
る

。

(B
and

18,
117)

こ
う
し
た
意
味
で
三
者
の
規
範
は
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し

ろ
本
性
的
な
結
び
つ
き
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
命
令
下
で
果
て
し
な
い
衝
突
が

生
じ
る
か
ら
で
あ
る

。
た
と
え
ば
、
汝
人
を
殺
す
な

(B
and

18,
121)

、

、

か
れ
と
い
う
法
が
あ
る
が

君
主
は
犯
罪
者
を
罰
す
る
義
務
が
あ
り

ま
た
そ
の
一
方
で
、
礼
節
の
規
範
が
譲
歩
す
る
な
ら
ば
、
犯
罪
者
の

恩
赦
も
不
可
能
に
な
り
、
法
の
規
則
が
礼
節
の
規
則
に
譲
歩
す
る
な

ら
、
刑
罰
そ
の
も
の
が
不
可
能
に
な
る

。

(B
and

18,
121)

こ
こ
で
そ
う
し
た
規
則
の
衝
突
を
回
避
す
る
の
は
、
善
き
行
い
を

通
し
て
習
得
さ
れ
る
「
怜
悧

」
で
あ
り
、
こ
れ
を
有
す
る

(K
lugheit)

者
は
「
賢
者
」
で
あ
っ
て
「
愚
者
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
賢
者
は

規
則
の
適
用
に
お
い
て
、
あ
る
と
き
は
正
義
の
規
則
、
あ
る
と
き
は

、

。

、

礼
節
の
規
則

ま
た
あ
る
と
き
は
誠
実
性
の
規
則
に
赴
く

だ
か
ら

、

、

怜
悧
を
欠
い
た
判
断
を
導
け
ば

す
な
わ
ち
知
恵
を
も
た
な
け
れ
ば

最
も
厳
格
な
法
が
最
大
の
ま
ち
が
い
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る

。

(B
and

18,
122)

こ
こ
で
三
者
の
規
則
の
特
徴
を
も
う
一
つ
別
の
側
面
か
ら
考
察
し

て
お
き
た
い
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
正
義
の
規
則
が
最
大
の

悪
を
抑
制
し
、
礼
節
の
規
則
が
中
間
の
悪
を
抑
制
し
、
誠
実
性
の
規
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則
が
最
下
の
悪
を
抑
制
す
る
の
と
同
時
に

、
正
義
の

(B
and

18,
122)

規
則
は
最
下
の
善
を
促
し
、
礼
節
の
規
則
は
中
間
の
善
を
促
し
、
誠

実
性
の
規
則
は
最
上
の
善
を
促
す

。
こ
の
よ
う
に
礼

(B
and

18,
123)

節
の
規
則
が
、
い
わ
ば
正
義
の
規
則
と
誠
実
性
の
規
則
の
中
間
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
っ
て
、
賢
者
と
愚
者
の
程
度
も
展

開
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
正
な
人
間
は
最
大
の
愚
者
で
あ
り
、
ま

た
同
時
に
礼
節
を
欠
い
て
不
誠
実
で
あ
る
。
礼
節
を
欠
く
人
間
は
、

単
に
正
し
く
な
い
と
い
う
だ
け
で
中
間
的
愚
者
で
あ
る
が
、
不
誠
実

な
人
間
は
最
下
の
愚
者
で
あ
る

。
正
し
い
人
間
で
あ

(B
and

18,
123)

る
が
礼
節
を
欠
き
誠
実
で
な
い
者
は
最
下
の
賢
者
で
あ
り
、
礼
節
が

あ
り
正
し
い
が
誠
実
に
暮
ら
し
て
い
な
い
人
間
は
中
間
の
賢
者
で
あ

。

、

る

誠
実
な
生
活
を
し
て
自
分
の
欲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
人
間
は

同
時
に
正
し
く
礼
節
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
最
大

の
賢
者
で
あ
る

。

(B
and

18,
123)

人
間
の
行
為
に
は
善
も
し
く
は
悪
の
行
為
と
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
中

間
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
非
常
に
善
な
る
行
為
は
内
的

な
平
安
の
達
成
を
目
指
し
、
非
常
に
悪
し
き
行
為
は
逆
に
外
的
な
平

安
を
損
な
う
が
、
中
間
的
な
善
は
外
的
な
平
安
を
損
な
わ
な
く
と
も

、

。

こ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
も
な
い

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

(B
and18,

90)

善
な
る
も
の
の
こ
う
し
た
三
つ
の
あ
り
方
は
、
現
実
に
は
簡
単
に
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
ば
し
ば
区
別
さ
れ
ず
に
扱
わ
れ
ざ
る
を

え
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
中
間
的
善
か
ら
徐
々
に
よ
り
高
い

善
へ
と
高
ま
っ
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ト

マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
礼
節
の
規
則
に
お
い
て
は
正
義
や
誠
実
性
の
規
則

に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
規
則
は
存
在
し
て
い
な
い

こ
と
を
認
め
て
い
た

。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ト
マ

(B
and

18,
124)

ー
ジ
ウ
ス
の
議
論
は
、
三
つ
の
原
則
の
定
式
化
を
必
ず
し
も
優
先
し

て
い
な
い
、
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
む
し
ろ
彼
は
、
原
理
的
に
は
区
別

し
う
る
が
、
三
者
の
原
則
の
統
合
を
経
験
論
的
レ
ベ
ル
で
扱
い
、
人

間
の
行
動
の
規
則
を
総
体
的
に
か
つ
経
験
的
原
則
を
も
含
み
な
が
ら

考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
礼
節
概
念
を
論
じ
る
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
シ
ュ
ナ
イ

ダ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
倫
理
学

」
と
い
う
語
は
、

(E
thik)

習
慣
や
習
俗
を
表
す

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

と
い

ethos
M
oral

、

、

う
語
も

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
も
つ

の
派
生
語
で
あ
り

S
itte

m
ores

彼
は
道
徳
、
法
、
社
会
的
因
習
、
宗
教
的
習
俗
な
ど
、
人
間
の
行
動

規
範
の
総
体
を

と
名
付

U
rsitte,

das
ursprüngliche

E
thos,

U
rethik

け
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
道
徳
的
文
化
の
全
体
で
あ
り
、
社
会
の
一
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般
的
秩
序
を
支
え
る
規
範
で
あ
る
。
哲
学
は
そ
う
し
た
統
一
体
を
前

に
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
道
徳
哲
学
を
精
錬
し
、
歴
史
的
な
道
徳

性
を
単
な
る
趣
味
や
怜
悧
の
問
題
に
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
歴

史
的
に
働
き
か
け
る
道
徳
の
全
体
と
し
て
の

が
哲
学
的
な
倫
理

S
itte

学
の
中
で
は
扱
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
排
除

さ
れ
た
礼
節
の
理
論
の
喪
失
を
意
味
し
、
哲
学
的
反
省
と
現
実
の
歴

史
的
な
道
徳
と
の
乖
離
の
促
進
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ

（
一
四
）

の
象
徴
的
な
出
来
事
が

偶
然
同
じ
年
に
出
版
さ
れ
た
カ
ン
ト
の

実

、

『

践
理
性
批
判
』
と
ク
ニ
ッ
ゲ
の
『
人
間
交
際
術
』
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
思
想
史
的
状
況
は
、
礼
節
概
念
が
い
か
に
扱
わ
れ
よ
う

と
も
直
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
普
遍
的
課
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

た
と
え
ば
カ
ン
ト
が
歴
史
性
を
哲
学
的
考
察
の
対
象
外
に
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
は
哲
学
と
歴
史
と
い
う
緊
張
関
係
に
は
非
常

に
意
識
的
だ
っ
た
。
ま
た
礼
節
の
固
有
の
原
理
を
考
察
し
た
ト
マ
ー

ジ
ウ
ス
自
身
も
、
そ
の
歴
史
的
相
対
性
を
し
か
る
べ
く
自
覚
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
だ
が
礼
節
の
哲
学
的
考
察
が
そ
の
後
の
哲
学
史
の
表

舞
台
か
ら
姿
を
消
し
た
こ
と
は
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
ス
の
主
張
す
る
よ

う
に
一
つ
の
哲
学
的
喪
失
と
し
て
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。

た
だ
し
、
そ
う
し
た
哲
学
上
の
立
場
の
相
違
は
、
礼
節
自
身
の
取

り
扱
い
だ
け
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
哲
学
が
究
極
的
に
何
を
め
ざ
し

て
い
る
か
の
相
違
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
的
世
界
観
を
継
承
し
て
心
の
平
安
や
社
会
の
平
和
の
達
成
を
理

念
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
、
幸
福
概

念
を
消
極
的
に
考
え
、
市
民
社
会
で
遂
行
さ
れ
る
べ
き
適
法
性
と
最

上
の
価
値
を
付
与
し
た
道
徳
性
の
峻
別
に
哲
学
的
営
為
を
注
い
だ
の

だ
っ
た
。
前
者
は
人
間
が
本
性
的
に
有
し
て
い
る
理
性
的
愛
の
実
現

と
共
に
、
本
稿
で
は
テ
ー
マ
化
さ
れ
て
い
な
い
悟
性
の
啓
蒙
問
題
す

な
わ
ち
先
入
観
か
ら
の
解
放
を
思
想
運
動
と
し
た
が
、
後
者
は
む
し

ろ
人
間
の
も
う
一
つ
の
性
行
で
あ
る
非
社
交
性
に
法
の
支
配
す
る
社

会
の
形
成
を
託
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
哲
学
体
系
上
の
相
違

も
、
失
わ
れ
た
議
論
で
あ
る
礼
節
論
へ
の
哲
学
的
見
解
の
相
違
を
も

た
ら
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
礼
節
論
が
け
っ

し
て
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
哲
学
的
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
議
論
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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引
用
・
言
及
箇
所
に
つ
い
て

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
自
身
の
著
作
か
ら
の
引
用
は

『
フ
ラ
ン
ス
人
の
模
倣
』
を
除

、

G
eorg

O
lm
s

C
hristian

T
hom

asius,
A
usgew

ählte
W
erke,

1998

い
て

社
の

か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
お
け
る
数
字
が
そ
の
巻

の
数
字

-2003
(B
and)

と
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
い
る

た
だ
し

は
三
冊
本
の
合
本
の
た
め

書

。

、

、「

B
and

4

」
の
番
号
を
記
し
た
。
各
巻
の
個
別
の
タ
イ
ト
ル
は
次
の
と
お
り
で
あ

(B
uch)

る
。B

and
4
(2001)

=
G
öttliche

R
echtsgelahrtheit

B
and

8
(1998)

=
E
inleitung

zur
V
ernuftlehre

B
and

9
(1998)

=
A
usübung

der
V
ernunftlehre

B
and

10
(1995)

=
E
inleitung

zur
S
ittenlehre

B
and

18
(2003)

=
G
rundlehren

des
N
atur-

und
V
ölkerrechts

D
iscours

W
elcher

G
estalt

m
an

denen
Frantzosen

in
gem

einem
L
eben

und
W
andel

nachahm
en

solle
C
hristian

T
hom

as,
K
leine

deutsche

は
、

S
chriften,

F
estschrift

der
H
istorischen

C
om

m
ission

der
Provinz

S
achsenか

zur
Jubelfeier

der
U
niversität

H
alle-W

ittenberg,
M
inerva

V
erlag,

1983

ら
の
引
用
で
あ
り
、
本
文
中
で
は

と
い
う
表
記
の
後
に
そ
の
ペ
ー
ジ

D
iscours

R
eclam

C
hiristan

数
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
読
解
に
は
、

文
庫
の

に
T
hom

asius,
D
eutsche

S
chriften,

U
niversal-B

ibliothek
N
r.8369-71,

1970

お
け
る
編
集
者
の
脚
注
を
参
照
に
し
た
。

註
（
一
）
宮
廷
哲
学
に
つ
い
て
は
拙
論
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
宮

廷
哲
学

（
鎌
倉
女
子
大
学
紀
要
、
第
五
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一

九
ペ
ー
ジ
）

」

－

参
照
。

（
二
）
拙
論
「
世
界
概
念
の
哲
学

（
日
本
カ
ン
ト
協
会
編

『
カ
ン
ト
と
現
代

」

、

文
明
』
理
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
三

一
二
七
ペ
ー
ジ
）
参
照
。

－

（
三
）

は
一
六
九
二
年
に
初
版
が
出
て
か
ら
、
一
七

E
inleitung

zur
Sittenlehre

Introductio
in

二
六
年
ま
で
七
回
出
版
さ
れ
、
さ
ら
に
ラ
テ
ン
語
版

が
一
度
刊
行

philosophiam
m
oralem

,
sive

de
arte

rationaliter
am

andi
(1706)

さ
れ
て
い
る
。

A
ffekt,

L
eidenschaft,

G
em

ühts-N
eigung,

P
assion

（
四
）
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
は

な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
に

を
考
え
、
こ
れ
が
秩
序
あ

L
iebe

る
状
態
の
場
合
に
「
理
性
的
愛
」
と
呼
び
、
秩
序
を
失
っ
た
「
非
理
性
的
愛
」

を
悪
徳
と
見
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
説
く
「
情
念
」
は
デ
カ
ル
ト
に
お

け
る
よ
う
な
精
神
の
受
動
状
態
と
は
異
な
る
。

（

）

、

五

ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
に
お
け
る

の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
は

caritas
ordinata

W
erner

Schneiders,
N
aturrecht

und
L
iebesethik,

Z
ur

次
の
研
究
が
詳
し
い
。

G
eschichte

der
praktischen

P
hilosophie

im
H
inblick

auf
C
hristian

T
hom

asius,
G
eorg

O
lm
s
V
erlag,

1971,
S
.9-47.

（
六
）
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
の

に
関
し
て
は
、
次
の
研
究
を
参
照

caritas
ordinata

に
し
た
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
愛
の
概
念
』
千
葉

眞
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。

（
七
）
ド
イ
ツ
語
の

は
論
理
学

を
意
味
す
る
語
で
あ
る

V
ernuftlehre

(L
ogik)

が
、
ト
マ
ー
ジ
ウ
ス
の
思
想
内
容
に
即
し
て
こ
こ
で
は
「
理
性
論
」
と
訳
し
て

お
く
。S

am
uel

P
ufendorf,

D
e
jure

naturae
et

gentium
libri

octo,
V
olum

e
（
八
）

T
w
o,
the

translation
of

the
edition

of
1688

by
C
.
H
.
and

W
.
A
.
O
ldfather,

O
xford,

1934,
p.208.

（
九
）
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
イ
グ
ル
『
啓
蒙
の
都
市
周
遊
』
三
島
憲
一
・

宮
田
敦
子
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
四
〇

六
〇
ペ
ー
ジ
。

－

Jean
M
ondot,
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Decorum als Handlungsregel
Christian Thomasius’ Unterscheidung―

―zwischen justum, honestum und decorum

Kiichiro FUKUDA

Der vorliegende Aufsatz behandelt den Begriff „decorum“ als Regel der
Handlung in Christian Thomasius’ Philosophie.

Nach seiner Sittenlehre kann die menschliche Gemütsruhe durch die in der
Gesellschaft gezeigte vernünftige Liebe geschaffen werden. Die Liebe, die sich
inhaltlich auf die durch Augustinus begründete Lehre von caritas ordinata bezieht,
braucht eine äußerliche gesellschaftliche Bedingung, um in der Geselligkeit
verwirklicht zu werden. Diese Bedingung, die „decorum“, „Anstand“ oder
„Anständigkeit“ heißt, kann durch Nachahmung des galant homme erlernt werden.
Der galant homme ist nicht nur ein höflicher Mann gegen Damen, sondern auch ein
vollkommener weiser Mann. Die Galanterie war nach Thomasius’ Hofphilosophie
(Philosophie nach dem Weltbegriff) das Ideal, nach dem man an den damaligen
deutschen Bildungsanstalten nachstreben mußte.

Neben das decorum stellten sich justum (Gerechtigkeit) und honestum
(Ehrlichkeit) als wichtige Regeln der Handlung. Während honestum eine innerliche
Regel ist, sind justum und decorum äußerliche Regeln, aber nur justum enthält den
gesetzmäßigen Zwang. Hier wurde zum ersten Mal in der Geistesgeschichte der
Unterschied zwischen der dem justum entsprechenden Legalität und der dem
honestum entsprechenden Moralität erläutert. Aber Thomasius legte nicht nur den
grundsätzlichen Unterschied der drei Regeln dar, sondern betonte auch die
Wichtigkeit des Zusammenspiels der drei Regeln. Jede Regel ist in diesem Sinne
dem vollkommenen weisen Mann unentbehrlich und der Weise allein kann das
obenbenannte Zusammenspiel realisieren. Die in dieser Weisheit realisierte „Ursitte“
ist der Kern der praktischen Philosophie Thomasius’.


