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価
値
論
の
問
題

　
　
　
こ
の
講
義
の
圏
標
は
、
或
る
種
の
間
主
観
的
な
妥
当
性
ま
た
は
説
得
力
を
も
つ
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
よ
う
な
、
価
値
と
反
価
値
の
図
表

　
　
を
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
企
図
に
は
、
ど
ん
な
手
続
き
と
要
求
と
が
含
ま
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
、
ま
た
第
二
に
は
、
実
際
に
価
値

　
　
論
、
つ
ま
り
問
主
観
的
な
価
値
の
体
系
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
図
表
の
構
成
に
い
く
ら
か
役
立
と
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ゆ
え
こ
の
目
標
は
価
値
論
的
で
あ
る
と
共
に
メ
タ
ー
価
値
論
的
（
価
値
論
に
つ
い
て
の
反
省
）
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
く
、
こ
の
二
つ

　
　
の
企
図
（
価
値
論
を
展
開
し
か
つ
そ
の
基
礎
づ
け
を
論
究
す
る
）
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
前
提
で
進
む
。
こ
の
点
で
こ
の
講
義

　
　
は
今
日
の
英
国
の
思
想
を
代
表
し
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
は
倫
理
学
は
ま
っ
た
く
メ
タ
倫
理
学
の
視
点
か
ら
扱
わ
れ
、
倫
理
上
の
議
論
、

　
　
ま
た
一
般
に
価
値
を
め
ぐ
る
論
議
の
本
性
は
、
そ
の
特
定
の
内
容
や
、
論
議
が
生
み
出
す
具
体
的
な
判
断
を
考
え
な
く
と
も
、
分
析
で
き

61

@
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
英
国
で
入
ま
た
米
国
で
も
）
流
行
の
見
方
に
よ
る
と
、
倫
理
上
の
論
議
は
、
　
「
私
は
こ
れ
を
好
む
、
君
も
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@
そ
う
せ
よ
」
と
い
っ
た
風
に
、
わ
れ
わ
れ
が
搾
る
情
緒
上
の
、
ま
た
は
実
践
上
の
態
度
を
ど
の
人
に
も
（
わ
れ
わ
れ
自
身
も
含
め
て
）
押

　
　
し
つ
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
態
度
に
ど
ん
な
奨
励
的
な
対
象
や
内
容
を
指
定
す
る
か
は
、
そ
の
個
人
ま
た
は

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
社
会
が
決
め
る
べ
き
問
題
だ
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
決
定
は
人
に
よ
り
社
会
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
異
る
だ
ろ
う
か
ら
、
哲
学
者
が
論
究
す
べ

　
　
洛
問
題
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
正
し
い
行
為
の
規
範
や
入
生
の
目
的
に
つ
い
て
の
問
題
は
す
べ
て
哲
学
の
論
点
で
は
な
く
な
り
、
も
つ
ぱ

　
　
ら
説
教
家
や
政
治
家
な
ど
が
発
言
す
べ
き
問
題
と
な
る
。

　
　
　
こ
の
見
解
に
対
し
て
こ
の
講
義
の
と
る
立
場
は
、
価
値
に
つ
い
て
の
論
議
の
本
性
と
、
そ
れ
が
た
ど
る
典
型
的
な
手
続
き
と
は
、
或
る

　
　
き
わ
め
て
基
本
的
な
価
値
判
断
の
妥
当
性
を
必
然
的
に
意
味
し
、
他
の
価
値
判
断
の
妥
当
性
を
斥
け
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
言
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
価
値
判
断
の
内
容
に
関
し
て
言
質
を
与
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
緬
値
判
断
の
外
形
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と

　
　
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
価
値
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
諸
額
値
の
き
わ
め
て
一
般
的
な
パ
タ
ー
ン
を
前
提
し
て
お
り
、
す
べ
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
し
だ
ね

　
　
有
意
味
で
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
は
こ
の
パ
タ
ー
ン
か
ら
、
　
「
歯
種
」
か
ら
の
よ
う
に
、
生
ず
る
こ
と
が
一
が
さ
れ
る
。
も
と
も
と
感
情

　
　
的
・
個
人
的
な
価
値
の
分
野
で
、
非
個
人
的
な
妥
当
性
・
非
妥
当
性
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
も
ち
ろ
ん

　
　
非
常
に
む
ず
か
し
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
た
妥
当
性
・
非
妥
当
性
の
可
能
性
を
、
そ
の
存
在
を
み
と
め
る
と
問
題
が
起
る

　
　
（
カ
ン
ト
の
「
純
粋
数
学
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
の
問
を
考
え
よ
）
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
価
値
を
秩
序
づ
け

　
　
た
図
表
を
作
り
上
げ
よ
う
と
い
う
企
図
は
今
ま
で
意
見
の
不
一
致
を
度
々
導
い
て
は
来
た
が
、
同
時
に
多
く
の
点
に
つ
い
て
の
一
致
を
も

　
　
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、
漠
然
と
し
て
不
精
確
な
研
究
で
は
あ
る
が
決
し
て
全
面
的
に
そ
う
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
漠
然
と
し
て
い
る
か

　
　
ら
と
い
っ
て
重
要
性
が
少
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
餌
値
に
関
す
る
不
一
致
の
多
く
は
論
理
上
の
誤
り
の
ゆ
え
で

　
　
あ
る
。
例
え
ば
諸
価
値
は
相
対
立
す
る
方
向
に
併
存
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
実
際
上
互
に
矛
盾
す
る
な
ど
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い

　
　
と
い
う
信
念
や
」
諸
点
値
は
た
だ
一
つ
の
次
元
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
信
念
の
誤
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
理
上
の
誤
り
が
一
た
び
一
掃

　
　
さ
れ
れ
ば
、
は
る
か
に
広
い
一
致
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
予
言
の
図
表
を
作
る
企
図
全
般
を
評
価
し
・
批
判
し
、



そ
う
し
た
批
靱
と
評
価
の
光
の
下
で
こ
の
企
図
を
も
っ
と
満
足
の
ゆ
く
仕
方
で
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
第
二
酷
の
（
の
①
O
O
P
仙
一
O
巴
島
①
吋
）
あ
る
い
は
メ
タ
i
研
究
と
し
て
の
価
値
理
論
の
歴
史
は
十
八
世
紀
の
英
国
に
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
謙
徳

　
　
哲
学
者
た
ち
が
倫
理
上
そ
の
他
の
価
値
の
区
署
は
理
性
の
働
き
で
あ
る
か
感
情
の
働
き
で
あ
る
か
を
尋
ね
始
め
た
。
理
性
論
者
た
ち
（
カ

　
　
ド
ワ
ー
ス
、
ク
ラ
ー
ク
、
プ
ラ
イ
ス
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
判
断
の
或
る
も
の
が
客
観
性
・
問
主
観
性
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、

　
　
か
つ
そ
れ
ら
は
数
学
的
判
断
と
類
比
的
だ
と
い
う
こ
と
、
を
重
要
視
し
た
。
か
れ
ら
は
「
理
性
」
を
緬
値
を
識
糊
す
る
器
當
と
し
た
。
し

　
　
か
し
か
れ
ら
は
そ
う
し
て
識
別
さ
れ
た
価
値
が
ど
う
し
て
心
を
動
か
し
意
志
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
た
（
プ
ラ
イ
ス
は
価
値
は
そ
う
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
黒
い
は
し
た
け
れ
ど
も
）
。
他
方
、
感
情
論
者
た
ち
は
緬
値
判
断
の
感
情
に
対

　
　
す
る
関
係
を
心
に
留
め
た
け
れ
ど
も
、
　
「
本
能
」
と
か
基
本
的
な
「
人
間
性
」
と
か
の
不
完
全
な
説
に
よ
る
以
外
に
は
、
な
ぜ
価
値
判
断

　
　
が
或
る
種
の
間
主
観
的
な
妥
当
性
を
要
求
す
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
理
性
的
な
意
志
す
な
わ
ち
佃
人
的
利
害
を
こ
え
た
実
践
そ
の
も
の
の
、
規
範
と
目
的
の
演
繹
を
試
み
た
け
れ
ど
、
体
系
的
な

　
　
「
価
値
の
世
界
」
（
“
く
節
一
〇
Φ
一
O
O
ω
5
P
O
ω
》
）
を
仕
上
げ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
成
功
し
な
か
っ
た
。
か
れ
は
入
賞
と
理
性
的
な
意
志
の
絶
対
的
価

　
　
値
を
演
繹
し
た
が
、
知
識
・
美
の
観
照
と
創
造
・
人
格
的
な
愛
の
よ
う
な
諸
目
標
の
価
値
を
演
繹
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と

　
　
も
こ
れ
ら
の
価
値
は
カ
ン
ト
が
そ
の
体
系
の
多
く
の
部
分
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
含
意
さ
れ
は
す
る
。
カ
ン
ト
の
欠
陥
は
シ
ェ
ー
ラ

　
　
一
と
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
ま
た
誇
張
さ
え
さ
れ
て
き
た
。

　
　
　
十
九
世
紀
の
す
べ
て
の
価
値
論
者
の
う
ち
で
は
マ
イ
ノ
ン
グ
が
最
も
印
象
的
か
つ
根
本
的
な
寄
与
を
し
た
。

　
　
　
二
十
世
紀
で
は
、
価
値
体
系
の
体
系
的
な
構
成
は
英
国
の
モ
ー
ア
、
ラ
シ
ュ
ダ
ー
ル
お
よ
び
ロ
ス
と
、
ド
イ
ツ
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
お
よ
び

　
　
ハ
ル
ト
マ
ソ
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
手
続
き
を
説
明
も
正
当
化
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
直
観
的
・

63

@
独
断
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
単
な
る
拒
否
か
、
あ
る
い
は
価
値
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
懐
疑
へ
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
英
国
の
哲
学
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@
者
た
ち
は
基
本
的
に
は
価
値
i
理
性
論
者
で
あ
っ
て
価
値
が
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
の
心
を
動
か
す
の
か
、
ま
た
な
ぜ
人
々
が
価
値
に
つ
い
て
は

　
　
こ
ん
な
に
一
致
し
な
い
か
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
大
陸
の
哲
学
者
た
ち
は
価
値
一
清
緒
論
者
で
あ
っ
て
、

　
　
情
緒
が
ど
の
よ
う
に
し
て
妥
当
な
価
値
識
甥
の
器
密
と
し
て
役
立
ち
う
る
の
か
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
講
義
の
立
場
は
、
主
知
説
の
立
場
に
よ
り
む
し
ろ
「
情
緒
説
」
ま
た
は
「
態
度
説
偏
（
融
融
露
鎌
ω
ヨ
）
の
立
場
に
一
致
す
る
。
価
値

を
、
単
に
「
存
在
」
し
、
何
の
感
情
も
な
く
わ
れ
わ
れ
が
把
握
し
た
り
認
識
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
対
象
の
述
語
と
見
倣
す
の
は
た
め
に

な
ら
な
い
。
価
値
と
反
価
値
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
或
る
対
象
に
つ
い
て
の
感
情
上
ま
た
は
実
践
上
の
関
心
が
あ
る
と

き
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
対
象
の
存
在
ま
た
は
非
存
在
を
「
気
に
す
る
」
と
き
、
あ
る
い
は
状
況
の
要
求
に
し
た
が
い
い
つ
で
も
そ
れ
に
感

情
上
ま
た
は
実
践
上
の
関
心
を
も
ち
う
る
状
態
に
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
と
き
、
に
限
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
情
緒
上
ま
た
は
実
践
上
で

心
を
動
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
価
値
に
つ
い
て
妥
当
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
判
断
の

意
味
を
わ
れ
わ
れ
が
「
十
分
に
理
解
す
る
」
の
は
、
情
緒
や
実
践
が
発
生
す
る
と
き
、
ま
た
は
将
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
の
み

に
限
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
二
値
判
断
は
感
情
ま
た
は
実
践
的
態
度
を
原
理
と
し
て
発
全
に
分
析
し
つ
く
せ
る
（
例
え
ば

「
価
値
あ
る
も
の
と
は
『
生
の
関
心
』
（
①
粥
占
ω
け
Φ
昌
O
㊦
一
O
O
欝
O
①
壇
】
μ
）
の
対
象
で
あ
る
」
な
ど
）
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
価
値
判
断
は
完
全

に
記
述
的
ま
た
は
科
学
的
な
分
析
を
施
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
価
値
は
そ
れ
を
求
め
て
生
き
ら
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
外
か
ら
研
究
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
倫
理
上
の
名
辞
が
記
述
的
な
形
容
詞
と
し
て
よ
り
む
し
ろ

間
投
詞
（
叫
び
）
の
よ
う
に
働
く
と
い
う
「
表
出
」
説
（
、
Φ
雷
。
巳
讐
守
①
、
爵
⑲
o
q
）
の
つ
ね
に
正
し
い
一
面
で
あ
る
。

　
こ
の
見
解
は
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
価
値
づ
け
に
は
い
か
な
る
種
類
の
間
主
観
性
、
説
得
力
ま
た
は
合
理
性
も
附
随
し
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
個
人
的
な
好
き
嫌
い
の
態
度
の
よ
う
な
、
最
も
低
い
・
第
一
次
の
掻
値
づ
け
は
不
定
か
つ
偶
然
的
に
変
わ
る
か
も
し
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
が
、
他
方
、
ひ
と
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
仕
遂
げ
る
こ
と
の
自
撫
に
つ
い
て
の
価
値
づ
け
の
よ
う
な
、
高
次
の
価
値
づ
け
も
あ
る
の
で
あ



っ
て
、
高
次
の
価
値
づ
け
に
関
し
て
は
人
々
の
間
の
同
意
が
増
し
て
ゆ
く
と
い
う
傾
向
は
避
け
ら
れ
ず
ま
た
必
然
的
な
の
で
あ
る
。
例
え

ば
わ
れ
わ
れ
が
茶
や
コ
ー
ヒ
ー
を
好
む
と
い
う
場
合
と
、
自
由
を
好
む
と
い
う
場
合
と
で
は
、
　
「
好
む
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
ち
が
っ

て
い
る
。
す
べ
て
の
実
践
上
の
論
議
、
す
べ
て
の
理
性
的
な
実
践
に
お
い
て
、
疑
問
に
附
し
た
り
正
当
化
を
求
め
た
り
す
る
こ
と
が
本
来

筋
ち
が
い
で
あ
る
よ
う
な
、
若
干
の
価
値
づ
け
と
価
値
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
前
提
と
さ
れ
る
価
値
づ
け
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
は
た
だ
超
越
論
的
な
演
繹
に
よ
っ
て
の
み
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
演
繹
を
与
え
る
こ
と
が
以
下
の
講
義
の
目

的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。二

　
非
個
人
的
な
態
度
と
そ
の
対
象

　
　
　
一
　
で
挙
げ
た
主
な
論
点
を
要
約
し
た
の
ち
、
鰻
登
に
つ
い
て
の
反
省
的
な
論
議
と
理
性
的
な
実
践
の
本
性
に
も
と
づ
い
て
の
非
個
人

　
　
的
な
諸
価
値
の
「
超
越
論
演
繹
」
、
　
の
考
察
に
移
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
演
繹
を
試
み
る
ま
え
に
、
そ
れ
は
、
前
提
に
よ
っ
て
完
全
に
つ

　
　
く
さ
れ
な
い
も
の
は
何
も
結
論
に
は
含
ま
れ
ぬ
よ
う
な
、
厳
密
で
形
式
的
に
必
然
的
な
一
聯
の
論
証
と
い
う
い
み
で
の
演
繹
で
は
な
い
と

　
　
い
う
こ
と
を
説
明
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
価
纏
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
厳
密
な
論
理
的
な
帰
結
の
関
係
よ
り
も
む
し
ろ
、
巌
密

　
　
で
な
い
類
縁
（
鈴
臨
p
ξ
）
の
関
係
・
或
る
概
念
、
命
題
ま
た
は
提
議
の
、
他
に
対
す
る
内
在
的
な
親
近
ま
た
は
疎
遠
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

　
　
先
天
主
義
的
、
理
性
的
な
気
性
の
哲
学
者
た
ち
（
例
え
ば
カ
ン
ト
や
フ
ッ
サ
ー
ル
）
は
、
概
し
て
こ
う
し
た
関
係
に
は
重
き
を
置
か
な
い

　
　
で
、
厳
密
に
普
遍
的
で
例
外
が
な
く
、
必
然
的
な
関
係
だ
け
に
興
味
を
示
し
た
。
他
方
、
厳
密
で
な
い
類
縁
関
係
の
哲
学
上
の
重
要
さ
を

　
　
み
と
め
て
き
た
哲
学
者
た
ち
は
概
し
て
、
そ
う
し
た
関
係
は
全
く
経
験
的
な
身
分
を
も
つ
と
考
え
る
か
（
蓋
然
的
な
も
の
は
経
験
的
な
も

　
　
の
で
あ
り
、
逆
も
真
、
と
い
う
の
は
広
く
行
き
わ
た
っ
た
ド
グ
マ
で
あ
る
）
、
あ
る
い
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
よ
う
に
、
類
縁
の
関
係
を
人
間
の

　
　
心
が
実
際
に
作
用
す
る
仕
方
に
基
づ
か
せ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
類
縁
性
に
よ
る
ゆ
る
い
論
証
、
例
え
ば
類
比
に
よ
る
論
証
の
原
理

65
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は
、
入
間
の
心
の
働
き
の
経
験
に
せ
よ
何
か
他
の
経
験
に
せ
よ
、
経
験
か
ら
は
学
ば
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
う
し
た
原
理
が
な
か
っ
た
と
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@
し
た
ら
、
お
よ
そ
経
験
か
ら
何
か
を
学
ぶ
こ
と
も
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
似
た
も
の
ど
う
し
は
そ
れ
以
上
の
類
似
性
を
も

　
　
ち
そ
う
で
あ
る
と
論
ず
る
と
き
従
う
原
理
は
経
験
的
原
理
で
は
な
く
て
純
粋
に
理
挫
的
な
原
理
で
あ
っ
て
、
実
践
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が

　
　
或
る
も
の
に
許
す
実
践
上
の
取
扱
い
を
、
そ
れ
に
似
て
い
る
他
の
も
の
に
も
及
ぼ
す
と
き
、
こ
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

　
　
し
た
類
縁
に
よ
る
ゆ
る
い
論
証
に
は
、
通
常
の
類
比
に
よ
る
論
証
以
外
に
も
他
に
沢
山
の
形
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
「
心
の
哲
学
」
や
純
粋

　
　
価
値
論
の
分
野
で
は
最
も
重
要
な
論
証
の
原
理
で
あ
る
。
そ
う
し
た
分
野
で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
つ
な
が
り
と
は
つ
ね
に
本
有
的
な
類
似
性

　
　
ま
た
は
等
価
性
の
つ
な
が
り
で
あ
っ
て
、
経
験
的
な
例
外
を
許
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
類
縁
に
よ
る
論
証
の
重
要
性
は
さ
ら
に
、
そ
れ

　
　
ら
が
現
実
の
事
態
の
経
験
的
研
究
と
、
純
粋
な
種
ま
た
は
本
質
の
う
ち
の
関
係
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
研
究
と
の
間
の
媒
介
を
す
る
と
い
う
点

　
　
に
も
存
す
る
。
二
つ
の
研
究
は
互
い
に
他
に
つ
い
て
の
暗
示
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
つ
な
が
り
は
、
人
間
行
動
の

　
　
一
質
的
な
流
れ
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
現
実
の
諸
傾
向
と
し
て
も
、
ま
た
そ
れ
ら
の
傾
向
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
本
質
の
諸
関
係
に
お
い
て

　
　
も
、
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
研
究
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
簡
値
に
対
す
る
反
応
が
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
純
粋
に
認
識
的
な
面
よ
り
む
し
ろ
欲
求
的
－
感
情
的
（
O
O
コ
P
汁
一
く
①
1
餌
籠
Φ
O
け
凶
く
㊦
）
な
面
に
属
す

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
反
応
に
つ
い
て
「
真
」
と
か
「
妥
当
」
と
か
、
ま
た
「
正
当
と
さ
れ
る
」
と
か
「
正
当
と
さ
れ
な
い
」
と

か
言
う
こ
と
が
意
味
を
な
す
の
は
、
そ
れ
ら
の
反
応
に
対
す
る
是
認
ま
た
は
否
認
と
い
う
更
に
高
次
の
態
度
を
わ
れ
わ
れ
自
身
が
も
っ
て

い
る
と
い
う
意
味
以
外
に
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
的
な
反
応
は
事
実
に
よ
っ
て
検
証
さ
れ

る
か
ま
た
は
反
証
さ
れ
る
。
一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
感
情
や
欲
求
、
こ
れ
ら
が
本
質
的
な
部
分
を
な
す
よ
う
な
価
値
づ
け
の
場
合
に
は
、
似

た
よ
う
な
可
能
性
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
も
の
ご
と
に
気
を
配
る
こ
と
は
そ
れ
ら
の
も
の
ご
と
に
つ
い
て
は
何
ご
と
も
書
っ
て
い
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
気
を
配
る
は
た
ら
き
や
そ
の
表
現
は
世
界
に
お
い
て
起
る
何
ら
か
の
事
実
に
よ
っ
て
正
当
と
さ
れ
た
り
あ
る
い

は
正
当
化
で
き
ぬ
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
見
方
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
に
反
論
で
き
る
。
情
緒



　
　
的
な
反
応
は
い
ず
れ
も
単
に
わ
れ
わ
れ
の
胸
中
に
起
る
質
的
な
動
揺
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
非
個
人
的
な
価
値
に
対

　
　
す
る
反
応
を
も
含
め
て
、
情
緒
的
な
反
応
は
す
べ
て
本
来
固
有
の
構
造
的
規
範
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が

　
　
そ
れ
ら
の
情
緒
的
反
応
を
と
り
あ
げ
て
雷
葉
で
も
区
別
す
る
根
拠
と
な
る
と
こ
ろ
の
、
限
定
的
な
傾
向
ま
た
は
性
絡
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
緒
的
反
応
が
、
正
当
化
さ
れ
る
と
か
そ
の
逆
だ
と
か
、
正
常
だ
と
か
神
経
病
的
だ
と
か
、
理
由
を
も
っ
て
言
わ
れ
う

　
　
る
の
は
、
こ
の
本
来
的
な
規
範
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
範
は
同
時
に
現
実
の
傾
向
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
或

　
　
る
情
緒
を
認
識
し
固
定
す
る
た
め
の
限
定
的
な
「
線
」
は
ま
た
、
そ
の
情
緒
が
評
価
さ
れ
る
た
め
の
「
線
」
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何

　
　
か
そ
う
な
る
傾
向
を
も
つ
も
の
と
、
そ
う
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
と
の
両
方
に
つ
い
て
、
同
じ
．
o
戸
内
簿
、
と
．
ω
げ
。
巳
儀
、
と
い
う
語

　
　
を
使
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
じ
じ
つ
、
現
実
の
傾
向
の
な
い
場
合
に
．
〇
二
α
q
露
、
と
い
う
書
葉
を
使
っ
た
り
、
現
実
の
欲
求
と
は
無
関

　
　
係
に
望
ま
し
さ
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
の
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
恐
れ
は
非
理
牲
的
な
本
能
だ
と
み
と
め
ら
れ

　
　
て
い
る
け
れ
ど
も
、
恐
れ
は
そ
れ
自
体
に
固
有
の
傾
向
と
規
範
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
通
常
は
回
避
の
行
動
に
お
い
て
表
わ
れ
る
の
で
あ

　
　
り
、
そ
の
他
の
仕
方
で
表
わ
れ
る
の
は
た
だ
偶
然
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
恐
れ
は
通
常
、
恐
れ
て
い
る
有
機
体
を
脅
か
し
、
害
し
、
傷
つ

　
　
け
る
と
み
と
め
ら
れ
る
対
象
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
無
害
と
み
と
め
ら
れ
る
対
象
に
は
通
常
は
向
け
ら
れ
な
い
。
或
る
対
象
が
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
害
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
恐
れ
は
、
規
範
、
要
請
の
表
現
と
し
て
も
現
実
の
傾
向
と
し
て
も
、
当
然
消
失
す
べ
き
で

　
　
あ
っ
て
、
も
し
消
失
し
な
い
な
ら
ば
そ
の
恐
れ
は
神
経
病
的
で
あ
り
、
こ
の
「
神
経
病
的
」
と
い
う
譜
は
そ
の
恐
れ
の
普
通
で
な
い
・
か

　
　
つ
望
ま
し
か
ら
ぬ
性
質
を
指
示
す
る
。
同
じ
よ
う
な
規
範
は
嫉
妬
や
怒
り
な
ど
の
場
合
に
も
得
ら
れ
る
。
　
（
い
わ
ゆ
る
「
自
然
主
義
の
誤

　
　
り
」
が
上
述
の
言
明
の
う
ち
で
く
り
返
し
犯
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
り
で
は
な
く
話
し
方
の
二
つ
の
形
式
の
相
互
依
存
性
の
確

　
　
認
な
の
で
あ
る
。
）
も
し
規
範
性
が
こ
の
よ
う
に
低
次
の
反
応
に
つ
い
て
ま
で
も
そ
の
特
質
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
道
徳
上
の
是
認

　
　
ま
た
は
否
認
の
よ
う
な
高
次
で
・
社
会
化
さ
れ
・
記
号
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
樹
じ
こ
と
が
さ
ら
に
著
し
く
認
め
ら
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れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
反
応
も
や
は
り
そ
れ
に
特
徴
的
な
「
線
」
を
有
し
て
お
り
、
異
常
な
歪
み
に
よ
る
場
合
を
除
け
ば
、
い
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@
か
か
ひ
対
象
に
向
け
ら
れ
て
も
よ
い
と
か
、
い
か
か
か
仕
方
で
表
現
さ
れ
て
も
よ
い
と
か
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ

　
　
れ
は
桜
桃
の
赤
さ
を
道
徳
的
に
否
認
し
た
り
、
ト
ラ
ム
ペ
ッ
ト
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
で
不
同
意
を
示
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け

　
　
で
、
仮
に
そ
う
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
大
変
異
常
で
例
外
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
非
念
入
的
な
態
度
は
、
そ
の
本
来
の
特

　
　
質
・
内
的
な
規
範
性
・
そ
の
「
論
理
」
に
よ
っ
て
、
正
義
・
幸
福
・
慈
愛
な
ど
と
い
っ
た
非
個
人
的
な
価
値
の
、
か
な
り
安
定
し
た
体
系

　
　
を
作
り
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
正
常
さ
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
、
道
徳
に
つ
い
の
な
み
は
ず
れ
た
考
え
も

　
　
生
れ
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
す
べ
て
は
意
葉
の
意
味
と
そ
の
現
実
の
用
法
に
よ
っ
て
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は

　
　
そ
れ
ら
を
「
本
質
」
に
よ
っ
て
述
べ
る
方
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
倫
理
上
の
態
度
と
、
そ
の
他
の
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
の
態
度
と
は
固
有
の
規
範
を
含
ん
で
い
て
、
そ
の
規
範
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
価

値
が
本
当
の
緬
値
だ
と
か
見
か
け
だ
け
だ
と
か
言
わ
れ
う
る
の
だ
、
と
言
う
だ
け
で
は
充
分
で
な
い
。
そ
れ
で
は
非
個
人
的
な
価
値
づ
け

の
態
度
が
、
他
の
も
っ
と
純
粋
な
い
み
で
の
個
人
的
な
態
度
に
対
し
て
も
つ
一
層
高
い
権
威
、
統
轄
的
な
妥
当
性
と
い
う
も
の
を
説
明
で

き
な
い
。
こ
の
「
統
轄
的
」
（
．
嘆
Φ
ω
苞
㊦
算
戴
．
）
な
性
格
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
非
新
入
的
な
価
値
づ
け
の
態
度
は
わ
れ
わ
れ
の
意
識

的
・
推
論
的
な
生
活
の
必
然
的
な
最
終
結
果
、
意
識
し
推
論
す
る
存
在
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
が
必
然
的
に
共
有
す
る
何
も
の
か
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
一
時
的
・
個
人
的
な
企
て
は
す
べ
て
、
非
個
人
的
な
癒
値
づ
け
の
態
度
を
恒
常
な
・
人
々
に
共
通
な
背
景
と
し
て
、
（
恰
も
観

察
さ
れ
た
対
象
は
必
然
的
に
空
間
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
）
起
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
次
の
共
通
の
関

心
の
領
域
と
名
づ
け
て
よ
い
も
の
（
時
に
誤
っ
て
無
関
心
性
の
形
式
と
呼
ば
れ
る
）
の
展
開
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
傾
向
と
諸
過
程
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
い
る
。
す
べ
て
意
識
的
な
生
活
に
は
自
然
で
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
（
a
）
こ
の
A
を
好
む
こ
と
か
ら
A
の
ど
の
場
合
を

も
好
む
こ
と
へ
と
移
る
傾
向
。
　
（
b
）
A
を
好
む
こ
と
か
ら
A
を
好
む
こ
と
を
好
む
こ
と
へ
、
お
よ
び
A
に
対
す
る
す
べ
て
の
好
み
（
つ

ま
り
任
意
の
ひ
と
が
A
を
好
む
こ
と
）
を
好
む
こ
と
へ
移
る
傾
向
。
　
（
c
）
特
殊
な
対
象
に
対
す
る
一
般
化
さ
れ
た
好
み
を
好
む
こ
と
か



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
、
好
む
こ
と
そ
の
も
の
の
一
般
性
を
好
む
こ
と
へ
の
傾
向
、
ま
た
、
何
が
興
味
あ
り
と
さ
れ
る
か
、
誰
が
そ
の
興
味
を
感
ず
る
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
興
味
あ
る
こ
と
自
体
に
興
味
を
抱
く
よ
う
に
な
る
傾
向
。
　
（
d
）
興
味
の
一
般
性
を
弱
め
る
作
用
を
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
嫌

う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
個
携
的
な
興
味
ま
た
は
興
味
を
抱
い
た
個
々
の
ひ
と
に
寄
せ
ら
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
器
量
（
冒
註
跳
信
）

を
嫌
う
こ
と
を
助
長
す
る
傾
向
、
で
あ
る
。
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
理
性
的
な
思
慮
と
正
義
と
の
基
礎
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
こ
の
傾
向

は
、
混
乱
に
よ
る
場
合
は
別
…
と
し
て
、
個
々
の
興
味
ま
た
は
個
々
の
興
味
の
対
象
を
嫌
う
こ
と
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
高
次
の

公
平
な
（
冒
℃
壁
芭
）
興
味
の
必
要
な
素
材
ま
た
は
下
部
構
造
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
高
次
の
興
味
は
、
個
々
の
興
味
や
圏
ハ
味
の
対
象
に

対
す
る
態
度
の
う
ち
に
あ
り
う
る
不
公
平
を
嫌
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
）
（
e
）
認
識
的
・
美
的
・
社
会
的
な
ど
他
の
興
味

と
そ
れ
ら
の
対
象
と
に
対
す
る
好
み
を
助
長
す
る
傾
向
。
こ
れ
ら
の
興
味
や
興
味
の
対
象
は
、
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
に
晃
出
さ
れ
る
精

神
に
近
い
、
公
平
な
精
神
を
表
わ
す
が
、
そ
れ
と
必
ず
し
も
准
じ
で
は
な
い
。
以
上
（
a
）
一
（
e
）
の
す
べ
て
の
傾
向
の
結
果
は
、
非

個
人
的
・
超
個
人
的
ま
た
は
闘
個
人
的
な
価
値
と
反
価
値
の
、
多
少
と
も
漠
然
と
排
列
さ
れ
た
「
天
」
の
出
現
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
れ
ら
の
価
値
は
、
反
省
と
、
個
人
間
の
討
議
と
墨
継
と
の
つ
な
が
り
に
そ
の
権
威
を
負
う
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
が
協
議
の
席

や
、
良
心
の
私
的
な
法
廷
に
お
い
て
た
と
え
偽
善
的
に
そ
う
す
る
の
で
あ
っ
て
も
き
ま
っ
て
も
ち
だ
す
価
値
な
の
で
あ
る
。
ひ
と
が
ど
ん

な
こ
と
で
も
非
個
人
的
に
価
値
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
は
、
　
（
往
々
あ
る
偏
奇
さ
と
し
て
は
甥
と
す
る
と
）
科

学
的
と
見
倣
し
て
も
ら
う
つ
も
り
の
命
題
の
う
ち
で
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
主
張
で
き
る
と
述
べ
立
て
る
の
と
岡
様
馬
鹿
げ
て
い
る
。

三
　
価
値
と
反
価
値
の
若
干
の
「
項
旨
」
の
演
繹

　
　
　
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
、
価
値
と
反
価
値
の
主
な
「
項
目
」
（
、
げ
①
銭
ω
、
）
の
一
般
的
な
表
を
演
繹
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
項

　
　
目
が
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
的
i
感
情
的
な
生
活
の
非
個
人
的
ま
た
は
超
個
人
的
な
象
面
の
一
般
的
性
質
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
然
に

69
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か
つ
必
然
的
に
展
開
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
を
表
わ
す
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
価
値
と
反
製
図
の
項
囲
の
下
に
何
が
入
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@
る
か
を
詳
細
に
わ
た
っ
て
決
め
る
こ
と
も
、
項
目
ど
う
し
の
間
で
の
実
際
上
の
衝
突
は
ど
の
よ
う
に
判
決
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
目
標
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
情
況
に
お
い
て
価
値
や
反
価
値
が
わ
れ
わ
れ
に
課
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
実

　
　
際
に
統
合
し
調
涌
さ
せ
る
こ
と
は
四
で
論
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
統
合
は
大
部
分
は
樋
人
の
実
践
上
の
技
術
の
問
題
で
あ
っ
て

　
　
一
般
的
な
原
理
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
う
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
点
は
ど
う
あ
ろ
う
と
、
特
定
の
状
況
に
あ
っ
て
わ

　
　
れ
わ
れ
が
何
を
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
複
雑
な
実
践
上
の
問
題
が
、
何
か
を
為
し
た
り
選
ん
だ
り
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
一
般
的
理
由
ま
た

　
　
は
根
拠
に
つ
い
て
の
問
題
、
す
な
わ
ち
価
値
と
反
価
値
の
項
目
の
問
題
を
、
不
明
瞭
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
非
個
人
的
な
立
場
か
ら
、
つ
ま
り
自
分
を
だ
れ
の
立
場
に
も
お
い
て
考
え
、
だ
れ
の
立
場
へ
の
お
き
換
え
に
も
耐
え
る
よ
う
な
も
の
ご

と
だ
け
に
満
足
を
感
ず
る
心
構
え
の
あ
る
人
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
具
体
的
な
第
一
階
の
対
象
や
対
象
の
ク
ラ
ス
は
す
べ
て
、
そ
れ
自
体

で
は
満
足
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
喫
煙
と
か
競
馬
に
出
か
け
る
こ
と
な
ど
は
必
ず
し
も
ど
ん
な
人
に
で
も
気
に
入
る
わ
け
で
は
な
く
、

自
分
を
想
像
上
だ
れ
の
立
場
に
も
お
い
て
み
よ
う
と
試
み
る
人
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
努
力
を
す
る
人
は
誰

で
も
、
こ
の
対
象
と
関
連
す
る
か
あ
の
対
象
と
関
連
す
る
か
、
ま
た
こ
の
入
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
か
あ
の
入
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
る
か

に
は
か
か
わ
ら
ず
、
満
足
を
与
え
う
る
こ
と
（
ω
躰
件
一
ω
滑
節
O
叶
O
H
岡
鄭
⑦
ω
ω
）
と
満
足
そ
の
も
の
と
に
、
満
足
を
感
ず
る
傾
向
を
も
つ
に
ち
が
い
な

い
。
こ
の
傾
向
は
形
式
論
理
上
の
必
然
性
の
問
題
で
は
な
い
。
X
を
好
む
ひ
と
が
必
ず
し
も
X
が
満
足
を
与
え
う
る
こ
と
や
満
足
を
与
え

う
る
も
の
と
し
て
の
X
を
好
む
と
は
限
ら
な
い
し
、
た
と
え
そ
の
ひ
と
が
欲
求
の
一
般
牲
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
し
て
も
、
こ
れ

が
満
足
を
与
え
う
る
こ
と
に
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
形
を
と
る
と
も
限
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
自
分
を
も
含
め
て
す
べ
て
の
ひ

と
が
全
然
欲
せ
ぬ
も
の
を
侮
で
あ
れ
も
っ
こ
と
を
、
あ
る
ひ
と
が
欲
す
る
と
い
う
こ
と
は
（
そ
の
ひ
と
の
態
度
の
内
的
葛
藤
を
生
ず
る
に

し
て
も
）
論
理
的
に
は
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
現
に
若
干
の
禁
欲
的
な
人
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
欲
し
て
き
た
。
け
れ
ど
も
誰
も
が

自
分
の
欲
す
る
第
一
次
的
な
対
象
を
も
た
ぬ
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
形
式
上
で
は
な
い
け
れ
ど
何
か
事
実
上
お
か
し
い
と
こ



う
が
あ
り
、
反
面
、
何
に
せ
よ
誰
も
が
第
一
次
的
に
欲
す
る
も
の
を
非
個
人
的
に
欲
す
る
こ
と
の
う
ち
に
は
、
何
か
調
和
が
と
れ
適
合
し

た
も
の
、
そ
し
て
活
気
が
あ
る
。
そ
し
て
満
足
と
は
達
成
さ
れ
認
証
さ
れ
た
欲
求
な
の
だ
か
ら
、
各
人
が
欲
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
欲
す

る
こ
と
は
、
各
人
が
満
足
を
与
え
う
る
と
見
る
も
の
を
欲
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
格
率
へ
と
通
ず
る
一
す
な
わ
ち
、

他
の
事
情
が
等
し
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
誰
の
た
め
に
も
そ
の
ひ
と
が
欲
し
・
好
む
も
の
を
保
証
し
、
欲
し
な
い
・
ま
た
は
好
ま
な
い
も

の
か
ら
は
そ
の
人
を
自
由
に
し
て
や
る
よ
う
に
で
き
る
限
り
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
満
足
の
程
度
の
寒
点
は
こ
こ
で
は
考
察
さ
れ
な
い
が
、

満
足
の
次
元
の
問
題
そ
の
他
多
く
の
問
題
を
ふ
く
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
満
足
と
不
満
足
と
が
何
か
単
純
な
仕
方

で
同
じ
単
位
で
比
べ
う
る
と
想
定
し
て
も
い
な
い
。
種
々
の
快
楽
の
要
求
を
温
潤
さ
せ
る
と
い
う
問
題
は
き
わ
め
て
困
難
で
複
雑
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
普
通
の
よ
い
生
活
ま
た
は
幸
福
、
す
な
わ
ち
自
分
の
欲
す
る
も
の
を
有
し
、
嫌
う
も
の
ま
た
は
欲
し
な
い
も
の
か
ら
は
自

　
　
由
で
あ
る
こ
と
を
、
公
平
に
受
け
い
れ
ら
れ
る
選
択
目
標
ま
た
は
非
個
人
的
な
価
値
の
一
例
と
見
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
単
な
る
よ
い
生

　
　
活
ま
た
は
幸
福
に
は
帰
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
「
高
次
の
幸
福
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
も
受
け
い
れ
る
。
よ
く
形
成
さ
れ
よ
く
表
現
さ
れ

　
　
た
も
の
を
喜
ん
で
観
照
す
る
と
い
う
高
次
の
幸
福
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
と
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
、
他
の
人
び
と
の
内
的

　
　
生
活
や
願
望
に
共
感
と
愛
情
を
も
っ
て
移
入
す
る
こ
と
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
高
次
の
形
式
の
幸
福
が
価
値
の
非
個
人
的
な
諸
形

　
　
式
に
属
す
る
と
い
う
認
定
は
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
P
こ
の
認
定
は
墨
黒
の
幸
福
の
形
式
と
非
個
人
的
な
下
値
づ
け
の
態
度

　
　
の
あ
い
だ
の
「
精
神
の
類
縁
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
鑑
賞
は
価
値
づ
け
の
形
式
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
鑑
賞
は
賞
嘆
の
対
象
の
実

　
　
在
性
や
真
理
性
に
は
無
関
心
で
あ
り
、
価
値
づ
け
の
方
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
（
価
値
づ
け
が
「
生
（
現
存
）
へ
の
愛
」
（
．
Φ
孝

　
　
韓
Φ
嵩
。
①
山
。
〈
①
、
）
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
正
し
い
）
。
し
か
し
美
的
な
鑑
賞
は
精
神
か
ら
言
う
と
非
個
人
的
な
巡
礼
づ
け
に
近
い
。
な
ぜ
な
ら

　
　
鑑
賞
が
そ
の
対
象
に
関
心
を
も
つ
の
は
た
だ
対
象
の
特
性
が
は
っ
き
り
示
さ
れ
、
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
限
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ

71
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が
或
る
特
性
よ
り
む
し
ろ
他
の
特
性
を
も
つ
と
い
う
限
り
に
お
い
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
美
的
な
興
味
は
そ
の
題
材
に
関
し
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て
一
種
の
公
平
さ
、
い
わ
ゆ
る
「
踵
離
」
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
「
距
離
」
が
道
徳
的
な
も
の
と
不
道
徳
な
も
の
、
真
な
る
も
の
と
偽
な

　
　
る
も
の
、
本
能
的
に
心
に
訴
え
る
も
の
と
そ
の
逆
の
も
の
と
を
、
同
じ
水
準
に
お
く
の
で
あ
る
。
こ
の
公
平
さ
は
個
人
的
な
興
味
の
対
象

　
　
に
関
し
て
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
の
も
つ
公
平
さ
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
岡
様
に
、
科
学
的
な
興
味
も
価
値
づ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
な
る
ほ
ど
科
学
的
興
味
は
対
象
の
実
在
性
や
真
理
性
に
関
心
を
も

　
　
ち
、
ま
た
そ
れ
が
確
実
で
な
い
と
き
は
「
可
能
な
」
真
理
性
と
実
在
性
と
に
関
心
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
対
象
の
内
容
に
は
何
の
関
心
も
も

　
　
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
存
在
す
る
も
の
、
真
な
る
も
の
は
、
何
で
あ
っ
て
も
科
学
者
に
と
っ
て
は
等
し
く
興
味
を
引
く
も
の
で
あ
る
が
、

　
　
こ
の
こ
と
は
価
値
づ
け
の
場
合
に
は
（
個
入
的
・
非
個
人
的
の
別
に
関
せ
ず
）
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
（
科
学
者
も
も
ち
ろ
ん
或
る
事
実
に

　
　
他
の
事
実
よ
り
も
興
味
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
事
実
や
真
理
の
体
系
に
お
け
る
そ
の
如
実
の
論
理
上
の
地
位
の
た
め
で
あ
っ
て
、

　
　
そ
の
箏
実
の
特
殊
な
内
容
を
科
学
者
が
愛
す
る
か
ら
で
は
な
い
。
）
し
か
し
な
が
ら
科
学
上
の
興
味
も
、
事
実
や
証
拠
や
他
に
と
る
べ
き

　
　
可
能
性
に
関
し
て
盛
る
公
平
さ
を
も
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
個
々
の
個
人
的
興
味
に
関
す
る
非
佃
人
的
な
価
値
づ
け
の
も
つ
公
平
さ
と
類
比

　
　
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
或
る
種
の
跳
鼠
人
性
が
他
の
総
量
人
性
の
尊
重
に
カ
を
か
す
と
い
う
必
然
的
な
傾
向
が
存
在
す
る
。

　
　
　
同
様
に
、
　
一
方
他
人
に
対
す
る
本
能
的
な
「
感
情
的
な
」
共
感
と
愛
情
と
、
他
方
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
と
の
あ
い
だ
に
は
、
精
神
の

　
　
類
縁
が
存
す
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
類
縁
の
ゆ
え
に
共
感
や
愛
情
は
、
反
省
を
含
ま
ず
ま
た
お
そ
ら
く
そ
の
適
用
範
囲
は
㈱
…
限
さ
れ
て
い

　
　
る
に
し
て
も
（
「
他
愛
は
拡
大
さ
れ
た
自
愛
で
あ
る
」
な
ど
と
計
わ
れ
る
）
、
し
か
し
結
局
は
非
個
人
的
な
価
値
づ
け
の
態
度
か
ら
も
是
認

　
　
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
の
態
度
も
歳
入
的
自
我
の
超
越
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
感
情
的
な
超
越
は
、
感
情
的
で
な
い
超
越
よ
り
も
強

　
　
く
・
純
粋
な
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
あ
る
。
従
っ
て
感
憐
的
な
超
越
は
、
感
清
的
で
な
い
超
越
に
よ
っ
て
も
良
し
と
せ
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
か
く
て
最
も
高
い
も
の
に
数
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
徳
あ
る
い
は
道
徳
的
な
善
と
い
う
非
個
人
的
な
億
値
を
演
繹
す
る
試
み
を
し
よ
う
。
こ
の
価
値
は
非
個
人
的
な
懸
値
あ
り
と
見
な



　
　
さ
れ
る
も
の
に
向
い
、
あ
る
い
は
非
個
人
的
に
反
価
値
的
と
言
な
さ
れ
る
も
の
か
ら
離
れ
る
と
こ
ろ
の
、
意
志
な
い
し
自
発
的
濡
動
の
も

　
　
っ
価
値
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
道
徳
的
価
値
は
非
礼
人
的
に
価
値
が
あ
る
も
の
を
求
め
非
個
人
的
に
反
価
値
的
な
も
の
に
反
擁
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
、
意
識
的
・
活
動
的
な
熱
意
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
道
徳
的
価
値
が
価
値
の
唯
一
の
形
式
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
無
条
件
的
に
価
値

　
　
あ
り
と
さ
れ
る
唯
一
の
も
の
で
す
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
道
徳
的
価
値
は
、
そ
れ
以
外
に
他
の
非
個
人
的
な
価
値
と

　
　
六
礼
値
と
を
予
想
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
以
外
に
は
何
も
求
め
な
い
と
す
れ
ば
空
虚
な
悪
循
環
に
お
ち
い
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
こ

　
　
れ
は
道
徳
的
書
芸
は
価
値
の
独
立
な
形
式
で
は
な
い
と
か
、
道
徳
的
価
値
の
大
き
さ
は
そ
れ
が
囲
標
と
し
た
り
達
成
し
た
り
す
る
非
道
徳

　
　
的
価
値
と
た
だ
単
純
な
関
係
に
立
つ
だ
け
だ
、
と
か
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
善
を
求
め
る
熱
意
は
た
と
え
求
め
る
善
を
達

　
　
成
で
き
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
の
程
度
だ
け
成
就
す
る
と
き
で
も
、
や
は
り
善
で
あ
り
う
る
。
ま
た
目
ざ
し
・
達
成
す
る
結
果
が
、

　
　
も
っ
と
深
い
反
省
の
立
場
か
ら
す
る
と
本
当
は
少
し
も
善
く
な
く
と
も
、
善
を
求
め
る
熱
意
は
善
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
道

　
　
徳
的
価
値
を
、
ひ
と
が
善
へ
の
寄
与
に
お
い
て
行
な
う
努
力
、
あ
る
い
は
も
し
求
め
ら
れ
れ
ば
行
な
う
で
あ
ろ
う
努
力
の
程
度
に
よ
っ
て

　
　
測
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
本
当
に
善
い
も
の
よ
り
む
し
ろ
そ
の
ひ
と
が
善
い
と
思
う
も
の
を
求
め
る
熱
意
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

　
　
　
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
非
命
人
的
な
価
値
づ
け
の
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
個
人
的
に
欲
求
す
る
と
き
、

　
　
わ
れ
わ
れ
は
当
然
、
X
に
対
し
て
効
果
的
に
向
け
ら
れ
る
意
識
的
な
因
果
性
、
も
し
く
は
意
志
を
欲
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
か

　
　
え
る
と
億
値
に
向
か
う
意
志
は
と
り
わ
け
意
志
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
価
値
は
独
立
し
て
追
求
さ
る
べ
き
で
は
な

　
　
く
て
単
に
他
の
価
値
の
追
求
に
「
乗
っ
か
っ
て
」
到
来
す
る
の
だ
と
い
う
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
見
解
は
是
認
で
き
な
い
。
道
徳
的
価
値
が
そ
の

　
　
内
容
と
し
て
要
求
す
る
よ
う
な
非
道
徳
的
な
価
値
を
わ
れ
わ
れ
が
、
改
め
て
利
害
を
こ
え
て
追
求
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
道

　
　
徳
的
価
値
を
そ
れ
自
体
の
た
め
に
追
求
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
し
、
じ
じ
つ
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
道
徳
的
価
値
を
至
上
の
、
ま
た
は
唯
一
の
価
値
と
見
な
し
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
す
べ
て
の
価
値
の
必
要
条
件
と
見
な
し

7
3
．
た
り
す
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

10　
　
　
　
　
　
価
値
理
論
の
諸
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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四
　
義
務
と
良
心
の
諸
問
題

　
価
値
と
反
価
値
の
主
な
項
目
を
枚
挙
す
る
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
実
践
上
の
状
況
に
お
い
て
、
ど
の
価
値
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
ど
の

反
価
値
の
実
現
を
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
実
践
上
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
興
る
無
値
の
実
現
は
他
の
価
値
の

実
現
と
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
し
、
尽
る
反
価
値
を
除
い
た
り
避
け
た
り
す
る
こ
と
が
他
の
反
価
値
を
そ
う
す
る
こ
と
と
、
あ
る
い
は
或
る

価
値
の
実
現
が
認
る
反
建
玉
の
回
避
と
、
衝
突
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
実
践
上
の
情
況
に
お
い
て
ど
ち
ら
の
実
現
ま
た
は
除
去
が

優
先
す
べ
き
か
を
決
め
る
こ
と
は
、
実
践
上
の
決
定
の
問
題
で
あ
っ
て
、
価
値
と
反
価
値
の
諸
項
目
の
枚
挙
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
上
の
決
定
の
聞
継
は
何
か
単
純
・
一
般
的
・
標
準
的
な
手
続
き
、
と
り
わ
け
量
的
な
手
続
き
に
よ
っ
て
は
鰐

か
れ
え
な
い
の
だ
、
と
は
主
張
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
価
値
と
反
価
値
の
さ
ま
ざ
ま
な
項
目
は
、
相
互
に
代
用
可
能
・
交
換

可
能
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戸
々
の
価
値
ま
た
は
反
価
値
の
項
目
に
対
し
て
、
異
っ
た
事
例
あ
る
い
は
事
例
の
種
類
が
見
分
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

が
、
こ
れ
は
種
々
の
事
例
は
、
単
に
よ
り
多
く
ま
た
は
よ
り
少
な
く
価
値
が
あ
る
と
か
反
価
値
的
だ
と
か
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
異

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
た
仕
方
ま
た
は
意
味
に
お
い
て
価
値
が
あ
り
あ
る
い
は
反
価
値
的
で
あ
る
と
い
う
い
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
伝
統
的
な
形
の
快
楽
主

義
的
計
算
に
せ
よ
、
も
っ
と
精
巧
な
現
代
的
な
形
の
価
値
計
算
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
計
算
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
除
外
し
て
し
ま
う
。
価

値
の
異
っ
た
事
例
は
も
し
そ
れ
ら
が
異
っ
た
種
類
の
事
例
で
あ
る
な
ら
、
単
純
に
等
価
と
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
こ
れ
だ
け

の
満
足
が
こ
れ
だ
け
の
知
識
、
徳
、
等
々
に
値
す
る
な
ど
と
書
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
岡
じ
種
類
の
価
値
の
事
例
で
さ
え
も
互
い
に
交
換

可
能
な
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
そ
れ
ら
が
異
っ
た
人
び
と
の
も
の
で
あ
る
と
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
ま
た
価
値
を
反
価
値
の
欠
如
と
、
反

価
値
を
価
値
の
欠
如
と
同
等
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
衝
突
を
含
む
情
況
に
あ
っ
て
賢
い
ひ
と
が
選
ぶ
と
こ
ろ
で
あ
る

よ
う
な
、
実
践
上
の
最
善
と
い
う
も
の
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
価
値
か
ら
反
緬
値
を
ひ
い
た
可
能
な
最
大
の
剰
余
と
か
、
そ
の

他
ど
ん
な
量
的
な
概
念
と
も
岡
一
視
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。



　
　
　
価
値
と
反
価
値
は
感
情
に
対
す
る
規
範
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ず
っ
と
狭
い
範
囲
の
事
例
に
お
い
て
は
、
欲
求
と
行
為

　
　
に
対
す
る
規
範
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
力
動
的
な
命
令
も
し
く
は
義
務
（
．
o
自
α
q
ぼ
の
、
）
で
あ
る
。
す
べ
て
の
価
値
に
対
し
て
そ

　
　
の
実
現
を
命
令
す
る
「
義
務
」
が
（
反
価
値
の
場
合
に
は
そ
れ
を
実
現
せ
ね
よ
う
わ
れ
わ
れ
に
警
告
す
る
「
義
務
」
が
）
存
在
す
る
。
た

　
　
だ
し
こ
の
こ
と
が
実
行
可
能
で
、
他
の
要
素
が
等
し
い
と
い
う
条
件
が
要
る
。
だ
が
こ
う
し
た
命
令
ま
た
は
義
務
は
抽
象
的
で
条
件
的
で

　
　
あ
っ
て
、
他
の
価
値
や
反
価
値
か
ら
発
す
る
他
の
義
務
に
よ
っ
て
無
効
に
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
義
務
と
命
令
と
の

　
　
あ
い
だ
に
深
い
二
元
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
さ
と
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
一
一
元
性
は
積
極
的
な
欲
求
と
・
嫌
悪
と
の
二
元
性
、
あ

　
　
る
い
は
価
値
と
反
価
値
の
二
元
性
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
若
干
の
義
務
は
わ
れ
わ
れ
を
善
の
方
向
へ
積
極
的
に
引
っ
ぱ
る
が
、
他

　
　
の
義
務
は
わ
れ
わ
れ
を
恐
れ
さ
せ
、
ま
た
は
警
告
し
て
、
悪
の
可
能
性
か
ら
引
離
す
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
で
み
と
め
て
い
る
厳
密
な

　
　
い
み
の
…
義
務
、
絶
対
善
（
む
し
ろ
悪
と
い
っ
て
よ
い
）
の
規
則
は
、
積
極
的
な
形
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
で
も
、
実
は
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
れ
わ
れ
に
悪
い
も
の
ご
と
か
ら
離
れ
よ
と
警
告
す
る
抑
止
の
（
旨
言
舞
。
蔓
）
命
令
で
あ
っ
て
、
奨
め
の
（
ゲ
。
雷
ε
蔓
）
命
令
と
呼
ん
で
よ

　
　
い
よ
う
な
他
の
命
令
法
は
、
こ
の
範
疇
に
入
ら
な
い
。
奨
め
の
命
令
は
義
務
の
う
ち
に
入
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
奨
め
の

　
　
命
令
は
わ
れ
わ
れ
を
善
へ
と
動
か
す
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
命
令
を
遂
行
す
る
こ
と
は
道
徳
的

　
　
に
善
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
遂
行
し
な
い
こ
と
が
道
徳
的
に
悪
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
抑
止
の
命
令
と
奨
め
の
命
令
と
の
基
本
的

　
　
な
区
携
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
結
果
で
き
た
体
系
は
、
正
と
善
の
あ
い
だ
に
深
い
裂
け
目
を
招
き
、
道
徳
哲
学
を
何
か
善
い
結
果

　
　
ま
た
は
園
的
の
上
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
試
み
る
の
は
誤
り
だ
ど
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
他
方
、
他
の
体
系
は
す
べ
て
の
善
い
目
的
の
追

　
　
求
を
厳
密
な
義
務
の
問
題
と
考
え
、
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
状
況
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
最
大
の
量
の
善
を
、
あ
る
い
は
善
か
ら
悪
を
率
い

　
　
た
可
能
な
最
大
の
剰
余
を
実
現
す
る
よ
う
試
み
な
く
て
は
な
ら
ず
、
も
し
そ
う
し
な
い
な
ら
答
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

75

@
こ
う
し
た
誇
張
と
誤
り
が
処
理
さ
れ
た
上
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
抽
象
的
な
命
令
が
、
労
る
い
み
で
（
奨
め
．
抑
止
ま
た
は
そ
の
両
方
と
し
て
）
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@
わ
れ
わ
れ
が
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
な
る
単
一
で
具
体
的
な
命
令
へ
と
統
合
さ
れ
る
た
め
の
原
理
を
論
じ
よ
う
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
下
る
抽
象
的
な
命
令
（
抑
止
で
も
奨
め
で
も
）
に
、
他
の
命
令
に
対
す
る
優
位
を
与
え
る
よ
う
な
諸
原
理
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
を
以

下
で
試
み
よ
う
。
概
し
て
、
抑
止
の
命
令
は
き
び
し
け
れ
ば
き
び
し
い
ほ
ど
、
す
べ
て
の
奨
め
の
命
令
に
対
し
て
実
践
上
の
優
位
を
占
め

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
警
告
と
い
う
性
質
と
ゆ
ゆ
し
い
悪
と
の
つ
な
が
り
の
両
方
の
理
由
か
ら
で
あ
る
が
、
の
み
な
ら
ず
、
大
抵
の

奨
め
の
命
令
を
遂
行
す
る
こ
と
の
可
能
性
が
こ
う
し
た
抑
止
の
命
令
の
遂
行
を
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。
絶
対
的
な
悲
惨
や
危
険

の
雰
囲
気
の
う
ち
で
、
あ
る
い
は
他
人
の
悲
惨
と
危
険
を
抑
罪
し
て
や
れ
る
の
に
そ
れ
に
無
頓
着
に
、
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
高
い
善
を
追
求

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
そ
う
い
う
無
頓
着
は
め
ざ
す
善
の
本
質
と
調
和
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
し
か
し
一
般
に
抑
止
の
命
令
に
、
奨
め

の
命
令
に
対
す
る
一
様
な
優
位
を
与
え
る
よ
う
な
原
理
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
置
去
の
命
令
は
で
き
る
か
ぎ
り
大
ざ
っ
ぱ
な
、
平

等
な
扱
い
方
で
、
ど
ち
ら
も
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
悪
が
す
っ
か
り
取
り
除
か
れ
る
ま
で
す
べ
て
の
善
の
実
現
を

延
期
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
行
為
を
支
配
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
抑
止
的
な
命
令
に
関
し
て
言
う
と
、
最
も
重
要
な
も
の
は
、
苦
痛
、
と
り
わ
け
重
い
・
不
具
を
招
く
よ

う
な
苦
痛
の
原
因
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
警
告
し
て
遠
ざ
け
る
よ
う
な
命
令
で
あ
る
。
最
も
ひ
ど
い
苦
痛
の
も
つ
主
要
な
悪
は
、
わ
れ
わ
れ
が

そ
れ
を
大
へ
ん
嫌
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
つ
き
ま
と
い
、
不
具
に
し
、
わ
れ
わ
れ
と
そ
の
高
次
の
活
動
の
可

能
性
と
を
決
定
的
に
破
壊
し
て
し
ま
う
点
で
あ
る
。
苦
痛
を
し
り
ぞ
け
よ
と
い
う
命
令
は
幸
福
の
増
大
を
命
ず
る
ど
ん
な
命
令
よ
り
も
切

迫
し
た
命
令
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
文
句
な
し
に
さ
し
お
か
れ
て
よ
い
の
は
、
た
だ
一
層
重
い
苦
痛
に
か
ん
す
る
抑
止
の
命
令
が
与
え
ら
れ

る
場
合
の
み
で
あ
る
。

　
し
か
し
日
常
の
生
活
で
の
抑
止
の
命
令
は
大
抵
、
正
義
ま
た
は
人
び
と
の
当
然
の
権
利
に
対
す
る
尊
敬
、
の
侵
害
に
関
係
し
て
い
る
。

正
義
の
価
値
は
、
高
次
の
非
個
人
的
な
価
値
が
さ
ま
ざ
ま
な
第
一
次
の
価
値
の
問
に
自
由
に
代
用
が
で
き
な
い
と
い
う
点
か
ら
生
ず
る
い



ま
ひ
と
つ
の
場
合
で
あ
る
。
自
覚
的
な
人
び
と
は
書
わ
ば
切
り
離
さ
れ
た
「
世
界
」
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
自
身
の
存
在
と
価
値
の
、
限
界

の
な
い
地
平
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
露
覚
的
な
存
在
の
幸
福
や
不
幸
の
適
正
な
「
集
結
」
や
単
な
る
総
和
は
あ
り
え
な
い

し
、
　
一
方
を
犠
牲
に
し
て
他
方
を
買
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
人
び
と
の
個
別
性
を
乗
り
こ
え
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
幸

福
・
機
会
・
便
宜
・
私
有
財
産
に
対
す
る
、
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利
の
す
べ
て
や
、
ま
た
多
く
の
情
況
に
お
け
る
他
入
の
誠
実

と
助
力
へ
の
信
頼
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
正
義
が
、
約
束
を
守
る
こ
と
と
か
真
実
を
語
る
こ
と
な
ど
の
裏
に
あ
る
こ
と
は
十
分

な
理
由
を
も
っ
て
主
張
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
正
義
に
関
す
る
命
令
は
奨
め
よ
り
む
し
ろ
抑
止
の
命
令
で
あ
る
。
正
義
が
追
求
さ
れ

る
べ
き
善
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
不
正
が
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
悪
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
そ
れ
懲
体
が
大
き
な
・
積
概
的
な
善

で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
儒
人
的
な
善
を
可
能
に
す
る
前
提
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
正
し
い
こ
と
の
追
求
は
、
と
り

わ
け
、
む
ず
か
し
い
情
況
に
あ
っ
て
は
大
き
な
道
徳
的
緬
値
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
。

　
奨
め
の
命
令
に
関
し
て
書
う
と
、
こ
れ
は
幸
福
・
美
の
享
受
。
知
識
。
個
人
的
な
愛
情
お
よ
び
高
次
の
非
義
務
的
な
形
の
徳
の
養
成
と

い
っ
た
大
き
な
積
極
的
な
善
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
分
野
で
は
こ
う
し
た
高
次
の
積
極
的
な
善
が
互
に
代
絹
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
う
し
た
善
の
あ
い
だ
に
止
る
種
の
大
ざ
っ
ぱ
な
釣
合
を
保
つ
こ
と
、
そ
し
て
不
均
衡
の
状
応
に
お
い
て
は
そ
の
無
視
さ

れ
・
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
の
少
か
っ
た
善
を
特
に
と
り
あ
げ
て
実
現
す
る
こ
と
を
（
奨
め
と
し
て
）
命
令
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
独
創

性
を
も
つ
人
格
に
よ
っ
て
常
に
実
現
さ
れ
て
い
る
命
令
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
奨
め
と
し
て
も
抑
止
と
し
て
も
、
善
を
無
制
限
に
増
加
す

る
義
務
は
な
い
。
多
分
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し
な
い
定
心
的
な
義
務
さ
え
も
っ
て
い
る
。
　
（
経
済
学
で
い
う
生
産
の
増
大
が
価
格
を
下
げ

る
効
果
と
比
較
せ
よ
。
）

　
　
　
以
上
に
示
さ
れ
た
要
急
の
概
蓑
の
最
終
的
な
展
開
、
細
か
な
実
践
上
の
事
例
へ
の
そ
の
応
用
は
、
良
心
的
で
責
任
を
負
う
欄
人
の
決
断

77

@
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
非
燗
人
的
で
一
般
的
な
原
理
は
、
す
べ
て
の
実
践
上
の
選
択
に
お
い
て
ど
の
価
値
ま
た
は
反
価
値
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@
が
ど
れ
よ
り
も
選
ば
れ
る
べ
き
か
を
心
々
的
な
細
部
に
わ
た
っ
て
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
答
え
を
見
出
し
え
な

　
　
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
お
よ
そ
答
え
と
い
う
も
の
が
存
在
せ
ず
、
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
、
　
「
問
題
を
個
入
の
決
定
に
ゆ
だ

　
　
ね
る
」
こ
と
は
非
個
人
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
放
棄
を
い
み
す
る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
の
決
定
は
非
個
人
的
な
価
値
と
命
令
の
枠
組
の
う

　
　
ち
で
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
細
心
に
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
決
定
が
な
さ
れ
た

　
　
と
き
に
は
、
そ
の
決
定
は
自
由
な
個
人
の
良
心
的
で
責
任
あ
る
決
定
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
非
個
入
的
な
保
証
を
得
る
の
で
あ
る
。
す
べ

　
　
て
の
ひ
と
び
と
が
そ
の
決
定
を
問
題
の
個
入
に
と
っ
て
妥
当
な
も
の
と
み
と
め
る
。
な
ぜ
な
ら
か
れ
が
そ
れ
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　

あ
　
　
ヘ
　
　

へ

　
　
し
て
か
れ
に
と
っ
て
妥
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
す
べ
て
の
ひ
と
に
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
ち
ょ
う
ど
個
人
的
な
好
み
の
対
象
が
、
非

　
　
個
人
的
に
も
好
ま
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
ま
ず
個
人
的
に
好
ま
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
の
と
起
様
で
あ
る
）
。
そ
れ
ゆ
え
道
徳
は

　
　
窮
極
的
に
は
ひ
と
つ
の
芸
術
で
あ
る
。
し
か
も
芸
術
で
は
あ
る
が
非
個
人
的
な
揚
導
原
理
を
欠
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
君
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
哲
学
専
攻
〕
博
士
課
程
学
生
）

　
　
　
　
（
追
記
　
こ
こ
に
訳
出
さ
れ
た
フ
ィ
ン
ド
レ
…
教
授
の
論
文
は
、
昨
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
ご
十
八
日
に
か
け
て
五
回
に
わ
た
っ
て
、
京
都
大
学
文

　
　
　
　
学
部
に
お
い
て
な
さ
れ
た
講
義
の
、
教
授
臨
身
の
手
に
な
る
要
量
で
あ
る
。
）



THE　i　UOTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Theα‘励Zθげsuch　an　articleαS　aPPeaブ5勿m・re　tんan・・le　number（ゾ砺5

magaxine　is　t・うθ9勿θπt・gether厩彦ん伽last　instalm・nt　・f彦ん8　article・

Some　Problems　of　Value　Theery

b“　J。　N噛　Findlεしy

　　The　article　by　Pro｛essor　Findlay　is　a　Japanese　translation　6f　a　r6sume　in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

English　of　five　lecture＄，　given　at．1〈yoto，，University　in　September，　i964．　The

r6sum6　was　written．by’．Prpfe＄sor／／’Findlay・／，a．nd’．distributed’to　the　audience．

We　may　quote　here　its　・first　and！／’se．　，¢Qn．d／parqgraphs．tp　show　what　it　is　abottt．

　　“The　aim　of　the　lectures．　is，・・to，’consider，，what　procedures　and　claims　are

involved　in　the　enterprise　of　constructing／，a／copapyehensive　paap　of・values　and

disvalues　tltat　can　be　regarded　as・・haviAg，／．some”1＄，brt　of　intersubjective’validity

or　’モ盾№?ｎｃｙ，　and　also，　secondly，　to　go　some・／way　in　construeting　such’　a　map，

in　actually　expounding　an　axiology・or．　system’of”intersubjective　values．　ltS

aim　may　therefore　be　sai’d　to　be　both・・axiological　’a’nd　meta－axidlogical　（ot

reflective　upon　axiology）．　lt　works・’on．i　the’assumptibn　that　these　two

enterprises　（developing　an　axiology　and・．investigating　its　foundationS）　are

inseparable．　ln　this　respect　the　lectures’　are　not　representative　of　contemporary

Btitish…thought，　which　treats　ethics　from　’a　reso｝utely　meta－ethical　．point　of

vieWl　’and　which　considers　that　the　nature’of／ethical　discourse，　or　of　value－

discourse　in　general，　can　be　ana｝Ysed　without　’eohsidering　the　specific　filling

that　is　given　to　it　or　the　concrete　judgements　in　which　it　issues．　On　the

prevailing　British　（and　also　American）　view，　ethical　discourse　is　a　1〈ind　of

discourse　in　which　we　try　to　impose　certain　emotional　or　practical　attitudes

on　everyone，　ourselves　included一　‘1　lil〈e　this，　do　so　also’　一what　particular

1



objects　or　contents　we　prescribe　for　sueh　l　attitudeS’　1S”a’Mattet　fot　the　’indi－

vidual　or　for　the　society　to　decide．　Such　decisions　will　diffet　from　one　man

or　society　to　another，　and　are　not　matters　for　the　phi｝osopher　to　investlgate．

Thus　the　whole　question　of　the　norms　of　right　conduct　or　the　ends　of　living

ceases　to　be　a　philosophical　issue，　and　becomes　a　matter　exclusively　£or

preachers，　politician＄　etc．　to　pronounce　upon．

　　As　opposed　to　this’　view　the　posit20n　of　the　1ectures　is　that　the　very　nature

of　value－discourse　and　the　typical　procedures　it　follows　are　such　as　to　entail

the　valldity　of　certain　very　fundamental　value－judgements　and　tp　invalidate

others：we　cannot，　in　other　words，　enter　deeply　into　the　outward　pattern　of

our　value－judgements　without　also　becoming　commited　as　to　their　matter．

Value－discourse，　in　short，　presupposes　a　hlghly　general　pattern　of　values，

from　whlch，　as　from　a　mustardseed．　a11　significant　impersonal　valuations　can

be　shown　to　spring．　The　question　as　to　how　there　can　be　any　such　thing

as　impersonal　validity　or　invalidity　in　the　basically　affect1ve，　personal　sphere

of　values　is　of　course　profoundiy　difficult，　but　we　must　not　reject　the　poss1一

bility　of　such　validity　or　invalidity　merely　because　its　existence　ra1ses　proble－

ms．　（c£　Kant：　‘How　ls　pure　mathematics　possible？’）　The　enterprise　of

constructing　ordered　maps　of　value　has　led　to　much　disagreement，　but　also

to　developing　agreement　on　many　polnts：　it　is　a　nebulous　and　inexact，　but

by　no　means　wholly　nebulous　and　inexace　inquiry，　and　noe　less　importaRt

because　it　is　nebulous．　Many　d1sagreements　regarding　values　are，　moreover，

due　to　｝ogical　mistakes，　e．g．　the　belief　that　values　cannot　lie　ln　opposed

directions　and　be　practically　incompat1ble，　the　be！ief　that　va｝ues　｛ail　iRto　a

single　dimension　etc．．　Once　these　logical　errors　have　been　cleared　up，　much

greater　agreement　may　be　achievable．　Our　aim　is　to　evaluate　and　cxiticize

the　whole　enterprise　of　value－mapping，　and　in　the．　light　of　such・　criticism

and　evaluation　to　develop　it　in　a　more　satisfactory　manner．”
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