
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念

神
野
慧
　
一
郎

隔

　
　
　
道
徳
の
諸
観
念
の
理
論
化
、
体
系
化
に
お
い
て
、
効
用
9
霞
受
と
い
う
観
念
は
ど
う
い
う
位
概
に
あ
り
、
い
か
な
る
は
た
ら
き
を
す

　
　
る
か
を
論
ず
る
の
が
、
こ
の
試
み
の
旨
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
わ
れ
わ
れ
の
層
差
す
と
こ
ろ
は
、
　
一
つ
の
倫
理
学
説
を
提
出
す

　
・
る
こ
と
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
行
な
う
の
は
、
倫
理
学
の
理
論
に
つ
い
て
の
合
理
的
な
議
論
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
メ
タ
倫
理
的

　
　
ヨ
①
壁
あ
直
属
既
な
課
題
を
果
た
す
た
め
に
さ
し
盗
り
必
要
な
こ
と
は
、
道
徳
の
諸
観
念
を
体
系
化
し
理
論
を
形
成
す
る
場
合
の
方
法
論
的

　
　
原
則
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
合
理
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
た
倫
理
学
の
方
法
論
鍋
原
劉
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
、
理
論
と
い
う
も
の
は
何
等
か
の
意
味
で
客
観
性
を
も
つ
と
考
え
る
。
し
か
る
に
理
論
の
客
観
性
は
一
種
の
問
主
観
性
の

　
　
満
足
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
理
論
の
客
観
性
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
理
論
そ
の
も
の
の
客
観
性
と
い
う
よ
り
N

　
　
む
し
ろ
理
論
を
建
設
す
る
場
合
に
認
め
前
提
す
る
基
本
的
事
実
の
客
観
性
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
理
論
は
と
に
か
く
そ
う
い
う

　
　
事
実
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
論
の
客
観
性
が
聞
主
観
性
に
よ
っ
て
麦
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
論
は
社
会
的
と
い

　
　
う
性
格
を
も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
道
徳
的
諸
観
念
の
理
論
化
、
す
な
わ
ち
、
倫
理
学
は
、
理
論
と
い
う
　
つ
の
粒
会
的
な

　
　
（
星
）

　
　
機
構
ぎ
ω
無
¢
甑
。
昌
を
論
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
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倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
理
論
は
一
つ
の
社
会
的
機
構
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
　
一
方
に
お
い
て
道
徳
性
や
倫
理
学
を
心
理
学
に
還
元
し
よ
う
と
い
う
自
然
主
義

的
な
試
み
を
斥
け
て
い
る
が
、
他
方
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
社
会
の
機
構
に
眠
る
種
の
責
任
を
何
ら
か
の
程
度
負
う
べ
き
で
あ

る
と
い
う
立
場
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
心
理
主
義
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
社
会
は
そ
の
成
員
の
「
入
性
」

ぴ
g
ヨ
鑓
昌
昌
舞
霞
Φ
に
依
存
す
る
こ
と
と
な
り
、
本
性
づ
簿
鶏
Φ
の
意
味
の
多
義
に
応
じ
て
、
社
会
の
規
範
や
法
は
、
神
の
意
志
で
あ
っ
た

り
自
然
の
法
劉
で
あ
っ
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
三
会
の
規
範
や
法
は
、
人
間
が
決
定
し
た
り
変
更
を
加

え
た
り
し
う
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
社
会
的
機
構
と
呼
ば
れ
農
然
の
機
構
と
区
別
さ
れ
る
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

人
々
に
よ
っ
て
変
更
を
加
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
筈
で
あ
る
。

　
ポ
パ
！
は
、
社
会
機
構
と
個
人
の
問
に
責
任
と
い
う
観
念
を
介
在
さ
せ
、
こ
れ
を
合
理
主
義
で
囲
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
彼
の
合
理

主
義
は
、
批
判
の
自
由
を
守
る
よ
う
な
機
構
を
支
持
す
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
責
務
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
○
．
ω
●
騨
く
。
ピ
ポ

。
冨
や
ド
ρ
ぞ
蒸
。
｝
◎
卜
。
”
。
匿
唱
』
野
旨
》
①
け
。
）
。
す
な
わ
ち
、
ポ
パ
ー
の
立
場
は
社
会
に
対
す
る
個
人
の
責
任
を
積
極
的
に
認
め
る
の
で
あ
る
。

今
の
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
し
か
し
、
責
任
の
観
念
の
可
能
を
樹
立
す
る
た
め
に
意
志
の
自
由
を
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
。
倫
理
学
に
お

け
る
合
理
的
な
態
度
を
可
能
な
ら
し
め
る
い
く
つ
か
の
方
法
論
的
原
期
を
と
り
出
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
原
翔
の
理
由
づ
け
を
行
な
う
こ

と
で
あ
る
。

　
扱
、
理
論
を
社
会
機
構
の
一
種
と
考
え
る
ポ
パ
ー
の
立
場
は
、
他
面
ま
た
、
彼
の
事
実
と
価
値
の
二
元
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
社
会
的

規
範
は
事
実
に
還
元
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
主
張
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
関
係
の
あ
る
表
現
に
直
し
て
い
え
ば
、
社
会

的
規
範
は
わ
れ
わ
れ
が
変
更
を
加
え
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
は
も
ち
ろ
ん
必
ず
し
も
価
値
を
論
ず
る
も
の
で
も
、

ま
た
価
値
判
断
を
行
な
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
価
値
の
観
念
か
ら
自
由
に
な
る
と
こ
ろ
に
科
学
の
客
観
性
は
求
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
う
い
う
性
格
の
理
論
を
選
ぶ
か
と
い
う
身
舎
に
は
価
値
判
断
が
介
入
す
る
。
た
と
え
ば
、
わ

れ
わ
れ
は
、
矛
盾
律
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
理
論
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
採
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。



　
　
す
く
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
が
合
理
的
な
議
論
を
続
け
よ
う
と
考
え
て
い
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
理
論
を
受
け
入
れ
な
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
合
理
的
批
判
的
な
論
議
を
行
な
う
こ
と
を
基
本
的
な
要
求
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ポ
パ
ー
の
事
実
と
価

　
　
値
の
二
元
論
は
、
逆
に
彼
の
合
理
主
義
、
す
な
わ
ち
、
批
判
的
合
理
主
義
が
必
然
的
に
要
講
ず
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の

　
　
合
理
主
義
が
わ
れ
わ
れ
に
批
判
の
禽
由
を
保
証
し
、
機
構
の
変
更
の
自
由
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
に
い
う
合
理
主
義
は
経
験
論
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
代
的
な
意
昧
で
の
合
理
主
義
を

　
　
ポ
パ
ー
は
更
に
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
全
包
括
的
合
理
主
義
o
O
彰
嘆
Φ
｝
お
霧
ぞ
。
謎
甑
9
帥
｝
δ
日
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
批
判

　
　
的
合
理
主
義
。
葺
8
p
。
一
睡
瓢
9
遠
野
日
で
あ
る
。
ポ
パ
…
は
前
者
を
そ
れ
自
体
不
丁
合
と
し
て
驚
け
、
後
者
を
採
択
し
た
の
で
あ
る
。
「
経

　
　
験
と
議
論
に
よ
っ
て
弁
護
で
き
な
い
も
の
は
何
一
っ
受
け
入
れ
な
い
」
と
い
う
原
期
は
、
そ
れ
屋
体
、
経
験
に
よ
っ
て
も
議
論
に
よ
っ
て

　
　
も
正
当
化
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
武
器
に
よ
っ
て
破
れ
る
。
経
験
か
ら
引
き
出
す
と
す
れ
ば
一
種
の
帰
納
主
義
ぎ
仙
琴
ま
亭

　
　
一
ω
ヨ
を
前
提
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
帰
納
主
義
の
正
当
化
甘
の
無
搾
⇔
瓜
○
嵩
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
正
当
化
の
た
め
に
何

　
　
か
原
理
を
設
定
す
る
の
な
ら
、
そ
の
原
理
の
正
当
化
の
た
め
に
さ
ら
に
高
次
の
原
理
を
必
要
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
原
理
主
義

　
　
に
よ
る
正
当
化
、
す
な
わ
ち
、
原
理
か
ら
の
演
繹
に
よ
る
論
理
的
正
当
化
と
い
う
方
法
は
袋
小
路
に
わ
れ
わ
れ
を
連
れ
込
む
の
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
、
無
批
判
的
合
理
主
義
は
自
己
矛
盾
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
論
理
的
観
点
か
ら
見
て
も
支
持
し
え
な
い
。
無
前
提
か
ら
議
論
を

　
　
出
発
さ
せ
る
と
か
、
非
常
に
小
数
の
前
提
か
ら
出
発
す
る
と
か
い
う
の
は
、
実
は
そ
れ
禽
身
、
非
常
な
前
提
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
合
理
主
義
が
機
能
を
果
た
す
た
め
の
前
提
は
、
合
理
的
態
度
す
な
わ
ち
議
論
と
経
験
に
信
を
置
く
と
い
う
決
定
、
の
先
行
で
あ
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
決
定
す
る
個
人
の
責
任
、
と
い
う
も
の
が
考
慮
の
対
象
に
入
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
理
性
を
信
ず
る
の
は
、
い
わ
ば
、
非
合
理
的
な
信
念
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
明
晰
判
明
な
観
念
は
わ
れ
わ

　
　
れ
を
誤
た
な
い
と
、
敢
え
て
信
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
信
ず
る
意
志
が
彼
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
救
っ
た
の
で
あ
る
。
非
合
理
主
義
の
採

　
　
択
は
論
理
的
に
云
え
ば
、
無
批
判
的
合
理
主
義
を
選
ぶ
よ
り
も
気
合
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
非
合
理
主
義
を
と
ら
ず
、
あ
る

712　
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七



　
　
　
　
　
　
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
八

722　
　
種
の
合
理
主
義
す
な
わ
ち
批
判
的
合
理
主
義
を
と
り
、
非
合
理
的
な
要
素
を
極
小
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
合
理
主
義
を
わ
れ
わ
れ

　
　
の
規
範
と
す
る
の
は
、
決
し
て
良
然
の
成
り
行
き
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
明
晰
判
断
で
疑
い
得
な
い
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
認
識
が
批
判
に
堪
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
翻
心
味
す
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
た
は
そ
れ
か
ら
帰
結
す
る
事
柄
に
対
す
る
反
証
が
今
の
と
こ
ろ
ど
う
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
を
意
味

　
　
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
の
今
の
場
合
に
つ
い
て
解
釈
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
態
度
の
採
択
、
決
定
に
導
い
て
く
れ
る
議
論
が
存
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
決
定
や
決
意
を
す
る
場
合
に
そ
れ
を
「
助

　
　
け
」
て
く
れ
る
議
論
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
の
理
論
の
具
体
的
な
帰
結
を
分
析
す
れ
ば
、
盲
目
的
決
定
と
、
思
慮
を
重
ね
、

　
　
よ
く
見
極
め
た
上
で
の
合
理
的
な
決
定
と
の
差
異
が
あ
ら
わ
に
な
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
倫
理
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
感
情
、
情
熱
、

　
　
愛
に
依
拠
す
る
よ
り
は
理
性
に
基
づ
い
て
行
動
し
た
方
が
災
害
を
も
た
ら
す
こ
と
は
よ
り
す
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
こ
の
負
格
法
津
。
餌
霧
ε
濠
圃
あ
を
基
本
と
し
た
考
察
の
仕
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
原
則
の
み
な
ら
ず
、
　
一
々
の
細
か
な
規
則
や
政
策
の
決
定

　
　
の
際
に
も
有
効
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
後
に
更
に
論
ず
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
み
ず
か
ら
を
律
す
る
に
批
判
的
合
理
主
義
を
採
る
に
は
一
つ
の
決
断
を
要
し
、
、
そ
の
決
意
そ
の
も
の
が
何
よ
り
も
ま
ず
他
人
へ
の
影

　
　
響
を
考
慮
し
て
、
換
書
す
れ
ば
、
倫
理
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
議
論
に
よ
っ
て
所
持
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
記
述
的
、
事
実
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
の
議
論

　
　
の
み
で
は
決
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
に
基
づ
く
道
徳
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
科
学
的
態
度
は
道
徳
的
良
心
に
基
づ
い
て
可
能
に
な

　
　
る
の
で
あ
る
。
ポ
パ
ー
の
述
べ
て
い
る
こ
う
し
た
決
断
の
手
続
き
は
効
用
の
観
念
に
関
係
が
あ
る
が
、
還
元
主
義
や
帰
納
主
義
の
霞
然
主

　
　
義
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
倫
理
上
の
命
題
の
批
判
は
、
負
格
法
を
基
本
と
し
た
議
論
の
型
、
換
上
す
れ
ば
、
巨
的
論
型
轡
①
δ
o
ざ
σ
q
搾
巴

　
　
の
考
察
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
、
と
い
う
の
が
今
わ
れ
わ
れ
が
没
意
を
惹
い
て
お
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
価

　
値
を
事
実
に
還
元
し
よ
う
と
い
う
自
然
主
義
の
一
元
論
は
恐
ら
く
個
人
主
義
の
否
定
と
結
び
つ
き
、
社
会
学
的
に
は
全
体
主
義
へ
、
宇
宙

　
　
論
的
に
は
有
機
体
説
o
H
σ
q
伊
蝕
⑦
諺
や
決
定
論
へ
向
か
う
傾
向
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
こ
と
を
ま
た
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
法
則
㌶
芝
と
い
う
も
の
は
隠
然
法
劉
と
規
範
的
法
に
二
分
さ
る

べ
き
で
あ
る
。
先
に
社
会
機
構
の
議
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
両
者
を
本
性
ま
た
は
本
質
の
観
念
を
媒
介
に
し
て
つ
な
ぐ
べ
き
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
霞
然
法
期
は
厳
格
で
不
変
な
、
酪
然
の
も
っ
て
い
る
規
感
性
を
記
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

　
　
　
　
　
　
（
3
）

味
で
不
変
で
あ
る
が
、
規
範
的
な
法
は
、
或
る
意
味
で
人
間
の
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、
人
類
が
ど
ん
な
法
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
に
は
宿

命
的
な
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
規
範
が
変
更
可
能
だ
と
い
う
の
は
、
　
一
方
で
は
、
規
範
に
薄
し
て
、
霞
然
科
学
の
法
則
と
進
じ
く

批
判
を
掬
え
う
る
こ
と
を
意
味
し
、
他
方
、
規
範
は
諸
事
実
ま
た
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
知
識
だ
け
か
ら
は
導
き
塾
し
た
り
決
定
し
た
り
で

き
ず
、
規
範
の
採
択
に
は
決
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
　
　
つ
の
規
範
が
閉
じ
た
社
会
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、

記
述
的
意
味
だ
け
か
ら
決
ま
る
圃
抄
し
た
も
の
で
は
な
い
。
規
範
性
の
観
念
が
決
意
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
規
範
に

つ
い
て
合
理
的
な
批
覇
が
加
え
ら
れ
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
し
て
ま
た
、
ど
ん
な
規
範
を
採
用
す
る
に
し
て
も
責
任
は
そ
の

規
範
の
採
用
を
決
定
し
た
人
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
決
断
や
規
範
は
事
実
に
還
元
し
尽
く
さ
れ
え
な
い
と
い
う
批
判
的
合
理
主
義
の
主
張
は
、
道
徳
的
な
命
題
を
表
わ
す
言
語
体
系
は
、
事

実
を
記
述
す
る
言
語
体
系
が
持
っ
て
い
な
い
、
ま
た
そ
こ
か
ら
引
き
出
せ
な
い
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
、
と
書
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
事
実
、
　
ヘ
ア
は
規
範
命
題
。
償
σ
q
ぴ
中
鷲
○
℃
o
ω
ぼ
9
回
を
存
在
命
腰
＝
ω
・
箕
○
℃
o
臨
瓢
。
⇔
か
ら
導
入
し
え
な
い
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の

所
見
を
倫
理
学
の
正
統
と
し
、
こ
の
立
場
を
明
瞭
に
述
べ
た
人
の
一
人
と
し
て
ポ
パ
ー
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
嗣
U
■
窯
．
耕
田
　
G
Q
H
）
。

　
し
か
し
勿
論
、
丈
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
成
る
一
つ
の
表
現
に
つ
い
て
叙
述
丈
と
命
令
丈
が
交
換
可
能
な
場
合
が
、
特
に
存
在
命
題
に

つ
い
て
は
あ
り
う
る
故
に
（
。
め
勤
㍉
ヤ
鯵
累
。
〈
こ
巳
①
9
麟
禽
剛
）
2
け
〉
．
ω
ぎ
。
『
↓
7
①
冒
◎
σ
Q
ざ
。
｛
図
蝕
。
奉
＝
）
Φ
。
匿
§
）
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
主
張
は
単
に
丈
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
命
令
、
叙
述
の
区
分
と
完
全
に
相
覆
う
も
の
で
は
な
く
、
意
味
論
的
考
慮
を
含
ん
で
い
る

と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
撮
、
倫
理
学
は
規
範
命
題
を
あ
つ
か
う
も
の
で
あ
り
、
以
上
の
議
論
は
、
倫
理
学
の
理
論
体
系
の
溝
造
を
論
ず
る
際
の
わ
れ
わ
れ
の
方

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
　
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

履2
　
法
論
的
原
則
の
一
つ
と
し
て
、
道
徳
上
の
判
断
は
事
実
に
つ
い
て
の
覇
断
が
持
た
ぬ
も
の
、
す
な
わ
ち
、
規
範
性
鷲
窃
。
周
ぢ
削
岩
受
を
も

　
　
つ
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
規
範
性
は
事
実
ま
た
は
事
実
の
集
合
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
、
を
麦
持
し

　
　
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
は
、
決
断
と
い
う
要
素
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
た
と
え
ば
、
人

　
　
聞
の
平
等
は
、
単
な
る
事
実
な
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
要
求
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
社
会
的
理
想
で
あ
る
べ
き
と
決

　
　
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
第
一
の
原
瑚
と
し
て
倫
理
命
題
を
事
実
命
題
か
ら
区
別
す
る
規
準
を
そ
の
規
範
性
に
お
い
た
。
し
か
し
、
規
範
的
な
言
明

　
　
必
ず
し
も
倫
理
的
な
命
題
で
は
な
い
。
道
徳
上
の
判
断
を
表
わ
す
命
題
が
、
他
の
規
範
的
な
蓋
明
、
た
と
え
ば
単
な
る
命
令
、
か
ら
区
割
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
道
徳
上
の
判
断
は
普
遍
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
単
な
る
命
令
と
は
異
な
る
と
考
え
、
判
断
の
普

　
　
遍
性
は
そ
の
判
断
に
理
由
を
与
え
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
合
理
性
に
よ
っ
て
、
麦
え
ら
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理

　
　
学
の
扱
う
命
題
は
事
実
と
突
き
合
わ
せ
て
検
討
さ
れ
批
判
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
倫
理
学
の
認
知
す
る
他
の
道
徳
的
な
判
断
と
両
立
す

　
　
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ヘ
ア
は
道
徳
の
言
語
の
体
系
の
特
徴
を
論
ず
る
に
当
り
三
つ
の
前
提
を
お
い
た
（
o
h
い
．
窯
∴
司
脅
菊
．
弓
．
心
）
。

　
　
そ
の
第
一
は
こ
の
言
語
は
規
範
性
を
も
つ
こ
と
、
第
二
は
道
徳
上
の
判
断
は
普
遍
化
可
能
で
あ
る
こ
と
、
第
三
は
規
範
的
判
断
の
間
に
論

　
　
理
的
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
道
徳
の
言
語
が
こ
れ
ら
第
二
、
第
三
の
条
件
を
欠
く
な
ら
ば
、
規
範
的
判
断
の
一
つ
と
し
て
の

　
　
道
徳
上
の
判
断
を
合
理
的
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
は
見
易
い
。
ヘ
ア
の
三
つ
の
原
鋼
の
う
ち
第
二
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
徳
の
言
語
の
体
系
の
命
題
ま
た
は
そ
の
諸
顎
が
記
述
的
意
味
を
も
ち
、
意
味
論
的
規
則
。
・
①
田
§
昏
巴
建
8
を
備
え
て
い
る
こ
と
を
要
求

　
　
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
の
も
の
は
構
丈
論
的
な
規
則
薯
葺
餌
。
甑
。
幽
思
δ
の
存
在
を
保
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば

　
　
こ
の
第
二
馬
第
三
の
条
件
は
、
や
は
り
、
批
判
的
合
理
主
義
の
要
求
に
応
じ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
導
く
道
徳
的
命
題
が
合
理
的

　
　
な
も
の
で
あ
り
ま
た
合
理
的
批
判
に
堪
え
う
る
よ
う
に
す
る
も
の
だ
と
解
釈
し
う
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
言
語
が
記
述
的
意
味
を

　
　
も
っ
こ
と
は
、
そ
の
言
語
で
表
現
さ
れ
る
命
題
を
事
実
と
突
き
合
わ
せ
う
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
言
語
体
系
に
論
理
的
操
作
の
規
則
が



存
す
る
こ
と
は
そ
の
体
系
の
命
題
を
討
議
に
か
け
て
批
判
し
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
ヘ
ア
は
規
範
的
な
命
題
に
つ
い
て
も
事
実
命
題
と
同
様
な
論
理
的
操
作
が
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
一
つ
の
丈
章
を
意
味
指
示

句
℃
ぴ
鑓
ω
膏
と
態
度
表
示
句
配
蕊
触
ざ
の
二
つ
に
分
か
つ
こ
と
を
『
道
徳
の
欝
語
』
に
お
い
て
提
案
し
、
滞
る
程
度
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
遂
行
し
た
。
も
し
、
推
論
の
形
式
が
事
実
命
題
に
つ
い
て
も
価
値
命
題
や
命
令
丈
に
つ
い
て
も
共
通
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的

演
繹
推
論
の
機
能
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
以
来
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
は
定
義
に
よ
り
、
論
理
的
に
楽
然
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
前
提
に

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
こ
と
は
結
論
に
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
規
範
的
な
意
味
を
含
ま
ぬ
事
実
命
題
か
ら
規
範
的
命
題
を
演

繹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
第
三
の
原
則
は
第
一
の
原
鰯
を
支
持
す
る
も
の
と
な
る
。

（
1
）
　
機
構
は
彫
る
意
味
に
お
い
て
機
械
と
類
比
き
れ
る
。
機
翼
の
導
入
は
、
道
徳
上
の
諸
々
の
主
張
を
無
駄
や
混
乱
か
ら
ま
ぬ
が
れ
し
め
る
の
み
な

　
ら
ず
、
或
る
場
合
に
は
強
化
す
る
筈
で
あ
る
こ
と
、
機
械
の
長
場
が
入
力
を
遙
に
増
強
す
る
の
と
周
様
で
あ
る
。
　
。
h
幽
丙
■
拶
勺
ε
需
び
○
・
Q
D
・
目
．

　
〈
○
｝
●
押
。
げ
鋤
や
9
や
①
G
◎
1
り

（
2
）
　
た
だ
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
変
更
が
合
理
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
機
構
の
設
立
、
使
嗣
、
変
更
は
、
当
然
、
そ
れ
に
関
連
す
る
事
実
認

　
識
を
極
め
て
必
要
と
す
る
。

（
3
）
　
窩
然
法
難
が
不
変
と
い
う
の
は
、
等
張
の
規
賜
性
は
不
変
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
法
難
の
形
式
や
内
容
に
変
化
、
進
歩
が
な
い
と
い
う
意
味

　
で
は
な
い
。
逆
に
規
範
は
変
更
し
う
る
と
い
っ
て
も
、
或
る
規
範
が
認
め
ら
れ
て
い
る
間
は
そ
れ
を
勝
手
に
変
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

（
4
）
　
恵
味
論
上
の
難
点
は
し
ば
ら
く
闘
題
と
し
な
い
。

二

　
　
　
さ
て
、
　
フ
ラ
ン
ケ
ナ
は
倫
理
学
の
理
論
の
型
を
次
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
目
的
論
型
理
論
富
δ
○
ぴ
α
q
8
鉱
昏
①
o
蔓
、
義
務
論
型
理
論

　
　
山
①
o
鋒
9
0
α
q
ざ
巴
簿
①
o
曙
お
よ
び
露
我
中
心
論
型
理
論
Φ
昏
搾
巴
ゆ
α
窺
。
貯
ヨ
。
同
Φ
σ
Q
o
冨
酔
8
普
①
o
曙
が
そ
れ
で
あ
る
（
鉢
毒
◎
凋
鎚
算
＄
斜

　
　
蝉
窪
霧
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
行
動
の
根
拠
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
の
分
類
で
あ
り
、
伝
統
的
な
「
善
と
は
何
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
分

752　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



　
　
　
　
　
　
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

76
2
　
類
は
、
客
観
酌
、
　
主
観
酌
、
命
令
法
的
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
示
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
ツ
ウ
ル
ミ
ン
は
ま
た
倫
理
学
の
課
題
を

　
　
「
善
と
は
何
か
」
で
は
な
く
、
推
論
の
様
式
の
分
析
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
（
o
瞥
ω
．
6
0
乱
ヨ
ヨ
い
菊
①
霧
8
陣
鵠
禦
ぼ
窃
）
。

　
　
　
図
画
論
型
理
論
は
、
道
徳
的
な
正
し
さ
、
誤
ち
、
責
務
と
い
っ
た
も
の
の
基
本
的
な
、
ま
た
は
究
極
的
な
規
準
乃
盃
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン

　
　
は
、
も
た
ら
さ
れ
届
価
値
に
あ
る
と
し
、
行
動
の
決
定
に
際
し
て
は
、
産
出
さ
れ
る
善
き
も
の
の
量
、
ま
た
は
、
善
の
悪
に
対
す
る
バ
ラ

　
　
ン
ス
に
訴
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
型
の
理
論
は
、
内
容
の
面
か
ら
は
事
実
主
義
を
基
本
的
性
格
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
歴
史
的
に

　
　
見
て
、
大
概
の
場
合
は
倫
理
上
の
霞
然
主
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
は
ま
た
表
現
の
面
か
ら
い
う
と
記
述
主
義
窪
①
ω
葭
ゼ
点
く
置
ヨ
と
よ
り

　
　
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
」
・
S
・
ミ
ル
の
効
絹
主
義
は
快
楽
説
を
採
り
自
然
主
義
的
で
あ
っ

　
　
た
が
、
G
・
£
・
ム
ア
の
そ
れ
は
非
自
然
主
義
的
罷
。
亭
鐸
舞
蕃
語
一
。
。
口
。
な
記
述
主
義
に
立
っ
て
い
る
（
鑑
○
．
拷
■
竃
o
o
お
…
摩
ぼ
9
や
β
誉
尊
稗
江
＄
》

　
　
。
冨
マ
く
■
）
。

　
　
　
義
務
論
型
の
理
論
は
、
ま
さ
に
目
的
論
型
の
理
論
が
肯
定
す
る
と
こ
ろ
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
義
務
論
型
理
論
は
、
　
一
つ
の
行
為

　
　
や
規
劉
を
責
務
と
し
た
り
正
し
い
も
の
と
し
た
り
す
る
に
は
、
そ
れ
ら
行
為
の
諸
結
果
や
規
剣
の
諸
帰
結
の
善
し
悪
し
以
外
の
こ
と
を
ど

　
　
う
し
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
行
為
の
も
た
ら
す
価
値
の
他
に
そ
の
行
為
自
体
の
繋
る
特
徴
の
存
在
が
必

　
　
要
条
件
と
な
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
、
目
的
論
者
が
道
徳
的
な
正
し
さ
を
決
定
す
る
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ

　
　
ち
、
も
た
ら
さ
れ
た
、
ま
た
は
多
分
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
乃
至
は
も
た
ら
そ
う
と
意
図
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
道
徳
外

　
　
的
p
o
単
眼
○
弩
巴
な
価
値
の
比
較
が
道
徳
的
な
正
し
さ
を
決
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
「
全
く
」
否
定
す
る
か
、
又
は
、
こ
れ
ら
の
他
に

　
　
も
道
徳
的
行
為
を
特
微
づ
け
る
も
の
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
務
論
者
の
論
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
悪

　
　
に
対
し
て
可
能
な
最
大
の
善
を
バ
ラ
ン
ス
し
な
い
行
為
や
規
購
も
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
極
端
な
場
合
は
不
幸

　
　
を
も
た
ら
す
善
な
る
行
為
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
道
徳
的
行
為
は
合
理
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
此
の
議
論
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
｝
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
倫
理
学
の



　
　
議
論
に
お
け
る
効
用
藍
島
嘗
の
概
念
の
役
舗
を
論
じ
よ
う
と
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
功
利

　
　
主
義
9
白
壁
誌
§
齢
ヨ
の
い
ろ
い
ろ
な
形
、
た
と
え
ば
、
ベ
ン
タ
ム
と
か
ミ
ル
父
子
の
説
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

　
　
ホ
ッ
ブ
ス
以
来
の
英
国
の
伝
統
的
思
想
で
あ
る
功
利
主
義
を
と
っ
た
人
々
の
多
く
は
、
科
学
的
合
理
的
な
方
法
ま
た
は
思
考
の
方
法
を
社

　
　
会
の
聞
題
や
倫
理
的
な
問
題
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
人
々
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
う
し
た
意
図
を
も
っ
て
良
心
豹
に
実
践
し
た
人
々
で
あ

　
　
る
。
か
れ
ら
の
学
説
に
つ
い
て
個
々
に
研
究
す
る
価
値
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
私
の
今
の
関
心
は
す
で
に
最
初
に
述

　
　
べ
た
よ
う
に
メ
タ
エ
シ
ッ
ク
ス
導
Φ
蜜
ゐ
汁
窪
。
ω
に
あ
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
倫
理
学
の
理
論
の
原
則
を
用
い
て
、
効
用
の
観
念
の
意
義
を
明

　
　
ら
か
に
す
る
に
努
め
た
い
。

　
　
　
ま
ず
、
自
己
中
心
型
理
論
、
す
な
わ
ち
、
倫
理
上
の
鶴
己
主
義
①
讐
ざ
巴
。
σ
Q
9
ω
鼠
を
と
っ
て
み
る
。
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
上
の
判
断
を
表

　
　
現
す
る
露
語
体
系
の
枠
組
み
の
も
つ
べ
き
特
微
の
一
つ
と
し
た
普
遍
化
可
能
性
は
、
倫
理
上
の
自
己
主
義
を
霞
己
矛
盾
的
ま
た
は
疑
わ
し

　
　
い
も
の
と
判
定
す
る
。
倫
理
上
の
自
己
主
義
は
自
己
愛
の
倫
理
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
つ
て
も
、
倫
理
上
の
自
己
主
義
者
と

　
　
い
う
も
の
が
日
常
的
な
意
味
で
い
わ
ゆ
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
と
か
利
己
的
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
ど

　
　
こ
ろ
か
㍗
倫
理
学
的
な
音
脚
味
か
ら
こ
こ
に
」
竃
っ
て
い
る
葭
葉
主
義
者
は
、
実
践
に
お
い
て
没
我
的
献
身
的
で
あ
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
か
し
、
倫
理
上
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
道
徳
的
原
劉
と
み
る
限
り
、
　
「
わ
た
く
し
は
自
分
の
利
益
を
追
究
す
べ
き
だ
が
、
他
人
は
利
他
主
義

　
　
を
採
り
、
人
々
の
た
め
に
計
る
べ
し
」
と
い
う
主
張
を
す
る
こ
と
は
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
に
よ
っ
て
禁
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
リ
　
　
へ

　
　
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
わ
た
く
し
と
他
人
で
は
、
道
徳
的
に
み
て
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
べ
き
価
値
が
、
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
人
翫

　
　
と
い
う
観
念
を
「
わ
た
く
し
」
に
適
用
し
て
は
い
け
な
い
か
、
ま
た
は
「
他
人
」
に
適
用
も
て
は
い
け
な
い
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

　
　
こ
で
云
っ
て
い
る
禁
男
は
道
徳
的
な
意
味
で
は
な
く
、
論
理
的
、
意
味
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
の
命
題
（
の
二
部
分
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
お
い
て
「
わ
た
く
し
は
自
分
の
利
益
を
追
究
す
べ
き
だ
」
と
い
う
場
合
の
「
べ
き
」
o
轟
ぼ
と
い
う
語
と
、
　
「
他
人
は
利
他
主
義
を
と

　
　
る
べ
き
だ
」
と
い
う
場
合
の
「
べ
き
」
o
償
σ
q
露
と
い
う
語
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
　
「
べ
き
」
と
い
う
語
が
そ

772　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
否
十
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
　
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
囲

陪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

2
　
こ
で
乱
用
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
と
す
る
と
上
述
の
二
部
分
（
命
題
）
は
連
立
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
乱
用
と
こ
こ
で
言
う
の
は
、
普
遍

　
　
化
碑
面
性
の
原
則
と
は
命
題
の
諸
項
魯
㊤
ヨ
ω
は
実
る
種
の
普
遍
的
な
意
味
規
鋼
を
も
つ
の
だ
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
道
徳
上
の
判
断
も
事

　
　
実
に
つ
い
て
の
判
断
と
同
じ
く
記
述
的
意
味
を
も
も
っ
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
『
記
述
的
な
意
味
の
特
色

　
　
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
「
相
似
性
」
臨
ヨ
臨
㊤
嵩
蔓
の
概
念
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
記
述
的
意
昧
規
則
は
一
つ
の
表
現
は
或

　
　
る
観
点
に
お
い
て
梢
互
に
網
似
な
対
象
に
適
用
し
て
よ
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
』
（
菊
・
り
魁
“
切
騨
壇
O
v
閃
．
菊
．
唱
■
目
G
Q
）
。
も
ち
ろ
ん
さ
き
の
二

　
　
つ
の
命
題
の
連
立
が
実
際
に
不
条
理
な
も
の
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
舎
は
「
べ
き
」
o
ρ
σ
q
窪

　
　
と
い
う
言
葉
の
意
味
か
ら
規
範
性
が
色
裾
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
な
ん
ら
か
の
状
況
の
論
理
も
・
一
転
巴
。
奉
＝
◎
σ
脅
8
が
と
り
入
れ
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
い
る
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
の
「
べ
き
」
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
導
く
道
徳
的
な
判
断
を
表
わ
す
命
題
を
構
成
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
後
者
の
揚
合
は
状
況
の
分
析
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
し
か
し
、
も
し
人
が
一
人
…
人
異
な
っ
た
意
味
規
則
を
用
い
る
の
だ
と
し
た
ら
普
逓
化
可
能
性
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を

　
　
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
言
語
は
社
会
的
機
構
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
言
っ

　
　
て
い
る
普
遍
性
は
記
述
的
意
味
の
一
貫
性
で
あ
り
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
は
同
一
の
行
為
の
み
が
道
徳
的
に
い
っ
て
許
さ
れ
る
の
だ
と
い

　
　
う
主
張
も
、
道
徳
的
命
題
の
普
遍
的
承
認
を
も
意
味
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
私
の
善
と
い
う
こ
と
に
、
悪
と
い
う
語
を
廃
る
入
が

　
　
一
貫
し
て
用
う
る
こ
と
を
必
ず
し
も
排
除
し
え
な
い
（
鉢
鎖
鍵
2
男
殉
．
や
お
…
α
O
）
。
今
わ
れ
わ
れ
が
行
な
っ
て
い
る
議
論
に
お
い
て
、

　
　
普
遍
化
可
能
性
の
原
翔
が
倫
理
学
の
体
系
の
吟
味
に
よ
り
効
力
を
も
つ
の
は
、
　
エ
チ
カ
ル
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
、
他
人
の
「
利
害
」
ぎ
8
暴
露

　
　
と
い
う
観
点
か
ら
の
照
明
を
行
な
う
と
き
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ケ
ナ
、
ヘ
ア
、
バ
イ
ア

　
　
一
な
ど
）
。
「
利
害
」
と
い
う
概
念
へ
の
意
味
規
鋼
の
導
入
は
、
エ
チ
カ
ル
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
際
立
た
せ
る
に
役
立
つ
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
が
平
等
の
観
念
と
功
利
主
義
と
へ
導
く
の
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
　
　
洗
練
さ
れ
た
倫
理
上
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
、
　
「
自
己
の
利
益
」
と
い
う
こ
と
の
膏
心
味
を
変
更
し
て
、
　
「
各
入
は
各
自
の
利
益
の
と
り
ま
え



　
　
が
長
い
間
に
ど
う
な
る
か
を
規
準
と
し
て
行
為
し
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
言
う
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
人
の
エ
ゴ
イ

　
　
ス
チ
ッ
ク
な
行
動
が
典
籍
ば
か
り
で
な
く
他
人
の
利
益
を
も
増
進
さ
せ
る
と
い
う
主
張
は
、
　
一
種
の
予
定
調
和
を
前
提
し
な
い
限
り
、
経

　
　
験
の
教
え
る
と
こ
ろ
と
甚
だ
両
立
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
倫
理
上
の
慮
己
主
義
が
一
種
の
慎
重
な
思
慮
眉
凄
鎚
①
箕
属
隷
ヨ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
し
て
生
活
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
不
道
徳
恥
8
霞
巴
で
は
な
い
が
無
道
徳
鐸
。
亭
ヨ
。
壇
飢
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
を
わ
れ
わ
れ
が
守
る
な
ら
ば
、
行
為
型
理
論
と
規
鋼
型
理
論
の
区
議
を
す
る
こ
と
は
目
的
論
型
理
論
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
喋
）

　
　
も
義
務
論
罪
理
論
に
と
っ
て
も
無
意
味
に
な
る
か
、
行
為
型
理
論
に
お
け
る
道
徳
的
行
為
が
理
性
的
で
あ
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
て
し
ま

　
　
う
か
の
い
ず
れ
か
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
道
徳
劇
の
判
断
を
表
現
す
る
命
題
も
普
遍
的
な
事
実
的
記
述
的
意
味
規
劉
を
ふ
ま
え
て
い
る
の

　
　
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
或
る
こ
と
を
す
る
こ
と
を
学
蕾
す
る
と
い
う
の
は
、
決
し
て
個
別
的
な
行
為

　
　
を
す
る
こ
と
を
学
習
し
た
の
で
は
な
く
、
常
に
そ
れ
は
煙
る
種
の
行
為
を
懸
る
種
の
状
況
に
お
い
て
す
る
こ
と
を
学
び
と
っ
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
々
の
事
実
が
全
く
の
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
の
み
か
ら
成
る
と
す
る
と
、
学
習
は
無
意
味
に
な
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ

　
　
ろ
う
。
　
一
つ
一
つ
の
個
溺
的
な
道
徳
的
判
断
は
、
そ
れ
が
道
徳
的
判
断
で
あ
る
か
ぎ
り
一
般
的
判
断
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
逆
に
雷

　
　
え
ば
、
道
徳
的
判
断
や
一
般
に
価
値
判
断
は
、
理
由
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、
単
な
る
命
令
や
決
定
と
異
ハ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
理
由
と
い
う
も
の
が
た
だ
一
つ
の
偲
別
的
な
場
合
に
の
み
轟
た
る
の
だ
と
い
う
の
は
罵
鹿
げ
て
い
る
。
反
対
に
、
　
一
つ
の
個
別
的
な
ケ
ー

　
　
ス
に
理
由
を
与
え
う
る
の
は
、
　
一
般
的
な
命
題
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
己
や
環
境
や
事
物
に
ユ
ニ
：
ク
ネ

　
　
ス
の
み
を
見
る
極
端
な
個
鋼
主
義
℃
p
・
鉱
。
巳
錠
陣
ω
露
は
普
遍
化
可
能
性
を
無
意
味
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
個
別
主
義
は
、

　
　
自
己
の
環
境
の
ユ
ニ
ー
ク
ネ
ス
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
自
己
や
そ
の
環
境
を
含
む
一
つ
一
つ
の
出
来
事
を
そ
れ
以
上
分
析
で
き
な
い
も
の

　
　
と
主
張
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
行
為
型
理
論
が
個
々
の
判
断
や
行
動
に
の
み
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
判
断
稲
互
の
関
係
、
た

　
　
と
え
ば
心
々
の
斉
合
性
に
は
意
を
払
わ
な
い
の
だ
と
い
う
と
き
、
こ
の
立
場
は
わ
れ
わ
れ
の
第
三
の
沖
魚
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
の
だ
と
言

　
　
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

792　
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倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念

三
六

　
し
か
し
な
が
ら
、
規
則
型
の
理
論
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、
例
外
の
な
い
規
…
則
は
な
い
と
か
、
事
実
上
、
道
徳
的
規
測
に
は
相
互
に
矛

盾
す
る
も
の
両
立
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
っ
た
、
反
乱
意
見
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
規
則
の
例
外
性
に
つ
い
て
は
、
現
実
の
規
則
と

本
来
的
な
規
劉
の
区
別
を
し
た
り
、
規
鋼
に
一
つ
の
階
層
を
考
え
た
り
し
う
る
の
だ
と
答
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
普
遍
性
§
守
Φ
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ω
聾
蔓
と
一
般
性
α
q
窪
2
錬
受
と
に
概
念
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
共
に
普
遍
的
な
規
則
A
・
B
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
般
性
を
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

れ
ば
広
狭
の
差
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
て
例
外
的
な
ケ
ー
ス
を
特
殊
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
普
遍
化
可
能
性
の
原
矧
は
論
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
内
容
を
も
っ
た
道
徳
的
規
則
の
設
定
に
直
接
役
立
た

な
い
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
の
三
つ
の
原
翔
に
基
づ
く
だ
け
の
倫
理
学
の
議
論
は
、
道
徳
的
な
事
柄
に
つ
い
て
の
推
論
を
行
な
う
概
念
的

な
枠
組
み
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
み
で
あ
る
。
　
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
の
決
定
、
道
徳
的
格
率
の
決
定
に
は
「
道
徳
上
の
観
点
」
露
。
村
巴

℃
鼠
暮
。
｛
誌
①
毛
と
い
う
要
因
が
必
要
と
な
ろ
う
。

（
1
）
　
各
々
の
命
題
を
夫
々
独
立
に
主
張
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
岡
時
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
普
遍
化
可
能

　
性
の
原
則
は
、
そ
れ
自
体
で
自
己
国
禁
で
な
い
命
題
を
矛
盾
命
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
o
h
口
証
Φ
“
局
◆
ヵ
．
唱
■
ω
ト
⊃

（
2
）
　
今
、
　
「
自
分
は
利
他
主
義
を
採
る
べ
き
で
あ
る
が
他
人
は
利
己
主
義
を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
考
え
て
み
る
。
こ
の
主
張
は
「
た

　
と
え
他
人
は
利
已
主
義
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
。
私
は
利
他
主
義
を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
と
は
甥
の
構
造
の
も
の
で
あ
る
。

　
後
者
の
命
題
に
お
け
る
「
他
人
は
利
己
主
義
を
と
っ
て
も
よ
い
」
と
い
う
陳
述
は
、
道
徳
的
承
認
で
は
な
く
、
単
に
事
実
を
事
実
と
し
て
認
め
た
記

　
述
的
命
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
自
己
へ
の
厳
し
さ
で
あ
り
、
高
逼
な
精
神
が
原
理
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
離
者
に
お
い
て
は
、

　
他
人
と
議
分
の
「
す
べ
き
」
こ
と
に
共
通
の
原
理
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る

　
　
二
人
の
個
人
に
対
し
て
、
そ
の
個
人
を
区
別
す
べ
き
偏
格
上
の
差
異
も
、
状
況
の
差
異
も
、
何
も
な
い
の
に
、
そ
の
二
入
が
異
な
っ
た
個
入
と
い

　
う
だ
け
で
、
取
り
扱
い
を
異
に
す
る
の
は
普
遍
化
可
能
性
の
原
購
に
反
す
る
。
普
遍
化
可
能
性
の
概
念
は
…
入
の
入
を
人
と
し
て
、
し
か
し
一
人
の

　
人
と
し
て
扱
う
平
等
の
観
念
へ
と
導
く
。
こ
れ
は
ベ
ン
サ
ム
以
来
の
一
種
の
自
由
主
義
的
功
利
主
義
で
あ
る
（
頃
貧
Φ
”
男
菊
．
や
同
ド
Q
。
）
。
　
ま
た
シ

　
ジ
ウ
ィ
ツ
ク
の
「
正
義
の
原
理
」
勺
鳳
鐸
。
む
δ
○
臨
h
建
山
。
（
同
繭
．
ω
嬢
σ
q
≦
芭
（
“
日
げ
φ
竃
〇
二
6
塵
o
h
じ
肖
聾
8
堕
℃
・
ら
。
G
◎
O
）
も
論
理
的
に
は
燗
入
に
対
す

　
る
同
じ
塔
え
に
基
づ
い
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。



（
3
）
　
道
徳
性
ヨ
。
吋
巴
帥
蔓
も
思
慮
℃
護
篇
㊦
嵩
。
Φ
も
岡
じ
く
宙
我
の
行
動
を
制
約
す
る
。
し
か
し
道
徳
性
は
「
ベ
シ
」
o
¢
α
q
窪
渥
ぴ
○
缶
店
を
含
ん
で
い
る
点

　
で
、
単
に
欲
望
に
基
準
を
お
く
思
慮
と
は
異
な
り
、
社
会
的
な
機
構
と
し
て
の
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
o
｛
．
≦
■
鴨
舜
巳
お
譲
文
国
け
窪
8
．
ワ
①

（
4
）
　
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ケ
ナ
は
義
務
論
型
の
倫
理
理
論
と
、
自
的
論
型
の
倫
理
理
論
を
わ
け
た
が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
更
に
次
の
よ
う
に

　
わ
け
た
。
す
な
わ
ち
、
義
務
論
型
理
論
は
行
為
一
義
務
論
p
o
ゲ
（
δ
o
⇔
δ
H
o
α
q
ド
鋤
爵
①
o
q
と
規
則
一
義
務
論
械
巳
①
－
焦
⑦
o
艮
。
δ
σ
q
ざ
跳
ユ
μ
8
蔓
に
わ
か
れ

　
る
。
前
者
は
個
々
の
場
合
に
お
け
る
判
断
が
基
本
的
と
し
そ
こ
か
ら
一
般
的
規
鋼
を
出
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
が
、
要
す
る
に
、
個
々
の
場
合
の
正
邪
、

　
善
悪
の
判
定
規
準
を
呈
出
し
な
い
（
♂
＜
噸
津
昏
冨
器
”
田
窯
8
も
』
H
～
。
。
）
目
的
論
型
の
倫
理
理
論
す
な
わ
ち
功
利
主
義
素
描
欝
誌
⇔
駄
ω
難
も
岡
様

　
の
分
類
を
う
け
る
（
O
℃
．
o
陣
け
℃
’
ω
O
～
α
）
。
行
為
型
の
理
論
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
輝
断
が
基
本
的
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
前
と
同
じ
で
あ
る
。

（
5
）
　
ヘ
ア
は
普
遍
性
と
一
般
性
を
区
溺
し
て
一
般
性
σ
Q
Φ
賢
①
吋
盗
掘
曙
は
特
殊
姓
。
。
唱
①
島
悔
。
諦
楼
の
対
句
で
あ
り
普
遍
的
嬬
艮
く
①
謎
銑
は
偲
別
的
。
・
ヨ
σ
q
β
－

　
冨
門
の
対
句
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
一
般
性
と
特
殊
性
は
程
度
の
差
で
あ
り
、
普
遍
性
と
個
別
性
の
差
と
は
全
然
励
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く

　
普
遍
的
な
雷
葉
に
も
一
般
性
で
は
差
異
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
（
顕
晒
屋
”
閃
．
國
甲
や
じ
Q
り
～
蒔
O
）
。
実
存
主
義
者
の
道
徳
的
判
断
が
嵐
　
変
り
で
あ
っ
て

　
…
般
性
を
も
た
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
彼
ら
の
判
断
が
普
遍
化
可
能
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。

（
6
）
　
ユ
ニ
…
ク
と
い
わ
れ
る
ケ
…
ス
は
一
般
性
を
欠
く
極
隈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
　
一
つ
の
決
定
は
そ
の
含
意
す
る
も
の
よ
り
肥
っ
て
い
る
。

　
そ
れ
故
こ
れ
を
す
こ
し
ず
つ
削
っ
て
よ
り
搭
せ
た
も
の
を
考
え
て
行
け
ば
よ
い
。

三
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義
務
論
型
理
論
の
中
心
概
念
は
、
概
し
て
、
正
義
と
か
平
等
と
か
い
っ
た
他
を
含
む
状
況
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
ル
で
あ
る
が
、
福
祉

に
つ
い
て
は
あ
ま
り
意
を
払
わ
な
い
。
他
方
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
白
分
の
福
祉
に
は
大
い
に
意
を
用
う
る
が
他
人
と
い
う
も
の
を
充
分
真
剣

に
考
え
な
い
と
い
う
欠
点
を
も
っ
て
い
る
。
功
利
主
義
は
上
の
二
説
の
も
つ
短
所
か
ら
免
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
功
利
主
義
と
い
っ
て

も
そ
れ
だ
け
で
は
何
ら
特
定
の
業
績
観
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
　
｝
つ
の
価
値
観
を
も
た
な
い
な
ら
功
利
主
義
は
ま
だ
実
際
に
効
力
を
も
つ

Φ
ぬ
①
o
臨
く
。
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
だ
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
説

と
し
て
の
機
能
を
完
全
に
持
つ
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
価
値
論
を
展
開
し
、
功
利
主
義
の
採
り
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田2
　
う
る
ま
た
は
採
る
べ
き
価
値
に
つ
い
て
そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
を
扇
的
と
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
、
価
値
観
の
如
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
に
よ
っ
て
、
功
利
主
義
は
必
ず
し
も
自
然
主
義
的
誤
り
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
す
む
の
だ
、
と
一
言
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

　
　
功
利
主
義
は
快
楽
主
義
の
専
売
特
許
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
、
こ
こ
で
は
功
利
主
義
を
救
う
た
め
に
そ
の
難
点
、
た
と
え
ば
、
善
悪
の
測
定
可
能
性
の
問
題
と
か
、
　
「
結
果
」
の
み
に
よ
っ
て

　
　
道
徳
的
判
断
の
正
し
さ
は
決
ま
ら
な
い
と
か
い
っ
た
反
論
を
処
理
し
よ
う
と
企
て
て
い
る
の
で
も
な
い
。
欲
望
の
満
足
の
度
合
い
が
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
為
の
善
悪
に
直
ち
に
比
例
し
な
い
ば
か
り
か
、
他
人
に
或
る
種
の
善
を
も
た
ら
し
な
が
ら
し
か
も
大
し
て
害
も
も
た
ら
さ
ぬ
行
為
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
て
も
、
そ
の
す
べ
て
が
道
徳
的
な
妥
当
性
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
直
ち
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
、
伝
承
し
て
い

　
　
る
道
徳
的
観
点
を
す
く
な
く
と
も
暫
定
的
に
わ
れ
わ
れ
の
ア
イ
デ
ア
ル
と
し
て
道
徳
の
体
系
の
中
に
入
れ
、
判
断
の
規
準
の
一
つ
に
し
て

　
　
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
規
準
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
翫
判
的
論
議
に
よ
っ
て
変
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

　
　
（
4
）

　
　
な
い
。
効
用
の
観
念
の
道
徳
の
体
系
へ
の
導
入
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
「
大
変
よ
い
」
状
態
を
必
ず
し
も
帰
結
し
な
い
の
は
、
「
大
変
よ
い
」

　
　
状
態
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ア
ル
の
観
念
が
「
大
変
わ
る
い
」
状
態
の
結
果
す
る
の
を
必
ず
し
も
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
な
い
の
と
岡
様
で
あ

　
　
る
。
他
人
の
利
害
と
存
在
を
考
慮
に
入
れ
な
い
行
為
は
、
た
と
え
善
意
か
ら
出
て
も
非
人
道
的
な
狂
儒
的
行
為
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
あ

　
　
ろ
う
し
、
寛
容
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
理
想
主
義
が
他
人
の
利
害
に
関
心
を
払
う
態
度
を
是
認
し
、
功
利
主
義
と
同
盟
す
る
と
し

　
　
て
も
、
尚
こ
れ
は
全
体
主
義
へ
の
危
険
を
防
い
だ
も
の
と
は
言
え
な
い
。
こ
う
し
た
関
連
に
お
い
て
言
え
ば
、
す
べ
て
の
政
治
的
理
想
の

　
　
う
ち
で
、
　
「
人
々
を
幸
福
に
し
よ
う
」
と
い
う
も
の
は
、
魅
力
的
で
あ
る
だ
け
に
最
も
危
険
で
あ
る
。
　
「
幸
福
」
と
い
う
観
念
を
、
功
利

　
　
主
義
的
な
判
断
の
た
め
の
価
値
規
準
乃
至
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン
と
し
て
溝
入
す
る
こ
と
は
多
分
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
を
幸
福
に
す
る
機

　
　
構
は
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
幸
福
は
一
つ
の
感
情
で
あ
り
、
主
観
的
な
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
効
用
の
観
念
は
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
行
動
を
合
理
的
な
ら
し
め
る
に
必
要
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
を
ア
イ
デ
ア
ル
と
の
妥
協
へ
と
導
く
。

　
　
社
会
的
機
構
は
、
そ
う
し
た
結
果
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
一
面
、
そ
う
い
う
機
能
を
果
た
す
た
め
に
つ
く
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
倫
理
学
に
還
っ
て
心
え
ば
効
用
の
観
念
を
中
心
に
し
て
、
目
的
論
的
な
観
点
と
義
務
論
的
な
観
点
が
互
い
に
宥
和
し
う
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
如
何
に
し
て
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
を
決
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
如
何
に
し
て
合
理
的
に
道
徳
的
判
断

　
　
を
な
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
説
明
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
み
た
効
用
の
概
念
の
説
明
に
は
、
科
学
の
法
則
の
決
定
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
続
き
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
学
の
第
三
の
方
法
論
的
原
則
を
想
起
し
つ
つ
、
相
克

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
す
る
道
徳
的
諸
原
則
を
前
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
判
断
す
る
か
を
論
じ
た
い
。

　
　
　
科
学
に
つ
い
て
の
現
代
の
知
見
は
、
科
学
に
慮
律
性
を
認
め
科
学
が
農
ら
墜
ち
を
訂
正
し
て
よ
り
真
理
に
近
い
も
の
と
な
る
の
を
認
め

　
　
る
が
、
実
在
と
の
開
連
づ
け
を
含
ん
だ
上
で
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
可
能
を
認
め
な
い
。
そ
れ
故
、
倫
理
学
に
お
い
て
も
科
学
以

　
　
上
の
合
理
性
を
期
待
し
な
い
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
が
同
意
す
る
な
ら
、
最
高
の
第
一
原
理
か
ら
出
発
し
て
道
徳
の
諸
原
則
を
論
理
的
に
正
当

　
　
化
甘
巴
な
す
る
（
す
な
わ
ち
、
論
理
的
演
繹
に
よ
っ
て
正
嶺
化
す
る
）
と
い
う
、
原
理
に
よ
る
正
当
化
主
義
者
冒
。
・
無
8
銭
§
翼
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
法
は
、
倫
理
学
で
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
う
し
た
原
理
主
義
巻
は
経
験
論
者
よ
り
も
合
理
性
の
観
念
を
ず
っ
と
狭
い
も
の

　
　
に
考
え
た
の
で
あ
る
。
義
務
論
策
の
理
論
が
し
ば
し
ば
採
用
す
る
と
こ
ろ
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
原
理
主

　
　
義
的
正
当
化
甘
ω
窪
8
け
δ
鉱
。
。
津
は
、
わ
れ
わ
れ
を
袋
小
路
に
連
れ
込
む
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
、
そ
れ
故
、
無
用
と
い
う
よ
り
有
害

　
　
で
さ
え
あ
る
。
何
故
な
ら
道
徳
上
の
議
論
の
機
能
は
一
つ
の
縫
会
機
構
の
は
た
ら
き
で
あ
る
故
、
そ
の
崇
厳
は
人
々
の
間
の
軋
礫
を
和
ら

　
　
げ
る
こ
と
に
あ
る
べ
き
な
の
に
（
原
理
を
立
て
て
そ
れ
か
ら
論
理
的
演
繹
に
よ
っ
て
万
事
の
正
当
化
を
果
た
そ
う
と
い
う
）
、
わ
れ
わ
れ
が

　
　
原
理
主
義
者
と
呼
ん
で
い
る
人
々
の
見
解
と
努
力
は
、
か
れ
ら
自
身
の
第
一
原
理
の
弁
明
の
体
系
を
つ
く
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
軋
礫
を
増
す
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
的
評
価
の
合
理
性
は
科
学
以
上
の
も
の
で
あ
り
え
な
い
し
、
科
学
の
理
論
の
合
理
的
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
価
は
道
徳
的
原
鋼
の
評
価
と
形
式
的
に
は
異
な
っ
た
も
の
で
な
い
と
す
る
と
、
道
徳
的
原
期
の
合
理
性
は
、
原
則
の
批
判
を
保
証
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
、
　
一
旦
定
め
ら
れ
た
道
徳
的
原
則
は
理
由
な
し
に
は
廃
棄
し
て
は
な
ら
な
い

　
　
と
い
う
実
践
的
見
地
か
ら
の
留
保
条
件
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

832　
　
　
　
　
　
暫
学
研
究
　
第
五
百
十
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
科
学
上
の
合
理
性
は
仮
説
を
経
験
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
に
生
ず
る
不
満
足
な
帰
結
を
真
剣
に
採
り
上
げ
る
こ
と
に
存
す
る
よ
う
に
、

道
徳
上
の
合
理
性
は
道
徳
的
に
不
満
足
な
帰
結
が
道
徳
的
原
則
や
政
策
か
ら
出
る
場
合
に
、
こ
れ
を
真
剣
に
採
り
上
げ
る
こ
と
に
主
と
し

て
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
人
々
が
必
ず
し
も
好
ん
で
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
科
学
的
合
理
性
の
観
念
は
単
な
る
斉
合
性
以

上
の
も
の
を
も
と
め
る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
合
理
的
で
あ
ろ
う
と
決
意
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
科
学
の
仮
説
を
批
判
的
に
評
価
す
る
際
に
決
定
的
な
役
割
を
す
る
の
は
基
本
的
命
題
ぴ
霧
凶
。
。
・
欝
欝
画
面
窃
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
的
な
出

来
事
℃
＝
げ
｝
ざ
①
〈
Φ
導
の
ま
た
は
状
況
を
記
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
証
主
義
者
く
㊤
濠
。
簿
｝
o
凱
誇
の
意
味
で
知
覚
経
験
に
よ
っ
て

検
証
さ
れ
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
公
的
な
決
定
の
結
果
、
論
理
的
意
味
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
或
る
仮
説
の
含
意
す
る
と

こ
ろ
が
こ
れ
ら
基
本
的
命
題
の
一
つ
と
矛
盾
す
る
と
き
は
、
そ
の
仮
説
は
経
験
的
に
不
満
足
な
も
の
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

本
的
命
題
も
猛
る
意
味
で
暫
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
的
合
理
性
は
、
こ
れ
ら
基
本
的
命
題
と
し
て
公
に
認
め
ら
れ
た
も
の
を
自
分

の
気
に
入
っ
た
理
論
と
矛
崩
す
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
斥
け
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
薬
嚢
や
政
策
に
関
し
て
は
、

基
本
的
命
題
に
代
わ
っ
て
そ
れ
ら
面
懸
や
基
準
お
よ
び
政
策
が
論
理
的
に
含
意
し
て
い
る
事
柄
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
と
い
う
決
断
ま

た
は
決
定
が
同
様
な
役
割
を
果
た
す
。
そ
の
際
わ
れ
わ
れ
の
方
法
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
不
満
足
な
含
意
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
一
つ
の
反
論
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
妾
化
を
最
高
原
理
か
ら
の
演
繹
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
果
た
そ
う
と
す
る
原
理
主
義
的
ジ
ャ
ス
チ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ニ
ス
ト
と
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
の
忌
違
は
、
彼
ら
の
幡
豆
の
理
論
相
互
間
の

差
異
は
第
一
原
理
と
い
う
ト
ッ
プ
レ
ヴ
ェ
ル
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
は
底
辺
す
な
わ
ち
基
本
的
命
題
の
と
り
方

に
そ
れ
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
反
論
が
出
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
故
、
基
本
的
命
題
の
決
定
と
い
う
段
階
で
、
道
徳
と
科
学
の

平
行
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
破
産
す
る
、
と
反
論
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
道
徳
的
な
事
柄
で
は
科
学
の
場
合
の
よ
う
に
意
見
の

一
致
を
見
難
い
、
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
科
学
の
場
合
に
お
け
る
意
見
の
一
致
を
誇
張
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、

科
学
に
お
け
る
観
察
命
題
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
客
観
性
（
問
主
観
性
）
は
、
自
動
的
な
同
意
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
再
吟
味
に
か
け
る
用
意



　
　
が
あ
る
か
ど
う
か
に
む
し
ろ
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
ま
た
、
満
足
な
こ
と
、
完
全
性
、
善
等
々
に
つ
い
て
の
意
見
の
一
致
よ

　
　
り
も
、
不
満
足
な
こ
と
に
つ
い
て
、
悪
に
つ
い
て
の
意
見
の
一
致
は
比
較
的
に
書
っ
て
よ
り
容
易
で
あ
ろ
う
。
倫
理
学
上
重
要
な
事
柄
は

　
　
道
徳
的
に
緊
急
な
こ
と
と
は
甥
で
あ
る
。
何
が
善
で
あ
り
、
何
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
判
断
に
お
い
て
よ
り
も
、
も
っ
と

　
　
緊
急
な
事
柄
す
な
わ
ち
、
何
が
悪
で
あ
り
間
違
っ
て
お
り
ま
た
不
都
合
か
と
い
う
判
断
に
お
い
て
意
見
は
一
致
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
科
学
の
理
論
の
場
合
に
も
道
徳
の
理
論
の
場
合
に
も
、
完
全
に
満
足
な
仮
説
、
原
則
、
政
策
が
一
つ
も
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
は
理
論
上

　
　
の
み
な
ら
ず
実
際
上
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
ど
ん
な
合
理
的
な
反
応
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
ユ
）

　
　
れ
わ
れ
は
よ
り
よ
い
仮
説
を
発
明
し
公
式
化
し
よ
う
と
試
み
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
今
の
と
こ
ろ
現
存
の
諸
仮
説
を

　
　
ど
う
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
を
と
り
上
げ
て
も
余
り
む
き
に
な
っ
て
固
執
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
当
然

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
り
の
も
の
が
な
い
の
に
そ
れ
ら
を
捨
て
て
し
ま
う
の
は
賢
明
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ら
は
事
実
に
関
す
る
命
題
と

　
　
し
て
は
「
偽
」
で
あ
る
が
、
予
測
と
調
書
の
道
具
と
し
て
保
留
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
選
択
が
必
要
な
ら
ば
不
満
足
な
点
の
も
っ
と
も
少

　
　
な
い
仮
説
が
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
同
じ
こ
と
は
道
徳
的
な
原
則
や
基
準
お
よ
び
政
策
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
不
景
雲
や
不
満
足
な
点
を
消
去
す
る

　
　
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
目
下
の
と
こ
ろ
は
現
存
の
原
則
を
単
に
捨
て
て
し
ま
わ
な
い
で
、
そ
れ
ら
原
則
が
改
良
可
能
で
あ
る
の

　
　
み
な
ら
ず
改
良
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
記
憶
に
と
ど
め
、
そ
れ
ら
四
馬
に
余
り
あ
く
ど
く
固
執
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
原

　
　
則
の
考
察
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
極
め
て
真
剣
に
と
り
上
げ
る
の
は
、
個
々
の
状
況
に
お
い
て
生
ず
る
不
満
足
な
帰
結
で
あ
る
。
わ
れ

　
　
わ
れ
は
根
反
す
る
二
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
原
劉
や
政
策
を
前
に
し
て
選
択
す
る
際
、
不
満
足
な
含
意
が
最
小
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
を
選

　
　
ぶ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
原
則
や
政
策
を
批
判
す
る
わ
れ
わ
れ
の
仕
方
に
は
一
つ
の
観
念
が
規
捌
的
に
働
き
、
そ
れ
が
道
徳
の
自
律
を
保
全

　
　
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
否
定
的
ま
た
は
消
極
的
功
利
主
義
⇔
Φ
σ
q
簿
鼠
く
の
三
頭
親
は
餌
巳
ω
ヨ
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
で
あ

852　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
十
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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ろ
う
。

　
倫
理
の
理
論
に
お
け
る
効
用
の
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

そ
し
て
人
は
こ
こ
に
カ
ン
ト
倫
理
学
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
か
も
知
れ
な
い
。

囚
二

（
1
）
　
た
と
え
ば
G
。
E
・
ム
ア
の
場
合
を
見
よ
。

（
2
）
　
水
を
飲
み
た
が
っ
て
い
る
A
、
B
の
混
入
が
い
る
と
せ
よ
。
A
は
死
に
か
け
て
い
て
元
気
な
B
は
A
よ
り
も
大
な
る
欲
望
を
も
っ
て
い
る
と
す

　
る
。
欲
望
が
道
徳
的
価
値
の
究
極
的
な
ク
ラ
イ
テ
り
オ
ン
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
o
h
感
発
Φ
”
男
多
や
這
O
■

（
3
）
　
た
と
え
ば
ヘ
ア
は
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
で
申
年
男
を
蔚
に
ス
ト
リ
ッ
プ
を
す
る
若
い
女
を
挙
げ
た
。
彼
女
の
行
為
を
善
と
い
わ
な
い
の
は
倫
理
的
甥

　
断
で
は
「
利
空
ど
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
「
ア
イ
デ
ア
ル
」
が
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
勝
譲
舘
①
”
幣
’
涛
’
や
鼠
タ

（
4
）
　
わ
れ
わ
れ
の
伝
統
の
意
義
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
出
発
点
と
し
て
意
義
を
有
す
る
が
、
同
時
に
そ
れ
を
批
判
的
に

　
み
る
必
要
と
義
務
が
わ
れ
わ
れ
に
あ
る
。

（
5
）
　
普
遍
化
可
能
性
と
功
利
主
義
的
な
考
え
と
の
結
倉
は
換
言
す
れ
ば
カ
ン
ト
的
な
立
場
と
功
利
主
義
の
立
場
と
の
結
合
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

　
ふ
つ
う
カ
ン
ト
は
義
務
論
型
の
倫
理
学
を
奉
じ
て
お
り
、
反
功
利
主
義
者
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
義
務
論
型
理
論
と
騒
的
論
型
理
論

　
の
間
の
区
別
は
偽
り
で
あ
る
」
と
ヘ
ア
は
主
張
し
、
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
は
、
カ
ン
ト
的
な
立
場
を
そ
の
彩
式
と
し
、
功
利
主
義
を
そ
の
内
容
と

　
す
る
よ
う
な
倫
理
学
を
樹
立
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
　
国
p
。
話
”
男
爵
■
唱
．
§
群

（
6
）
　
も
ち
ろ
ん
科
学
の
法
則
は
道
徳
的
格
率
の
よ
う
な
規
範
性
を
も
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
が
両
者
の
差
を
な
す
。

（
7
）
　
良
然
主
義
昌
簿
ξ
巴
δ
ヨ
や
⇔
℃
嵩
。
凱
。
。
ヨ
（
甘
ω
臨
ゆ
＄
鉱
。
臨
。
。
匿
）
に
陥
る
こ
と
を
さ
け
っ
つ
、
道
徳
に
関
す
る
議
論
す
な
わ
ち
倫
理
学
に
、
軋
礫

　
を
和
ら
げ
る
機
能
を
三
三
き
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
　
鼻
、
》
．
鮪
勉
”
榊
乏
◎
2
●
≦
節
鱒
一
房
”
劉
Φ
α
q
勉
著
く
①
¢
艶
冨
ユ
節
減
ω
管
℃
’
ド
O
H

（
8
）
　
科
学
に
お
い
て
本
質
主
義
Φ
器
。
翼
圃
既
於
き
（
す
な
わ
ち
お
巴
偽
①
甑
酷
鋤
。
旨
を
求
め
て
ゆ
く
立
場
）
が
失
敗
し
た
よ
う
に
倫
理
学
に
お
い
て
も
内

　
在
的
善
ぎ
霞
汐
巳
。
8
α
Q
o
o
鮎
の
観
念
は
経
験
的
に
は
定
義
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
科
学
に
お
け
る
真
と
倫
理
に
お
け
る
善
の
論
理
的

　
地
位
の
問
に
は
一
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
　
事
実
に
関
す
る
命
題
と
道
徳
的
規
準
の
間
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
ウ
ォ
ト
キ
ン
ズ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
た
。

　
　
　
1
　
科
学
の
諸
法
則
は
入
間
の
発
見
（
び
¢
欝
P
鋤
郎
一
⇔
く
0
5
島
O
欝
Q
o
）
し
　
　
　
　
エ
　
道
徳
の
諸
規
則
は
人
閥
の
発
見
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
2
　
法
則
は
や
り
直
し
の
き
く
決
定
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
　
　
　
2
　
　
っ
の
規
準
は
や
り
直
し
の
き
く
決
定
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
れ
る
。
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．
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縛
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3
　
若
し
科
学
の
法
則
が
真
な
ら
、
そ
の
無
理
は
人
間
の
作
為
で
　
　
　
　
3
　
も
し
道
徳
的
規
準
が
妥
当
く
農
瓢
な
ら
、
そ
の
妥
当
性
は
入

　
　
　
　
　
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
の
作
為
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
島
回
妻
．
Σ
’
毒
簿
ご
霧
”
Z
①
m
㊤
蕊
く
Φ
α
野
津
鍵
㌶
三
。
。
ヨ
娼
◎
H
8
●
、
》
乙
張
鯵
お
①
Q
。
．

（
1
0
）
　
も
し
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
ー
モ
ー
リ
の
実
験
を
採
択
し
な
け
れ
ば
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
絹
対
姓
理
論
は
実
現
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
1
1
）
　
と
く
に
科
学
の
場
合
は
未
来
に
期
待
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
或
る
基
本
的
命
題
を
揮
賛
し
て
理
論
を
樹
て
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
1
2
）
　
ア
プ
リ
オ
リ
ズ
ム
は
否
定
し
た
が
、
倫
理
学
の
自
律
性
は
保
存
さ
れ
て
お
り
、
定
言
的
命
法
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
を
無
条
件
な
主
張
と
し
て
扱

　
う
こ
と
は
否
定
き
れ
た
と
し
て
も
、
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
粗
い
表
現
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
と
も
に
理
性
道
徳
の
立
場
を
と

　
・
り
、
理
性
（
意
志
も
含
め
て
）
が
自
分
薄
身
に
命
令
を
課
す
役
匿
を
負
う
て
い
る
点
で
、
両
理
論
の
性
格
は
岡
じ
で
あ
る
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
o
隔
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麟
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Φ
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男
菊
・
や
弓
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ま
た
い
団
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蕊
鱒
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ヨ
。
。
o
h
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艮
ω
B
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図
・
b
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①
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℃
o
汐
帥
無
く
ぼ
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照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
大
阪
布
立
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
講
師
）

　
（
追
記
　
こ
れ
は
照
和
四
十
一
年
関
西
暫
学
会
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
革
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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・THE・OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　AIRLTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　OZ‘励Z80∫5Zκんσπa7可罰θα5　aPPearsゼ7ZηZO2弓θ疏απ0πθ脚7Zろer　o！オ儒

フπα9禰17z8　is　toゐθ8加8／z　together　xvith漉8　instalηnentげ孟ゐ8　a7’彦icle．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Logik．，der　Kalligraphie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Juzo　Ueda

　　In　der　vorliegenden　Abhandlung　versucht　der　Verfasser，　die　ursprttngliche

Wesensstruktur　der　Kalligraphie　als，　eines　Genres　der　bildenden　Kunst　ans

Licht　zu　・bringen．

　　　　The　R61e　of　the　Coneept　of　Utility　in　Ethical　・Theory

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Keiichiro　Kamino

　　In　view　of　the　fact　that　the　adoption　of　rationalism　cannot　be　justified

by　an　appeal　to　reason　and　experience　alone　but　can　only　be　vindicated

rationally，　critical　rationalism　bases　itself　on　a　dualism　of　fact　and　norm

and　rejects　ethical　naturalism　which　tries　to　reduce　ethical　statements　to

factual　statements．　ln　theorising　and　systematising　rnoral　ideas，　a　critical

rationalist，　therefore，　would　come　to　recommend　a　group　of　methodologica1

rules　as　was　propounded　by　R．　M．　Hare　in　his　Freedom　and　Reason．

1）　Moral　judgements　are　a　1〈ind　of　prescriptive　judgements．　2）　Moral

judgements　are　distinguished　／from　other　judgements　of’　this　class　by　being

universalisable．　3）　lt　is　possible　fer　there　to　be　logical　relatiens　between

prescriptiv．e　judgements．

　　Now，　ethical　theories　viewed　as　a　lcind　of　theory　of　action，　may　be

classified　into　three　types，　namely，　egoistic　tlieory，　teleological　theory　and

deontological　theory．　．　Ethical　egoism，　however，　will　be　rejected　by　the

rules　above　with　the　help　of　the　cQncept　of　people7s　interest．　The　left　two

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



types　ot’　theory　have　£heir　own　merits　and　defects　respectively．　lt　should，

howeveT，　be　noted　that　these　two　types　of　ethical　theory　are　not　incompa－

t’ible．　That　is，　teleelogical　or　utllitarian　theory　is　not　necessarily　naturalistic，

and　no　ethical　theory　whether　teleological　or　deontological，　can　demand　us

to　clo　something　beyond　what　we　can．　ln　other　words　a　prescriptive

statement　may　be　advocated　subject　to　factual　examination　but　is　not

reducibie　to　factual　statement．　Some　sort　of　utilitarian　argument　would　in

fact　conjoin　deontological　theoyy　and　teleological　theory　and　produce　a

rational　ldnd　of　ethical　theory　effective　to　fight　against　social　evils．

　　The　point　is　1）　that　we　should　not　try　to　justify　moral　decision　by　the

deduction　from　the　supreme　moral　prlnciples　or　ldeals　which　define　what　is

good，　and　2）　that　we　should　rather　pay　attention　to　what　is　actually　bad．

Basic　statements　for　the　constructlon，．　of　ethical　theory　should　be　those

statements　which　describe　bad　states　that　must　urgent｝y　be　eliminated．

Moral　icleals　tend　to　．crive　rise　to　the　confiicts　between　ethical　iudgements

rather　than　to　ac　ppease　them．

　　　　　Die　Phi至osoph豊e難ach　dem　We豆重begri貸

一Zum　ProbJem　der　Mo｝’al　und　ReligioB　bei　Kaltt一

von　K6gaku　Arifuku

Nach　Kant　unterscheidet　sich　die　Philosophie簸ach　dem　Weltbegriff　volI

derje簸igen　nach　de撮Schulbegriff，　und（玉1ese　macht　sich　geltend，　nur　insofern

sie　im　Dienste　vQn　lener　steht，　Die　drei　Fragen，　die　die　Ph圭losophie　nach

dem　XVeltbegriff　stelit：a）“Was　kann　ich　wissell　？》’b）“Was　soll　ich

tun？”，　c）“Was　darf　ich　ho長en？”werden　schlie葛1ich　zur　vierten　Frage：

“Was　ist　der　Mensch　？”gef甑rt，　und　zwar　nach　der　Ordnung，　i．n　der　sie

diese　Fragen　gegen　sich　selber　vorlegt，　（n註mlich　Metaphysik．吟Mora1→

Religion），　und　wollen　auf　die　letzte　Frage　Antwort　geben．　Die　Metaphysik

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　りselbst　vollbr量ngt　dabei　den　Ubergang　von　der　Transzendentalphilosophie，　in

der　es　sich　um　das　Formale　des　Verfahrens　der　Vernunft　handelt，　und　die

also　die　M6glichkeit　der　synthe£ischen　Urteile　a　priori　als　Grundproblem

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2


