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一
、

善
悪
の
判
定
規
準
を
め
ぐ
る
聞
題

　
一
…
普
遍
性
の
問
題
1

　
こ
の
論
文
は
行
為
の
道
徳
性
（
鼠
。
冨
長
潮
）
と
適
法
性
（
轡
①
σ
q
巴
一
算
叶
）
と
を
峻
別
す
る
カ
ン
ト
倫
理
の
動
機
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
考

察
の
中
心
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
行
為
の
善
悪
を
判
定
す
る
究
極
の
規
準
が
何
処
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
は
、
問
題
の
重

要
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
叙
述
そ
の
も
の
の
瞬
昧
さ
に
も
よ
っ
て
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
ま
ず
、
そ
れ
を

簡
単
に
扱
っ
て
み
た
い
。

　
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
総
理
学
原
論
』
に
於
て
、
行
為
の
善
悪
を
判
定
す
る
規
準
を
、
定
雷
撃
命
法
の
形
式
に
於
て
述
べ

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
範
式
は
大
き
く
云
え
ば
三
つ
に
分
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
欝
身
は
、
第
一
の
範
式
、
即
ち
「
同
階
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

普
遍
的
法
則
に
な
る
こ
と
を
霜
が
欲
す
る
こ
と
が
出
来
る
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
娠
を
、
行
為
の
善
悪
を
判
定
す
る
規
準
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

重
ん
じ
て
い
る
の
で
あ
る
G

　
し
か
し
、
こ
の
範
式
に
於
て
「
普
遍
的
法
瑚
」
と
云
わ
れ
る
場
合
の
「
普
遍
的
」
の
意
味
が
極
め
て
曖
昧
な
た
め
、
こ
の
範
式
全
体
の

意
味
も
又
、
不
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
普
遍
性
と
云
う
事
が
如
何
な
る
意
味
を
有
し
て
い
る
の
か
を
、
『
道
徳
形
而

上
学
原
論
』
や
『
実
践
理
性
批
判
』
を
拠
り
所
と
し
て
調
べ
て
み
た
い
。

　
e
　
ま
ず
「
普
遍
性
」
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
「
何
蒋
で
も
何
処
で
も
誰
に
恐
し
て
も
妥
当
す
る
」
と
云
う
、
無
綱
限
な
妥
当
性
を
意
味

　
　
　
　
カ
ン
ト
の
動
機
払
綱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
一
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す
る
と
思
わ
れ
る
。
道
徳
法
則
は
、
か
か
る
意
味
で
の
「
普
遍
性
」
を
有
す
る
事
を
、
カ
ン
ト
は
常
に
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
法

則
が
道
徳
的
に
、
即
ち
義
務
の
根
拠
と
し
て
妥
嚇
す
べ
ぎ
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
絶
対
的
必
然
性
を
有
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
云
う
事
、
又
君
は

嘘
を
つ
く
べ
き
で
は
な
い
、
と
云
う
命
令
は
唯
単
に
人
間
に
だ
け
妥
盗
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
理
性
的
存
在
者
も
無
視
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
と
云
う
事
、
他
の
全
て
の
本
来
の
道
徳
法
則
も
、
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
云
う
事
、
従
っ
て
義
務
の
根
拠
は
、
人
間
の

自
然
な
い
し
入
間
が
そ
こ
に
住
む
世
界
の
状
態
に
、
で
は
な
く
、
p
讐
δ
ユ
に
純
粋
理
性
の
諸
概
念
に
の
み
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

云
う
事
…
…
は
誰
も
が
認
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
、
欲
求
の
対
象
を
意
志
の
規
定
根
拠
と
し
て
前
提
す
る
実
質

的
原
理
（
自
愛
の
原
理
）
が
斥
け
ら
れ
、
普
遍
的
立
法
の
形
式
が
導
出
さ
れ
る
時
、
か
か
る
議
論
で
前
提
さ
れ
て
い
る
の
も
、
「
何
時
で
も

何
処
で
も
誰
に
噛
し
て
も
妥
当
す
る
」
と
云
う
無
制
限
な
妥
当
性
と
し
て
の
普
遍
性
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
愛
の
原
理
は
、
快
、
不
快

の
感
情
を
前
提
し
、
し
か
も
何
に
対
し
て
快
な
い
し
不
快
を
感
じ
る
か
は
、
経
験
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
種
々
の
個
人
に
よ
っ
て
異
な

る
の
み
な
ら
ず
、
同
一
の
綱
人
に
慌
て
も
、
時
と
場
所
の
相
違
に
よ
っ
て
異
な
る
が
故
に
、
法
則
と
は
な
り
得
な
い
、
と
さ
れ
る
時
、
自
愛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
原
理
は
事
実
的
に
無
制
限
な
普
遍
性
を
有
さ
な
い
が
故
に
斥
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
具
体
的
な
道
徳
価
櫨
（
例
え
ば
人
關
の
平
等
性
と
云
っ
た
価
値
）
を
、
何
ら
前
提
す
る
事
な
く
、
「
何
時
で
も
何
処
で
も
誰
に
対

し
て
も
妥
当
す
る
」
と
云
う
無
制
限
な
普
遍
性
の
み
を
拠
り
所
と
し
て
、
自
愛
の
原
理
を
斥
け
る
仕
方
は
、
極
め
て
形
式
的
で
あ
り
、
十

分
に
道
徳
的
な
仕
方
で
、
即
ち
何
ら
か
の
道
徳
的
価
値
に
反
す
る
事
を
明
示
し
て
、
自
愛
の
原
理
を
斥
け
た
事
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
カ
ン
ト
の
手
続
き
に
形
式
的
に
従
え
ば
、
事
実
的
に
無
制
限
な
隠
避
性
を
有
す
る
も
の
、
即
道
徳
的
、
経
験
的
で
特
殊
的
、
偶
然
的

な
る
も
の
、
即
反
道
徳
的
、
と
云
う
事
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
こ
れ
は
道
徳
的
な
も
の
が
無
制
隈
な
普
遍
妥
当
性
を
有
す
る
事
を
暗
黙
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

裡
に
前
提
し
た
議
論
に
し
か
す
ぎ
ず
、
道
徳
的
に
は
極
め
て
不
十
分
な
手
続
き
で
あ
る
と
云
え
る
。
も
し
上
述
の
範
式
の
「
普
遍
的
」
の

意
味
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
無
制
限
な
妥
当
性
の
み
を
意
味
す
る
と
す
れ
ぽ
、
カ
ン
ト
は
具
体
的
に
は
何
ら
道
徳
的
判
定
規
準
を
示
し
て
い

な
い
、
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
G



　
　
　
⇔
　
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
に
於
て
上
述
の
如
き
定
言
的
命
法
の
第
一
範
式
を
導
出
し
た
後
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
し
て
具

　
　
体
的
義
務
を
奪
出
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
導
出
の
仕
方
か
ら
「
普
遍
性
」
の
別
の
意
味
を
推
測
し
得
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
主
と
し

　
　
て
普
遍
性
は
、
「
無
矛
盾
性
」
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
自
分
に
紺
す
る
完
全
義
務
に
反
す
る
例
と
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
自
殺
」
を

　
　
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
そ
の
使
命
が
生
の
促
進
を
す
す
め
る
事
に
あ
る
感
情
に
よ
っ
て
生
そ
の
も
の

　
　
を
破
壊
す
る
事
が
法
則
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
膚
然
は
自
己
自
身
に
矛
盾
し
、
そ
れ
故
自
然
と
し
て
存
続
し
な
い
で
あ
ろ
う
…
…
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
云
う
事
が
直
ち
に
分
る
。
」
即
ち
自
殺
は
、
生
の
促
進
を
す
す
め
る
べ
き
感
情
の
使
命
に
矛
盾
す
る
が
故
に
義
務
に
反
す
る
と
さ
れ
る
の
で

　
　
あ
る
。
又
カ
ン
ト
は
、
他
人
に
対
す
る
完
全
義
務
の
例
と
し
て
、
偽
り
の
約
束
を
し
な
い
事
を
挙
げ
て
い
る
が
、
偽
り
の
約
束
が
斥
け
ら

　
　
れ
る
根
拠
も
、
偽
り
の
約
束
を
す
る
事
が
普
遍
性
を
持
つ
と
し
た
ら
、
約
束
も
、
又
約
束
に
も
と
づ
い
て
立
て
ら
れ
る
目
的
そ
の
も
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
不
可
能
と
な
り
、
自
己
矛
盾
を
有
す
る
と
云
う
事
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
カ
ン
ト
は
、
無
矛
盾
性
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
自
己
矛
矯
を
含
ま
な
い
と
云
う
事
が
、
普
遍
的
法
則
た
り
得
る
根
拠
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
カ
ン
ト
の
議
論
も
矢
張
り
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
事
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
例

　
　
え
ぽ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
如
何
な
る
研
有
も
見
出
さ
れ
な
い
と
云
う
事
は
、
あ
れ
こ
れ
の
假
々
の
民
族
、
家
族
な

　
　
ど
が
存
在
し
な
い
と
云
う
事
と
、
或
い
は
如
何
な
る
人
間
も
生
き
て
い
な
い
と
云
う
事
と
全
く
同
様
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
矛
盾
を
有

　
　
さ
な
い
。
し
か
し
所
有
や
人
問
的
生
が
存
在
し
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
う
事
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
確
立
し
て
お
り
、
前
提
さ
れ
て

　
　
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
盗
み
、
な
い
し
殺
人
を
犯
す
事
は
矛
盾
で
あ
る
。
矛
盾
は
或
る
も
の
と
の
矛
盾
と
し
て
の
み
、
郡
ち
確
固
た
る
原

　
　
理
と
し
て
予
め
根
底
に
あ
る
託
る
内
容
と
の
矛
盾
と
し
て
の
み
生
じ
得
る
。
行
為
は
、
そ
う
し
た
原
理
と
の
関
係
に
於
て
初
め
て
、
そ
れ

　
　
と
一
致
す
る
か
矛
盾
す
る
か
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
通
る
内
容
の
故
に
、
で
は
な
く
、
義
務
そ
の
も
の
と
し
て
の
み
写
せ
ら
る
べ
き
義
務
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
即
ち
形
式
的
同
一
性
は
、
全
て
の
内
容
や
規
定
を
ま
さ
に
排
除
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
」
即
ち
、
自
殺
や
偽
り
の
約
束
が
自
己
矛
盾
で
あ

　
　
る
と
云
う
事
は
、
生
の
促
進
や
約
束
を
守
る
事
が
予
め
正
し
い
と
前
提
さ
れ
て
い
て
初
め
て
云
え
る
事
で
あ
り
、
そ
う
し
た
前
提
な
く
し

193　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
動
機
払
醐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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て
は
、
矛
盾
と
も
云
い
得
な
い
。
し
か
も
生
の
促
進
や
約
束
を
守
る
事
が
正
し
い
と
云
う
根
拠
を
カ
ン
ト
は
何
ら
示
し
て
は
い
な
い
。
結

局
カ
ン
ト
の
形
式
的
無
矛
盾
性
の
立
場
で
は
、
何
ら
具
体
的
義
務
は
導
出
さ
れ
得
な
い
、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
最
近
で

は
、
フ
ラ
ソ
ケ
ナ
も
、
カ
ン
ト
の
提
出
す
る
吟
味
を
通
過
し
な
く
て
も
義
務
で
あ
る
も
の
が
あ
る
し
、
又
逆
に
通
過
し
て
も
義
務
で
あ
り

得
な
い
も
の
が
あ
る
（
例
え
ば
「
君
の
左
の
靴
紐
を
先
に
結
べ
」
と
云
っ
た
格
率
は
、
何
ら
自
己
矛
盾
を
有
さ
な
い
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と

云
っ
て
、
そ
れ
に
従
う
薯
は
義
務
で
は
あ
り
得
な
い
）
か
ら
、
結
局
カ
ン
ト
の
手
続
き
は
、
道
徳
的
格
率
と
非
道
徳
的
格
率
と
を
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
区
別
す
る
規
準
と
は
な
り
得
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
批
判
は
、
カ
ン
ト
の
考
え
が
有
す
る
不
十
分
さ
を
的
確
に
把
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
云
う
事
が
繊
来
る
。
単
に
自
己
矛
鷹
を
含
む
か
否
か
と
云
う
事
だ
け
で
は
、
決
し
て
善
悪
の
判
定
規
準
と
は
な
り
得
な
い
と
云
え
る
。

　
鱒
　
し
か
し
第
一
の
定
言
的
命
法
の
範
式
が
有
す
る
意
味
は
、
単
に
そ
れ
の
み
に
つ
き
る
と
は
云
え
な
い
。
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大

き
く
云
え
ば
カ
ン
ト
は
三
つ
の
範
式
を
提
出
し
て
い
る
と
云
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
根
本
に
於
て
周
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
Q
　
「
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

徳
の
原
理
を
示
す
上
記
の
三
様
式
は
根
底
に
於
て
は
、
ま
さ
に
同
一
の
法
則
の
三
範
式
に
す
ぎ
な
い
。
」
そ
し
て
具
体
的
に
理
由
を
示
し

て
・
第
一
の
範
式
と
第
二
の
範
式
と
が
・
渠
に
於
て
同
一
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
麓
・
即
ち
・
策
一
範
式
の
「
普
遍
的
法

則
に
な
り
得
る
格
率
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」
と
云
う
事
は
、
　
、
全
て
の
理
性
的
存
在
者
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
よ
う
な
格
率
に
従
っ

て
行
為
せ
よ
」
と
云
う
事
で
あ
り
、
こ
の
事
は
、
第
二
範
式
の
「
理
性
的
存
在
者
は
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、

常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
云
う
事
と
岡
じ
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
で
考
え
れ
ば
、

普
遍
性
と
云
う
事
は
、
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
を
等
し
く
重
ん
ず
べ
き
事
を
説
い
た
も
の
と
し
て
考
え
る
事
が
出
来
る
。
普
遍
性
の

要
求
の
根
底
に
は
、
単
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
さ
る
べ
き
で
は
な
い
客
観
的
旨
的
、
目
的
自
体
と
し
て
の
人
閤
を
、
等
し
く
重
ん
ず
べ

き
で
あ
る
と
云
う
平
等
性
の
要
求
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
平
等
性
と
云
う
道
徳
的
価
値
を
前
提
す
れ
ば
、

e
で
述
べ
た
道
徳
法
則
の
無
鉱
油
な
普
遍
妥
当
性
の
主
張
も
理
解
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
世
界
に
於
て
は
、
皮
膚
の
色
の
違
い
、

国
籍
の
違
い
、
身
分
の
違
い
、
貧
富
の
違
い
、
才
能
、
能
力
の
違
い
、
な
ど
、
種
々
、
人
を
差
別
す
る
も
の
が
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い



　
　
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
道
徳
的
規
準
に
も
と
つ
く
区
別
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
区
別
に
関
係
な
く
、
道
徳
的
主
体
と
し
て

　
　
の
人
間
を
等
し
く
尊
重
す
る
事
が
道
徳
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
貧
し
い
か
ら
、
身
分
が
低
い
か
ら
、
と
云
っ
て
人
を
差
別
待
遇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
し
た
り
、
国
籍
が
違
う
か
ら
、
と
云
っ
て
虐
待
し
た
り
す
る
事
は
、
反
道
徳
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
人
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。
」

　
　
と
云
う
道
徳
法
則
が
、
日
本
人
同
志
の
間
で
は
雲
粒
す
る
が
、
外
国
人
と
の
関
係
に
於
て
は
無
視
し
て
も
よ
い
、
と
云
う
事
に
で
も
な
れ

　
　
ぽ
、
世
界
市
民
と
し
て
の
人
間
の
平
等
性
は
、
等
閑
に
さ
れ
て
し
ま
う
事
に
な
る
。
こ
う
し
た
関
連
で
考
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
無
制
限
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
玉
）

　
　
普
遍
妥
嶺
性
の
主
張
も
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。
又
カ
ン
ト
は
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
に
於
て
、
善
意
志
は
努
力
し
て
、
仮
令
何
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
成
果
を
あ
げ
え
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
絶
紺
的
価
値
を
有
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
主
張
の
背
後
に
も
人
閥
の
平

　
　
等
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
現
実
の
人
間
に
は
才
能
、
能
力
の
違
い
が
あ
り
、
又
偶
然
的
な
事
情
が
あ
る
が
故
に
、

　
　
二
人
の
人
が
同
じ
く
道
徳
的
に
正
し
い
裏
の
実
現
を
目
指
し
た
に
し
て
も
、
そ
の
二
人
の
人
が
全
く
問
じ
成
果
を
あ
げ
る
と
云
う
事
は
あ

　
　
り
得
な
い
Q
し
か
し
道
徳
的
に
正
し
い
薯
が
意
図
さ
れ
る
限
り
、
結
果
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
絶
対
の
上
値
を
有
す
る
と
主
張
さ
れ
る
限
り
、

　
　
人
間
の
価
値
は
、
自
由
に
よ
っ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
生
れ
つ
き
の
素
質
や
偶
然
の
事
情
に
依
存
せ
ず
、
そ
れ
ら
か
ら
独
立
に
評
価
さ

　
　
れ
る
事
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
カ
ン
ト
は
善
意
志
に
関
す
る
か
か
る
主
張
に
よ
っ
て
、
生
れ
つ
き
の
素
質
や
偶
然
的
事
情
に

　
　
よ
る
人
間
の
差
別
化
が
、
道
徳
的
観
点
か
ら
は
、
何
の
意
味
も
持
た
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
明
白
な
表
現
が
な
い
に

　
　
せ
よ
、
カ
ン
ト
に
於
て
人
間
の
平
等
性
が
道
徳
の
根
本
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
勿
論
、
自
殺
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
か
、
約
束
を
守
る
べ
き
で
あ
る
、
と
か
云
っ
た
具
体
的
義
務
が
、
普
遍
性
“
平
等
性
と
解
し
て
も

　
　
依
然
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
導
出
さ
れ
得
な
い
事
は
明
白
で
あ
る
。
カ
ソ
塾
が
述
べ
て
い
る
普
遍
性
が
全
て
平
等
性
の
意
味
に
還
元
出
来
る
、

　
　
と
愛
う
訳
で
も
な
い
Q
し
か
し
、
カ
ン
ト
が
道
徳
的
な
も
の
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
主
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
単
な
る
物
件
と
は
異
な
る

　
　
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
を
等
し
く
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
平
等
性
の
要
求
に
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
又
、
そ
う
し
た
平
等
性

　
　
の
要
求
を
、
普
遍
性
の
背
後
に
前
提
す
る
場
合
に
の
み
普
遍
性
の
主
張
は
、
道
徳
的
意
味
を
有
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し

泌
　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
船
型
機
狐
謂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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こ
の
様
に
考
え
る
事
が
許
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
種
々
の
批
判
に
も
拘
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
の
倫
理
は
、
ζ
o
邑
即
野
と
ω
一
蓬
ざ
げ
犀
Φ
詳
を
区
別

し
、
憩
け
無
。
ぴ
犀
Φ
潔
を
、
よ
り
高
い
立
場
と
み
な
す
事
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
は
当
時
の
プ
ロ
シ
ア
の
在
り
方
を
肯
定
す
る
事
に
も
な
り

か
ね
な
い
へ
！
ゲ
ル
の
考
え
方
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
（
－
）
　
O
．
N
．
阜
羅
．
昏
○
り
‘
ア
カ
デ
ミ
…
版
一
く
”
G
o
．
禽
b
O
ド
（
以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
　
の
引
用
は
、
・
盆
て
ア
カ
デ
ミ
ー
版
に
よ
る
。
）
な
お
他
｝
の
二
つ
の

　
　
　
籍
式
は
、
「
君
の
人
格
及
び
他
の
全
て
の
人
格
に
於
け
る
人
闘
性
を
、
常
に
岡
時
に
擦
的
と
し
て
用
い
、
決
し
て
単
に
手
段
と
し
て
用
い
な
い
よ
う

　
　
　
に
行
為
せ
よ
Q
」
（
同
く
Ψ
ω
璽
魁
卜
⊃
Φ
）
と
、
「
意
志
は
、
そ
の
絡
率
に
よ
っ
て
自
己
黒
身
を
同
晴
に
、
普
逓
的
に
立
法
的
で
あ
る
と
、
み
な
し
得
る
よ
う

　
　
　
に
行
為
せ
よ
Q
」
（
H
＜
罐
ω
．
脚
ω
心
）
と
で
あ
る
Q

　
（
2
）
　
「
我
々
の
行
為
の
格
率
が
普
遍
的
法
則
に
な
る
購
が
意
憲
さ
れ
得
ね
ば
な
ら
な
い
Q
こ
の
蓼
が
行
為
】
般
の
道
徳
的
判
定
の
規
準
で
あ
る
。
」

　
　
　
（
囲
く
凸
ω
．
爵
魁
）
又
、
定
言
的
命
法
の
三
つ
の
範
式
を
箆
丸
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
道
徳
的
判
定
に
於
て
は
、
常
に
厳

　
　
　
密
な
方
法
に
従
っ
て
為
さ
れ
、
『
岡
暁
に
普
遍
酌
法
硝
に
な
さ
れ
得
る
格
率
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
臨
と
云
う
、
定
心
二
選
法
の
普
遍
的
範
式
が
根

　
　
　
拠
に
さ
れ
る
の
が
、
よ
り
一
繕
よ
い
Q
」
（
H
＜
Ψ
　
G
α
．
　
農
G
Q
①
1
湛
ω
刈
）
．

　
（
3
）
ρ
N
璽
（
ピ
㌶
＾
轡
し
。
二
目
く
”
ω
．
ω
c
。
ρ

　
（
4
）
　
＜
”
ω
■
い
⊃
G
月
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
（
5
）
　
勿
論
、
正
義
な
ら
正
義
、
真
実
な
ら
真
実
と
云
う
道
徳
的
価
値
が
客
観
性
を
有
し
、
普
遍
妥
当
性
を
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
事
は
、
云
う
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
も
な
い
が
、
し
か
し
、
事
実
と
し
て
普
逓
妥
当
的
で
な
い
が
故
に
、
窺
愛
の
原
理
が
斥
け
ら
れ
る
晧
、
事
実
と
し
て
普
遍
妥
当
酌
で
な
い
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
全
て
、
道
徳
法
則
で
は
あ
り
得
な
い
泰
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
真
実
な
ら
真
実
と
云
う
道
徳
的
価
値
も
、
篤
実
と
し
て
普
遍
妥
当
的

　
　
　
で
な
い
事
が
示
さ
れ
得
れ
ば
、
道
徳
的
価
値
を
有
さ
な
い
事
に
な
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
章
の
注

　
　
　
（
1
5
）
を
参
照
さ
れ
た
い
Q

　
（
6
）
　
囲
く
’
G
Q
．
爵
亦
。
曜

　
（
7
）
一
く
》
ω
．
島
紳

　
（
8
）
　
な
お
、
不
完
全
義
務
の
場
余
に
は
、
単
に
「
無
矛
盾
性
」
と
云
う
事
が
、
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
普
遍
的
法
則
に
な
る
審
を
欲
し

　
　
　
得
る
か
否
か
し
が
、
根
拠
に
な
っ
て
い
る
が
、
（
囲
く
“
ω
幽
爵
駆
。
一
夏
躰
）
「
無
矛
盾
性
」
以
上
に
、
不
明
確
で
、
義
務
を
灘
繊
す
る
客
観
的
原
理
と
な
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り
得
な
い
と
思
う
の
で
、
こ
の
論
文
に
於
て
は
、
省
略
す
る
。

（
9
）
O
§
廷
葱
讐
島
q
写
皿
冨
。
喜
冨
盛
湧
菊
8
ロ
β
灘
ら
。
9
ω
談
叢
§
暮
く
・
曇
σ
q
い
メ
ω
．
謡
。
。
6

（
1
0
）
　
乏
．
囚
。
即
き
留
器
”
彰
露
鼻
℃
■
卜
。
メ

（
1
1
）
　
の
で
述
べ
た
無
制
限
な
普
遍
妥
当
性
と
云
う
意
味
で
の
普
遍
性
と
、
こ
こ
で
述
べ
た
無
矛
盾
性
と
云
う
意
味
で
の
普
遍
性
と
が
、
す
で
に
内
容

　
　
的
に
異
な
る
事
は
、
明
白
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
ま
ず
行
為
の
格
率
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
が
自
己
矛
盾
を
有
す
る
事
を
指
摘
す
る
墓
に
よ
っ
て
、

　
　
具
体
酌
な
完
全
義
務
を
導
角
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
偽
り
の
約
束
を
す
る
人
の
格
率
を
次
の
様
に
示
し
て
い
る
。
　
「
私
は
金
に
困
っ
て
い
る
と
思

　
　
う
時
．
に
は
、
金
を
借
り
、
返
せ
な
い
購
を
知
っ
て
い
て
も
、
返
す
事
を
約
爽
す
る
。
」
（
○
．
純
．
島
■
ζ
．
盛
◆
ω
↓
混
く
》
ω
鯵
湛
ト
り
昏
⊃
）
そ
し
て
、
こ
れ
が
自
巴

　
　
矛
盾
を
有
す
る
が
故
に
、
義
務
に
反
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
Q
し
か
し
、
こ
の
格
率
が
O
の
意
味
で
の
普
遍
性
を
有
さ
な
い
鐵
は
初
め
か
ら
明

　
　
ら
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
う
し
た
格
率
は
、
金
を
得
よ
う
と
云
う
欲
求
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
欲
求
一
般
が
経
験
的
、
偶
然
的
で
あ

　
　
る
限
り
、
普
遍
妥
当
性
を
有
さ
な
い
事
は
、
初
め
か
ら
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
C
⇒
の
無
矛
盾
性
の
立
場
に
於
て
は
、
多
少
な
り
と
も
、
欲
求
の
内

　
　
容
へ
の
考
察
が
加
わ
っ
て
い
る
と
は
云
え
、
e
の
無
制
限
な
普
遍
性
の
立
場
は
、
自
愛
の
原
理
の
否
定
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
欲
求
の
具
体

　
　
的
内
容
の
道
徳
性
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、
内
容
が
ど
う
で
あ
れ
、
欲
求
は
～
般
に
快
、
不
快
の
感
情
に
も
と
づ
き
、
し
か
も
快
、
不
快
の

　
　
感
情
は
、
経
験
的
で
あ
る
が
故
に
、
普
遍
的
で
は
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
『
実
践
理
性
批
覇
』
の
議
論
に
於
て
は
、
こ
う
し
た
欲
求

　
　
一
望
を
斥
け
る
無
制
限
な
普
遍
性
を
意
味
す
る
普
遍
的
立
法
形
式
が
導
繊
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
形
式
が
実
質
を
制
限
す
る
根
拠
で
あ
る
と
國
蒔
に
、

　
　
実
質
を
意
憲
に
付
加
す
る
根
拠
で
も
あ
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
が
（
＜
”
の
．
ω
蒔
）
、
欲
求
の
内
容
の
道
徳
性
を
問
題
に
せ
ず
、
欲
求
一
叢
を
経
験
的

　
　
な
る
が
故
に
斥
け
る
無
髄
限
な
普
逓
性
に
適
つ
た
実
質
は
、
決
し
て
あ
り
得
る
は
ず
が
な
い
と
思
わ
れ
る
Q
普
靱
性
の
意
味
を
「
す
り
換
え
る
」

　
　
事
に
よ
っ
て
、
初
め
て
カ
ン
ト
は
、
「
実
質
し
を
付
加
す
る
箏
が
出
来
た
の
で
あ
る
Q

（
1
2
）
　
ρ
磐
窪
ζ
．
α
．
ω
こ
H
＜
》
G
o
．
お
①
■

（
1
3
）
　
謹
儒
．
¢
お
↓
1
齢
。
◎
・

（
1
4
）
　
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
輪
で
、
身
分
の
低
い
入
で
も
、
道
徳
的
に
自
分
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
人
に
対
し
て
は
、
尊
敬
を
感
じ
ざ
る
を
得
な

　
　
い
、
と
云
っ
て
い
る
が
（
＜
9
ω
■
謡
）
、
身
分
の
高
低
と
、
道
徳
性
と
が
、
何
ら
本
質
的
関
遠
を
有
さ
な
い
慕
を
認
め
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思

　
　
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
の
動
機
論

六
七
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八

（
1
5
）
　
し
か
し
、
個
々
の
具
体
的
義
務
の
普
遍
妥
当
性
が
強
調
さ
れ
す
ぎ
る
と
、
問
題
も
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
Q
例
え
ば
、
カ
ン
ト
は
、
　
…
七
九
七
年

　
　
に
出
版
さ
れ
た
小
論
文
q
守
ミ
，
恥
匙
墓
ミ
三
一
ミ
題
肉
ミ
款
篤
亀
婁
さ
謹
ら
、
N
§
吟
歩
恥
N
ミ
ミ
ぴ
q
§
（
＜
自
H
二
Q
o
．
蕗
O
o
一
料
Q
◎
O
）
に
於
て
、
「
陳
述
に
於
け
る
真
実

　
　
性
は
、
全
て
の
人
間
に
対
す
る
、
人
悶
の
形
式
的
義
務
で
あ
り
、
彼
や
、
他
人
に
そ
の
薯
か
ら
、
ど
れ
程
大
き
な
不
利
益
が
生
じ
よ
う
と
も
そ
う

　
　
で
あ
る
。
」
（
G
り
曜
蕗
⑦
）
と
述
べ
、
更
に
、
殺
人
者
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
我
々
の
左
入
が
家
に
逃
げ
込
ま
な
か
っ
た
か
否
か
、
と
我
々
に
、

　
　
そ
の
殺
人
者
が
問
い
た
だ
し
た
場
含
で
も
、
我
々
は
真
実
を
告
げ
る
べ
き
だ
と
云
っ
て
い
る
。
韻
々
の
具
体
的
義
務
の
普
遍
妥
当
性
が
主
張
さ
れ

　
　
る
限
り
、
こ
う
し
た
帰
結
は
、
必
然
的
で
あ
る
と
も
云
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
帰
繕
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
事
は
、
出
来
な
い
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。
勿
論
上
述
の
よ
う
な
場
含
、
積
極
的
に
嘘
を
云
っ
て
よ
い
、
と
云
う
薯
は
帰
結
し
な
い
Q
し
か
し
単
に
嘘
を
つ
か
な
け
れ
ば
そ
れ
で
よ

　
　
い
、
と
も
云
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
峯
o
o
蛋
縞
目
ε
≦
⊃
【
副
は
、
『
倫
理
学
』
於
て
、
価
値
対
立
（
ノ
＜
Φ
【
戸
隠
O
鐸
h
一
諜
（
葭
①
）
（
G
Q
．
潜
節
O
）

　
　
と
規
定
し
て
い
る
Q
道
徳
的
対
立
は
、
道
徳
的
な
も
の
と
、
反
道
徳
的
な
も
の
と
の
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
　
一
つ
の
状
況
で
二
つ
の
道
徳
的
価
値

　
　
同
志
が
、
対
立
す
る
と
嚢
つ
た
事
も
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
一
方
の
道
徳
的
価
値
を
選
ぶ
禦
が
、
他
方
の
道
徳
的
価
値
を
無
視

　
　
す
る
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
う
の
で
あ
る
◎
カ
ン
ト
の
上
述
の
場
合
は
、
真
実
を
欝
げ
る
、
と
云
う
道
徳
的
価
値
と
、
友
人
の
生
命
を

　
　
守
る
、
と
煮
う
道
徳
的
価
値
と
が
対
立
し
、
　
～
方
を
選
ぶ
購
が
、
他
方
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
っ
た
状
況
で
あ
る
泰
に
な
る
。
カ
ン
ト

　
　
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
真
実
を
告
げ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
道
徳
的
籐
値
の
側
面
か
ら
の
み
、
み
て
い
る
が
、
逆
に
、
友
人
の
生
命
を
守
る
、

　
　
と
云
う
道
徳
的
価
値
の
一
期
か
ら
み
る
審
も
繊
来
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
側
面
か
ら
の
考
慮
が
、
こ
の
状
況
で
は
、
む
し
ろ
道
徳
的

　
　
に
優
先
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
Q
カ
ン
ト
は
、
議
長
の
具
体
的
義
務
の
普
遍
妥
当
性
を
信
じ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た

　
　
嫡
値
対
立
の
状
況
に
於
て
は
、
エ
カ
の
義
務
は
無
視
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
あ
り
、
文
掌
通
り
の
普
遍
性
は
、
成
立
し
得
な
い
、
と
ゑ
え
る
訳

　
　
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
義
務
の
普
遍
妥
当
性
を
強
調
す
る
の
は
、
我
々
が
と
か
く
、
自
分
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
法
則
に
例
外
を
設
け
た
が
る
と
云

　
　
う
鄭
に
あ
る
（
Ω
●
N
・
〔
劉
ζ
．
阜
ω
二
瞬
く
喧
o
o
．
蒔
濾
）
が
、
等
三
§
m
｝
塁
の
脂
註
す
る
よ
う
な
価
擁
紺
立
を
、
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
泰
は
、

　
　
否
定
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
6
）
　
囲
く
一
O
o
“
ω
④
餅

二
、
道
徳
性
と
適
法
性
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上
に
述
べ
た
よ
う
に
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
問
の
平
等
性
が
前
提
さ
れ
る
時
、
カ
ン
ト
の
善
悪
の
判
定
規
準
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義

を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
単
に
そ
う
し
た
判
定
規
準
に
適
っ
て
い
る
の
み
で
は
、
行
為
は
未
だ
蔓
穂
的

価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
「
行
為
の
全
道
徳
的
価
値
の
本
質
は
、
道
徳
法
則
が
直
接
的
に
意
志
を
規
定
す
る
事
に
か
か
っ

て
い
る
。
意
志
規
定
が
成
る
程
、
道
徳
法
鋼
に
適
合
し
て
い
て
も
、
し
か
し
、
道
徳
法
則
が
意
志
の
十
分
な
規
定
根
拠
に
な
る
た
め
に
前

提
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
何
ら
か
の
種
類
の
感
情
を
媒
介
に
し
て
の
み
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
従
っ
て
法
則
の
故
に
生
じ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
は
成
る
程
適
法
性
を
有
す
る
が
、
し
か
し
道
徳
性
を
有
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
即
ち
、
仮
令
行
為
の
仕
方
が
道
徳
法

則
に
適
っ
て
い
て
も
、
し
か
し
行
為
を
為
す
動
機
が
十
分
に
道
徳
的
で
な
い
な
ら
ぽ
、
行
為
は
適
法
性
を
得
る
の
み
で
、
未
だ
十
分
に
道

徳
的
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
適
法
的
行
為
を
可
能
な
ら
し
め
る
動
機
は
、
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
と
云
え
る
。
即
ち
、
自
分
の
利
益
を
考
慮
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
適
法
的
行
為
を
為
す
場
合
と
、
適
法
的
行
為
に
対
し
て
密
接
的
傾
向
を
有
す
る
が
故
に
、
そ
れ
を
為
す
場
合
で
あ
る
。
前
着
が
斥
け
ら

れ
る
理
由
は
明
由
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
頃
。
奮
ω
受
置
注
Φ
ぴ
Φ
馨
唱
○
瞭
。
零
と
云
わ
れ
る
様
に
、
正
直
で
あ
る
事
が
、
長
い
眼

で
み
れ
ば
結
局
は
他
人
の
儒
頼
を
か
ち
得
、
色
分
の
利
益
に
も
な
る
が
故
に
推
奨
さ
れ
る
と
云
っ
た
事
は
、
実
際
に
有
り
得
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
正
直
で
あ
る
事
が
道
徳
的
で
あ
る
隈
り
、
こ
う
し
た
在
り
方
は
適
法
性
を
着
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
義
務
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
つ
い
て
誠
実
で
あ
る
の
と
、
不
利
な
結
果
へ
の
憂
慮
か
ら
誠
実
で
あ
る
こ
と
と
は
、
金
く
別
の
事
で
あ
り
」
、
自
分
の
利
益
に
な
る
が
故

に
道
徳
的
行
為
が
為
さ
れ
る
と
云
う
の
で
は
、
野
分
の
利
益
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
、
何
時
反
道
徳
的
行
為
が
為
さ
れ
る
事
に
な
る
と
も

限
ら
な
い
。
仮
令
或
る
場
合
に
は
自
分
の
利
益
と
道
徳
的
に
正
し
い
行
為
と
が
一
致
す
る
事
が
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
両
者
の
間
に
本

質
的
関
連
が
あ
る
訳
で
は
な
い
Q
む
し
ろ
単
な
る
自
分
の
利
益
追
求
を
離
れ
た
所
に
道
徳
的
在
り
方
は
成
立
す
る
。
従
っ
て
自
分
の
利
益

を
考
慮
す
る
立
場
か
ら
適
法
的
行
為
が
為
さ
れ
る
の
で
は
、
道
徳
的
に
は
不
十
分
だ
と
云
え
る
訳
で
あ
る
。
後
者
の
、
適
法
的
行
為
に
対

し
て
直
接
的
傾
向
を
有
す
る
場
合
が
斥
け
ら
れ
る
理
由
は
、
更
に
二
通
り
に
分
け
て
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
が
、

カ
ン
ト
の
動
機
論

六
九
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醸
造
に
対
す
る
義
務
と
し
て
述
べ
た
生
命
を
維
持
す
る
事
や
自
分
の
素
質
を
伸
ば
す
場
合
と
、
他
人
に
対
す
る
間
接
的
義
務
と
し
て
述
べ

ら
れ
た
、
他
人
の
幸
福
を
促
進
す
る
場
合
と
に
、
で
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
確
か
に
我
々
は
生
命
を
維
持
す
る
事
や
、
自
分
の
素
質
を
喜
ば
す
事
に
対
し
て
蔑

接
的
傾
向
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
生
命
を
維
持
す
る
事
や
自
分
の
素
質
を
伸
ば
す
事
が
義
務
で
あ
る
隈
り
、
そ
う
し
た
直
接
的
傾
向
に
従

う
事
は
適
法
性
を
有
す
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
二
つ
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
こ
う
し
た
直
接
的
傾
向
は
根
底
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

於
て
は
自
己
中
心
的
で
あ
り
、
自
分
の
幸
福
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
自
分
の
幸
福
と
道
徳
と
の
閾
に
は
、
少
く
と
も
直
接
的
に
は
何

ら
本
質
的
関
係
は
な
い
。
従
っ
て
こ
う
し
た
直
接
的
傾
向
に
無
条
件
に
従
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
何
時
反
道
徳
的
行
為
に
導
か
れ
る
か
分

ら
な
い
。
　
（
例
え
ば
他
人
の
生
命
を
害
っ
て
も
自
分
の
生
を
維
持
す
る
と
云
っ
た
場
合
と
か
、
陵
学
研
究
に
熱
心
な
余
り
．
生
体
実
験
を

す
る
と
云
っ
た
場
合
。
）
第
二
に
仮
令
、
そ
う
し
た
事
が
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
単
に
そ
う
し
た
直
接
的
傾
向
に
従
っ
て
い
る
の
み
で
は
、

他
の
道
徳
酌
義
務
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
危
険
が
絶
え
ず
あ
る
。
　
（
例
え
ば
、
自
分
の
安
全
を
念
ず
る
余
り
、
不
正
を
見
て
見
ぬ
ふ
り

を
す
る
場
合
と
か
、
学
究
に
熱
心
な
余
り
、
他
人
に
冷
酷
で
、
そ
の
不
幸
を
顧
み
な
い
、
と
云
っ
た
場
合
。
）

　
次
に
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
我
々
は
確
か
に
他
人
に
対
し
て
同
情
や
愛
情
を
感
じ
る
が
故
に
、
親
切
に
す
る
事

が
あ
る
。
こ
う
し
た
同
情
や
愛
清
は
、
結
局
は
直
接
的
傾
向
で
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
上
述
の
自
己
保
存
の
傾
向
な
ど
に
較
べ
れ
ば
道
徳

的
観
点
か
ら
し
て
も
蓬
か
に
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
Q
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
単
に
同
情
や
愛
情
だ
け
に
も
と
づ
い
て
行

為
す
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
理
由
を
推
灘
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
矢
張
り
二
つ
ぽ
か
り
考
え
ら

れ
る
。
第
一
に
も
し
同
情
と
か
愛
情
と
か
が
十
分
に
道
徳
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
に
親
切
を
尽
く
す
事
の
必
要
度
と
、
同
情
や
愛
情

が
生
じ
る
事
と
の
間
に
は
、
完
全
な
正
比
例
関
係
が
成
立
す
る
と
云
え
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
事
は
な
い
。
A
な
ら
A
と
云
う
人
に
親

切
を
尽
く
す
事
が
道
徳
的
に
必
要
な
事
が
分
っ
て
い
て
も
、
周
情
ど
こ
ろ
か
、
反
感
、
嫌
悪
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
と
云
っ
た
事
が
よ
く

あ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
周
情
や
愛
情
だ
け
で
は
状
況
の
正
し
い
道
徳
的
関
係
が
識
別
出
来
ず
、
適
切
な
処
理
を
誤
る
事
が
あ
る
。
例
え
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ぽ
道
徳
的
に
悪
い
人
に
対
し
て
も
岡
多
や
愛
情
は
生
じ
、
し
か
も
そ
れ
が
悪
い
人
を
更
正
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
ま
す
ま
す
悪

く
し
て
し
ま
う
事
が
あ
る
。
し
か
も
そ
う
し
て
岡
情
な
り
愛
情
な
り
を
抱
い
て
い
る
人
自
身
を
道
徳
的
に
堕
落
さ
せ
て
し
ま
う
事
も
あ
る
。

不
良
息
子
に
対
す
る
母
親
の
溺
愛
は
、
患
子
の
み
な
ら
ず
母
親
自
身
の
身
ま
で
も
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
事
も
あ
る
。
同
惰
や
愛
情
は
、
全
く

道
徳
的
で
は
な
い
、
と
し
て
斥
け
る
必
要
は
な
い
が
、
し
か
し
同
情
や
愛
情
だ
け
で
行
為
す
る
の
で
は
、
或
る
場
合
に
は
反
道
徳
的
な
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

為
に
導
か
れ
る
事
も
あ
る
し
不
十
分
だ
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
様
に
自
分
の
利
益
に
せ
よ
、
直
接
的
傾
向
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
道
徳
的
行
為
を
為
す
動
機
で
あ
る
限
り
、
そ
う
し
た
行
為
は
適
法

性
し
か
有
さ
ず
、
真
の
道
徳
的
価
値
を
有
し
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
ど
の
様
に
行
為
す
る
場
舎
、
真
の
道
徳
性
が
得
ら
れ

る
の
か
？
　
自
分
の
利
益
に
な
る
か
否
か
に
関
せ
ず
、
又
他
人
に
愛
情
な
い
し
嫌
悪
を
感
じ
て
い
よ
う
と
、
そ
う
し
た
事
に
関
係
せ
ず
、

道
徳
的
な
も
の
を
そ
れ
自
体
で
重
ん
じ
、
正
し
い
事
を
、
そ
れ
が
正
し
い
が
故
に
為
そ
う
と
す
る
揚
合
、
換
言
す
れ
ぽ
、
道
徳
法
則
が
実

際
に
正
し
い
行
為
を
為
す
根
拠
、
意
志
の
現
実
的
規
定
根
拠
と
な
る
場
合
に
、
初
め
て
真
の
道
徳
性
が
成
立
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
厨
く
■
鐸
剛
F
＜
‘
＜
り
¢
遭
’

（
2
）
　
の
．
N
e
鐸
竃
．
α
■
ω
●
仏
く
哺
O
Q
事
。
。
ミ
．

（
3
）
薫
（
r
ω
誌
O
卜
。
■

（
4
）
　
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
（
く
“
ψ
貿
）
寝
分
の
素
質
を
伸
ば
す
傾
向
も
、
快
の
感
情
に
も
と
つ
く
限
り
、
野
鴨
、
窃
己
幸
揺
に

　
関
係
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
5
）
　
カ
ン
ト
は
、
直
接
的
傾
向
に
も
と
つ
く
適
法
性
の
場
合
を
、
斥
け
る
理
由
を
、
い
ち
い
ち
述
べ
て
い
な
い
Q
し
か
し
「
欲
求
や
傾
向
は
禽
然
約

　
原
園
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
全
く
異
な
る
起
源
を
有
す
る
道
徳
法
事
と
繊
然
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
…
…
」
（
零
α
■
｝
）
胴
く
こ

　
く
”
ψ
G
。
癖
）
と
か
、
「
道
徳
的
に
善
で
あ
る
べ
き
も
の
に
於
て
は
、
そ
れ
が
道
徳
法
期
に
適
合
し
て
い
る
と
云
う
事
だ
け
で
は
、
十
分
で
は
な
く
、

　
道
徳
法
期
の
故
に
生
じ
る
と
云
う
事
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
か
の
適
靭
性
は
、
非
常
に
偶
然
的
で
、
不
確
実
で
あ
る
に
す
ぎ
な

カ
ン
ト
の
動
機
論

七
一
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七
二

い
。
非
道
徳
的
な
根
拠
も
成
る
程
時
に
は
適
法
的
行
為
を
生
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
大
抵
は
、
反
道
徳
的
行
為
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ

る
O
」
（
（
○
．
N
．
伍
」
≦
．
〔
則
ω
こ
掃
く
〕
ω
●
ら
。
O
O
）
と
か
、
　
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
っ
て
皆
々
の
場
合
を
考
え
て
み
た
Q

三
、
9
ゆ
窪
ω
客
Φ
お
環
拶
α
q
と
ヨ
需
Z
①
戯
戴
雷
α
q

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
方
に
反
対
し
て
、
シ
ラ
ー
は
次
の
様
な
風
刺
詩
を
作
っ
た
。

　
「
毒
ん
で
私
は
友
に
仕
え
る
。
し
か
し
生
憎
私
は
喜
ん
で
そ
う
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
私
は
畠
分
が
有
徳
な
人
間
で
は
な
い
の
か
と
疑

い
悩
ま
さ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
次
の
様
な
解
答
が
与
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
君
の
唯
一
の
方
策
は
、
友
を
全
く
軽
蔑
し
、
そ
れ
か
ら
嫌
々
な
が
ら
、
君
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

義
務
が
雪
に
命
ず
る
事
を
為
す
よ
う
に
努
め
る
事
だ
。
」

　
前
に
述
べ
た
様
に
カ
ン
ト
は
直
接
的
傾
向
だ
け
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
の
で
は
、
道
徳
的
価
値
を
有
し
な
い
と
考
え
て
い
た
。
従
っ

て
友
情
や
愛
情
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
だ
け
で
は
、
道
徳
的
価
値
を
有
し
な
い
事
に
な
る
。
シ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
方
に

反
対
し
て
、
こ
の
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
喜
ん
で
友
達
の
た
め
に
仕
え
た
い
が
、
そ
う
す
る
と
カ
ン
ト
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
道
徳
的

緬
値
を
有
さ
な
い
事
に
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
そ
の
友
達
を
嫌
お
う
と
努
め
、
そ
の
後
、
嫌
々
な
が
ら
、
友
に
仕
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
皮
肉
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
皮
肉
を
カ
ン
ト
に
浴
び
せ
る
時
、
シ
ラ
ー
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
道
徳
的
に
正

し
い
行
為
を
喜
ん
で
為
そ
う
と
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
揚
合
に
は
、
行
為
は
全
く
道
徳
的
価
値
を
持
た
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

想
定
し
て
い
る
と
訟
え
る
。

　
し
か
し
、
シ
ラ
ー
の
そ
う
し
た
想
定
自
身
が
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
見
解
の
誤
解
に
も
と
つ
く
と
し
て
、
カ
ン
ト
を
弁
護
す
る
人
も
あ
る
の

で
あ
る
。
類
」
H
℃
簿
。
鄭
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
説
を
、
次
の
様
に
要
約
し
て
い
る
。
「
0
行
為
は
、
ま
さ
し
く
義
務
を
果
そ

う
と
す
る
意
志
か
ら
生
じ
る
場
合
に
於
て
の
み
善
で
あ
る
。
口
我
々
は
、
義
務
を
果
そ
う
と
す
る
意
志
が
、
傾
向
の
如
何
な
る
支
持
が
な



く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
十
分
で
有
り
得
た
と
信
じ
る
場
合
以
外
、
行
為
が
善
で
あ
る
、
と
確
信
す
る
事
が
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
い
。
⇔
そ
う
し
た
信
念
は
行
為
を
為
そ
う
と
す
る
藏
接
的
傾
向
が
存
在
し
な
い
場
合
以
外
、
危
険
で
あ
る
。
」
更
に
次
の
様
に
続
け
て

い
る
。
　
「
カ
ン
ト
の
説
は
、
も
し
我
々
の
行
為
が
善
で
あ
る
べ
き
な
ら
ば
、
義
務
の
動
機
が
傾
向
と
同
時
に
存
在
し
、
し
か
も
規
定
要
素

（
鯵
の
鳥
Φ
8
H
落
口
ぎ
σ
q
鍵
9
0
村
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
傾
向
が
義
務
の
動
機
と
同
時
に
存
在
す
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
3
）

ら
ば
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
行
為
は
善
で
は
有
り
得
な
い
、
と
云
う
李
は
彼
の
説
の
補
題
で
あ
る
。
」
カ
ン
ト
は
確
か
に
直
接
的
傾
向
だ
け

に
も
と
づ
い
て
適
法
的
行
為
を
し
て
も
十
分
に
道
徳
的
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
全
て
の
家
畜
的
傾
向
を
排
除
し
て
行
為
せ
よ
、

と
云
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
義
務
を
果
そ
う
と
す
る
意
志
が
、
仮
令
直
接
的
傾
向
が
無
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
道
徳
的
に
正
し
い
行
為

を
生
じ
さ
せ
る
程
、
決
定
的
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
事
が
確
実
な
ら
ば
、
直
接
的
傾
向
が
存
在
し
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
善
で
あ
る
、

と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
た
と
一
ム
う
の
で
あ
る
。
顕
ヵ
①
ぎ
禽
も
、
カ
ン
ト
自
身
が
、
シ
ラ
ー
の
様
な
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
面
を
有
し
て
い

た
事
を
認
め
な
が
ら
も
、
結
局
は
℃
象
○
昌
と
同
じ
結
論
を
下
し
て
い
る
。
一
，
『
義
務
に
も
と
つ
く
』
行
為
に
本
来
対
立
す
る
も
の
は
、
カ
ン

ト
に
よ
れ
ぽ
、
傾
向
と
共
に
行
為
す
る
事
（
畠
ω
頃
碧
審
ぎ
ヨ
詳
Z
Φ
一
σ
q
舅
ぴ
q
）
で
は
な
く
、
『
傾
向
に
も
と
づ
い
て
』
（
震
ω
Z
蝕
σ
q
量
σ
q
）

行
為
す
る
事
で
あ
る
。
こ
の
対
立
の
み
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
道
徳
的
に
善
い
行
為
と
善
く
な
い
行
為
と
の
区
別
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ

に
黒
し
て
義
務
に
も
と
つ
く
行
為
が
同
時
に
傾
向
を
伴
っ
た
行
為
で
有
り
得
る
事
、
従
っ
て
傾
向
が
義
務
に
も
と
つ
く
行
為
に
伴
う
事
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

妨
げ
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
原
則
的
に
何
も
な
い
。
」

　
カ
ン
ト
自
身
の
裡
に
も
種
々
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
原
則
的
に
は
、
こ
う
し
た
勺
簿
o
P
や
閃
①
ぎ
⑦
肖
の
説
を
採
用
し
て
も
差
支

え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
自
分
の
生
命
を
保
存
す
る
事
や
、
等
分
の
素
質
を
神
ぼ
す
事
を
義
務
で
あ
る
と
し
、
又
自
分
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
幸
福
を
確
保
す
る
事
も
少
く
と
も
筆
太
的
に
は
義
務
で
あ
る
と
さ
え
云
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
道
徳
的
義
務
の
場
合
、
具
体
的
に
如

何
な
る
行
為
を
為
す
か
、
と
云
う
事
は
、
自
分
自
身
の
感
情
な
り
傾
向
な
り
を
、
当
然
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
あ
る
。
　
（
例
え
ば
、

自
分
の
素
質
を
伸
ば
す
と
云
っ
て
も
如
何
な
る
素
質
を
神
ば
す
か
は
、
霞
分
の
好
み
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
殊

329
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更
自
分
が
嫌
い
な
方
面
に
於
て
、
素
質
の
発
展
を
為
せ
、
と
は
煮
っ
て
い
な
い
。
）
従
っ
て
、
こ
う
し
た
義
務
の
場
合
に
は
、
傾
向
は
常
に

伴
う
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
道
徳
的
行
為
に
於
て
傾
向
が
伴
う
事
は
前
提
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
前
に
述
べ
た
様
に
野
島
だ
け
に
も
と

づ
い
て
行
為
す
る
の
で
は
何
時
反
道
徳
的
行
為
に
導
か
れ
る
事
に
な
る
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
義
務
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
所
に
真
の

道
徳
性
が
成
立
す
る
と
主
張
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
『
実
践
理
性
批
判
』
の
用
語
に
従
え
ば
、
傾
向
が
道
徳
的
に
斥
け
ら
れ
る
の
は
、

意
志
の
規
定
機
拠
と
な
る
事
で
あ
っ
て
、
道
徳
法
則
が
現
実
に
意
志
を
規
定
し
、
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
傾
陶

が
伴
お
う
が
伴
う
ま
い
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
ど
う
で
も
よ
い
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
シ
ラ
ー
が
述
べ
て

い
た
愛
情
と
か
友
情
と
か
に
も
と
づ
い
て
道
徳
的
行
為
を
為
す
場
合
に
局
限
す
れ
ば
、
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
人
間
が
抱
く
愛
惜
と
か
友

情
と
か
云
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
道
徳
的
で
は
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
Q
愛
情
に
ひ
き
ま
わ
さ
れ
て
反
道
徳
的

行
為
を
す
る
と
云
っ
た
事
も
鞍
置
の
場
合
に
は
事
実
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
又
確
か
に
我
々
は
特
定
の
人
に
友
構
な
り
愛
情
な
り
を

感
じ
て
い
る
事
が
あ
る
に
ぜ
よ
、
し
か
し
全
て
の
人
に
一
様
に
そ
う
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
従
っ
て
愛
情
を
抱
い
て
い
る
が
故
に
特
定
の

人
に
親
切
に
す
る
と
云
う
の
で
は
、
（
愛
惜
を
抱
い
て
い
な
い
）
他
の
人
々
に
は
、
親
切
に
し
な
い
と
云
う
可
能
性
が
去
て
く
る
。
又
今
愛

情
を
抱
い
て
い
る
人
に
対
し
て
も
、
愛
情
が
な
く
な
れ
ば
、
何
時
不
親
切
な
行
為
が
為
さ
れ
る
と
も
限
ら
な
い
。
有
限
な
人
間
の
抱
く
愛

情
と
か
友
情
と
か
と
云
っ
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
事
に
な
り
勝
ち
で
あ
る
が
故
に
、
カ
ン
ト
は
単
に
愛
惜
な
り
友
清
な
り
に
も
と
づ
い
て

行
為
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
カ
ン
ト
が
シ
ラ
ー
が
想
定

し
て
い
た
よ
う
に
、
愛
情
や
友
清
が
伴
う
薯
、
そ
の
も
の
を
斥
け
て
い
る
と
考
え
る
事
は
胤
来
な
い
。
A
な
ら
A
と
云
う
人
に
対
し
て
愛

情
を
抱
い
て
い
る
時
に
は
、
我
々
は
喜
ん
で
親
切
に
し
ょ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
愛
情
だ
け
で
は
、
何
時
反
道
徳
的

行
為
を
生
じ
さ
せ
る
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
又
愛
情
を
抱
い
て
い
な
い
人
に
も
反
道
徳
的
行
為
を
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
「
義
務
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
と
づ
い
て
」
と
云
う
事
を
カ
ン
ト
は
強
調
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
Q

　
（
1
）
　
シ
ラ
ー
の
全
集
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
た
め
、
類
・
9
℃
簿
。
コ
一
8
げ
ω
O
無
㊦
σ
q
（
）
「
一
触
囲
ヨ
外
曲
島
く
ρ
ワ
駆
G
Q
の
英
訳
に
よ
る
。
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（
2
）
　
騨
旨
蒙
δ
『
↓
冨
9
肺
紹
◎
門
ぎ
ニ
ヨ
需
罠
島
く
少
マ
お
辱

（
3
）
薫
（
劉

（
4
）
　
譲
。
。
蕊
園
Φ
ぎ
2
…
国
汗
霧
¢
5
α
Z
①
圃
σ
q
§
σ
Q
博
G
Q
。
笛
①
■

（
5
）
　
○
■
N
’
獅
鼠
．
繕
ω
こ
岡
く
り
。
り
■
ω
⑫
⑩
．
溶
9
ワ
＜
．
”
＜
“
も
Q
．
Φ
ω
’

（
6
）
　
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
見
解
を
、
こ
の
様
に
解
釈
す
る
場
合
に
も
、
種
々
問
題
が
あ
る
。
問
題
点
を
列
挙
す
る
と
、
e
カ
ン
ト
は
、
『
道
徳
形
而

　
　
上
学
凍
論
』
で
、
「
義
務
に
も
と
づ
い
て
」
と
云
う
藷
を
示
す
例
と
し
て
、
全
く
傾
向
が
伴
わ
な
い
場
合
を
、
添
げ
て
い
る
。
（
H
＜
“
○
っ
噛
○
。
④
圃
一
ω
O

　
　
り
）
し
か
し
、
こ
の
事
に
対
し
て
、
ぎ
ε
嵩
は
、
次
の
様
に
述
べ
て
、
カ
ン
ト
を
弁
護
し
て
い
る
。
「
彼
の
説
を
確
立
せ
ん
が
た
め
に
、
カ
ン
ト
腺

　
　
分
離
化
（
貯
。
禦
δ
コ
）
の
方
法
を
用
い
る
。
彼
は
、
義
務
の
動
機
な
し
に
、
傾
向
に
も
と
づ
い
て
の
み
為
さ
れ
た
行
為
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ

　
　
れ
が
道
徳
的
価
値
を
持
た
な
い
と
云
う
。
詞
様
に
、
彼
は
、
傾
向
な
し
に
義
務
の
た
め
に
為
さ
れ
た
行
為
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
道
徳

　
　
轟
轟
鰹
を
持
っ
て
い
る
と
云
う
Q
そ
う
し
た
分
離
化
の
方
法
を
用
い
る
畜
は
義
務
を
果
そ
う
と
す
る
意
志
の
み
な
ら
ず
、
傾
向
が
存
在
す
る
場
含

　
　
に
は
、
行
為
は
、
道
徳
的
価
値
を
持
ち
得
な
い
、
と
主
張
す
る
婁
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
」
（
前
掲
書
ワ
湛
。
。
…
お
）
鎖
．
知
①
同
コ
霧
も
、
義
務
に
も

　
　
と
つ
く
行
為
を
出
来
る
だ
け
、
明
瞭
に
具
体
酌
に
説
明
す
る
た
め
に
、
カ
ン
ト
は
傾
向
が
伴
わ
な
い
場
合
を
、
実
例
と
し
て
挙
げ
た
だ
げ
で
あ
っ

　
　
て
、
傾
向
が
伴
う
票
を
、
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
。
（
前
掲
書
ω
．
b
。
q
ー
ト
。
①
）
そ
し
て
、
こ
の
様
に
解
す
る
事
は
、
あ
な
が

　
　
ち
無
理
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
Q
⇔
カ
ン
ト
は
、
『
実
践
理
性
批
判
臨
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
道
徳
法
翔
の
他
に
（
利
蓋
の
動
機
の
様
な
）

　
　
な
お
若
干
の
他
の
動
機
を
協
力
さ
せ
る
票
だ
け
で
も
危
険
で
あ
る
。
」
（
＜
一
も
。
．
認
と
道
徳
造
畢
に
よ
る
全
て
の
意
志
規
建
の
本
質
は
、
以
下
の
所

　
　
に
あ
る
。
即
ち
、
意
志
が
、
自
由
意
憲
と
し
て
、
従
っ
て
感
性
的
衝
動
の
協
力
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
衝
動
の
全
て
を
姫
絶
さ
え
し

　
　
て
、
そ
し
て
又
、
傾
向
が
、
法
劉
に
対
立
す
る
可
能
性
を
有
す
る
限
り
、
全
て
の
傾
向
を
も
否
定
し
て
、
法
期
の
み
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
る
鐵

　
　
に
あ
る
。
」
（
＜
》
ψ
謡
）
こ
う
し
た
文
章
に
於
て
、
感
性
の
動
機
が
伴
う
事
は
、
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
於
て

　
　
も
、
カ
ン
ト
が
強
調
し
て
い
る
事
は
、
本
来
道
徳
と
無
関
係
な
感
性
の
動
機
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
の
み
で
は
、
何
晴
反
道
徳
的
行
為
に
導

　
　
か
れ
る
と
も
限
ら
な
い
か
ら
、
何
が
善
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
際
に
は
、
感
性
の
影
響
を
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
福
笑
の
規
定
根
拠
は
、
何
処
ま

　
　
で
も
、
道
徳
法
測
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
嚢
う
欝
の
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
カ
ン
ト
は
、
現
実
に
は
、
道
徳
的
行
為
に
於
て
、

　
義
務
の
動
機
に
必
ず
感
性
の
動
機
が
伴
う
事
を
、
知
っ
て
い
る
が
故
に
、
適
法
性
と
の
区
別
を
強
調
す
る
た
め
に
、
意
志
の
規
定
根
拠
が
、
道
徳

カ
ン
ト
の
動
機
論

七
五
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法
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
、
繰
り
返
し
、
窯
漏
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
G
義
務
の
動
機
に
感
性
の
動
機
が
対
立
す
る
場
合
に
は
、
感

性
の
動
機
は
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
義
務
の
動
機
と
感
性
の
動
機
が
…
致
す
る
場
合
に
も
、
義
務
の
動
機
は
、
仮
令
感
性
の
動
機
が
な
か

っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
、
道
徳
的
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
程
決
定
的
な
要
園
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
義
務
の
動
機
だ
け
で
は
、
道
徳
的
行

為
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
十
分
で
は
な
く
、
感
性
の
動
機
が
付
舶
さ
れ
る
薯
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
道
徳
的
行
為
が
生
じ
る
、
と
云
う
の
で
は
、
適

法
性
が
成
立
す
る
の
み
で
あ
る
。
）
こ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
岡
情
や
愛
情
と
ゑ
つ
た
も
の
、
素
質
を
仲
ば
す
菓
へ
の
直
接

的
傾
向
と
云
っ
た
も
の
は
、
道
徳
的
動
機
に
従
属
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
を
、
わ
ざ
わ
ざ
、
否
定
せ
よ
、
と
か
、
根
絶
せ
よ
、
と
ま
で
は
、
カ
ン

ト
は
云
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
陶
カ
ン
ト
は
、
『
道
徳
形
而
上
学
原
論
隠
で
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
「
欲
求
の
源
と
し
て
の
諸
傾
向
そ
の

も
の
は
、
そ
れ
自
身
願
望
さ
れ
る
程
の
絶
対
的
価
値
を
有
さ
ず
、
そ
れ
か
ら
全
く
自
薦
に
な
る
事
が
、
む
し
ろ
各
々
の
理
性
酌
存
在
者
の
普
遍
的

願
望
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
一
く
冒
Q
o
．
誌
。
。
）
こ
う
し
た
、
カ
ン
ト
の
主
張
か
ら
す
れ
ぽ
シ
ラ
ー
の
批
判
も
あ
る
程
度
、
的
を
射
て
い
た
と
云

え
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
理
性
と
感
性
と
の
二
元
論
に
立
つ
本
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
例
外
的
だ

と
、
み
な
さ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
姓
批
判
』
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
被
造
物
で
あ
る
が
故
に
、
従
っ
て
、
霞
か

ら
の
状
態
へ
の
完
全
な
満
足
の
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
に
関
し
て
は
、
常
に
依
存
的
で
あ
る
が
故
に
、
欲
求
や
傾
向
か
ら
全
く
臼
由
で
あ
る
事

は
決
し
て
繊
来
な
い
。
」
（
＜
い
¢
。
。
塵
）
又
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
に
於
て
も
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
◎
　
「
自
然

的
傾
向
は
、
そ
れ
自
体
に
於
て
考
察
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
善
で
あ
る
。
蹄
ち
、
斥
け
ら
れ
得
な
い
。
そ
し
て
、
傾
向
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
事
は
、

無
益
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
有
害
で
非
難
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
」
（
＜
押
ω
．
α
o
。
）

四
、
シ
ラ
ー
の
立
場

　
と
こ
ろ
で
上
述
の
シ
ラ
ー
の
批
判
が
、
結
局
は
シ
ラ
ー
自
身
の
誤
解
に
も
と
っ
く
に
せ
よ
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
シ
ラ
ー
が
、
カ
ン
ト

と
は
異
っ
た
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
故
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
簡
単
に
シ
ラ
ー
の
立
場
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
次
の
様
な
言
葉
に
於
て
要
約
さ
れ
て
い
る
と
云
え
る
。
　
「
自
由
な
行
為
に
対
す
る
傾
向
の
関
与
が
、
こ
の
行
為
が
純
粋
に
義

務
に
適
え
る
事
（
瞑
ぽ
誓
ヨ
似
譲
ひ
q
犀
Φ
搾
）
に
対
し
て
何
物
も
証
明
し
な
い
と
云
う
事
を
確
信
し
て
い
る
様
に
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
様
に



　
　
確
信
し
て
い
る
が
故
に
、
私
は
、
そ
の
事
か
ら
、
ま
さ
に
次
の
事
が
帰
結
し
得
る
と
信
じ
る
。
郡
ち
人
間
の
道
徳
的
完
全
性
は
道
徳
的
行

　
　
為
に
対
す
る
傾
向
の
関
与
か
ら
の
み
明
ら
か
に
な
る
と
。
即
ち
人
間
は
欄
々
の
道
徳
的
行
為
を
為
す
事
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

　
　
道
徳
的
存
在
で
あ
る
様
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
諸
徳
（
8
q
σ
q
①
民
魯
）
で
は
な
く
徳
そ
の
も
の
（
象
⑦
↓
口
σ
q
①
巳
）
が
彼
の
指
針
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
徳
と
は
、
“
義
務
へ
の
傾
向
”
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
人
間
は
快
と
義
務
と
を
結
合
し
て
も
よ
い
し
、
そ
う
す
べ
き
な
の
で

　
　
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
理
性
に
喜
ん
で
従
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
重
荷
の
様
に
放
棄
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
又
粗
末
な
覆
い
の
様
に
脱

　
　
ぎ
棄
て
る
た
め
に
で
は
な
く
、
よ
り
高
位
の
自
己
と
密
接
に
結
合
し
得
る
た
め
に
、
感
性
的
本
性
は
、
純
粋
な
精
神
的
本
性
に
付
き
添
わ

　
　
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
を
理
性
的
、
感
性
的
存
在
…
…
に
す
る
と
云
う
事
に
よ
っ
て
、
す
で
に
自
然
は
、
自
か
ら
の
結
合
さ
せ
た

　
　
も
の
を
分
離
せ
ず
、
そ
の
神
的
部
分
の
最
も
純
粋
な
表
現
に
於
て
も
感
性
的
部
分
を
放
棄
せ
ず
、
一
方
の
勝
利
を
他
方
の
抑
圧
に
も
と
つ

　
　
か
せ
る
な
、
と
云
う
義
務
を
人
閥
に
伝
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
務
が
両
原
理
の
結
合
作
用
と
し
て
の
人
間
性
無
体
か
ら
発
す
る
時
に
初

　
　
め
て
、
人
間
の
道
徳
的
心
意
は
完
全
に
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
道
徳
的
精
神
が
な
お
圧
力
（
○
Φ
≦
駈
け
）
を
用
い
る
限
り
、
自
然
衝
動
は
な

　
　
お
そ
れ
に
力
（
竃
8
『
け
）
を
対
立
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
屈
服
さ
れ
た
敵
は
再
び
立
ち
上
り
得
る
。
し
か
し
宥
和
さ
れ
た
敵
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
克
服
さ
れ
て
い
る
。
」

　
　
　
カ
ン
ト
が
理
性
と
感
性
と
を
、
よ
り
対
立
的
に
み
、
両
者
の
一
致
は
道
徳
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
偶
然
的
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

　
　
の
に
聡
し
、
シ
ラ
ー
は
、
む
し
ろ
理
性
と
感
性
と
の
一
致
こ
そ
、
我
々
の
道
徳
的
完
成
を
な
す
の
で
あ
り
、
義
務
が
あ
た
か
も
本
能
か
ら

　
　
生
じ
た
如
く
人
間
の
自
然
と
な
る
に
至
る
晴
、
即
ち
毒
ん
で
義
務
を
な
す
事
が
可
能
と
な
る
時
、
徳
は
完
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様
に
感
性
に
も
真
に
道
徳
的
な
動
機
を
形
づ
く
る
可
能
性
を
積
極
的
に
認
め
る
限
り
、
シ
ラ
ー
は
人
關
の
感
性
に

　
　
対
し
て
、
カ
ン
ト
よ
り
も
肯
定
的
で
あ
る
と
云
え
る
。
「
非
常
に
し
ぼ
し
ば
不
純
な
傾
向
が
徳
の
名
を
借
称
す
る
が
故
に
、
最
も
高
貴
な
胸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
於
け
る
非
利
己
的
な
情
動
（
〉
陰
①
ぎ
）
で
さ
え
も
疑
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
又
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
理
性
の
命
令
に
服
す
る
事

　
　
に
、
人
閥
の
真
の
自
由
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ラ
；
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
な
お
階
と
し
て
感
性
に
紺
す
る
郷
圧

33
9
3

　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
動
機
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
七
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を
課
す
る
限
り
、
理
性
的
感
性
的
な
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
自
由
の
表
現
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
も
云
え
る
。
　
「
道
徳
的
意
志
規

‘
定
に
際
し
て
、
実
践
理
性
が
わ
れ
わ
れ
の
衝
動
に
対
し
て
加
え
る
強
制
は
、
明
ら
か
に
現
象
に
お
い
て
は
侮
辱
的
な
る
も
の
・
苦
痛
な
る

も
の
で
あ
る
Q
我
々
は
何
処
に
も
、
仮
令
理
性
に
依
っ
て
で
さ
え
も
、
夏
越
の
行
わ
れ
る
の
を
見
る
こ
と
を
欲
し
な
い
Q
自
然
の
自
由
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ま
た
尊
敬
せ
ら
る
べ
き
こ
と
を
欲
す
る
。
」

　
し
か
し
カ
ン
ト
か
ら
す
れ
ぽ
、
シ
ラ
ー
の
説
く
愚
な
喜
ん
で
義
務
を
な
す
立
場
が
可
能
で
あ
る
と
云
う
事
は
、
「
道
徳
法
則
か
ら
の
逸
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

へ
導
く
欲
求
の
可
能
性
が
全
く
見
出
さ
れ
な
い
事
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
」
そ
し
て
、
こ
う
し
た
可
能
性
を
カ
ン
ト
は
人
間
に
承
認
す
る

事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
「
被
造
者
で
あ
る
が
故
に
、
従
っ
て
膚
ら
の
状
態
に
完
全
に
満
足
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
の
に
関
し
て
常
に
依
存
的
で
あ
る
が
故
に
、
欲
求
や
傾
向
か
ら
決
し
て
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
し
か
も
「
こ

う
し
た
欲
求
や
傾
向
は
唖
然
的
原
因
に
も
と
っ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
全
く
異
っ
た
根
拠
を
有
す
る
道
徳
法
則
と
自
然
に
一
致
す
る

　
　
　
　
　
　
（
6
）

事
は
な
い
の
で
あ
る
。
」
仮
令
義
務
に
従
お
う
と
す
る
傾
向
が
見
出
さ
れ
た
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
か
ら
す
れ
ぽ
、
道
徳
性
と
感
性
と
の
聞
に

は
何
ら
本
質
的
必
然
的
関
連
は
な
い
が
故
に
、
適
法
性
を
成
立
せ
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
義
務
に
適
え
る
も
の
（
例
え
ば
善

行
）
に
対
す
る
傾
向
で
さ
え
も
、
そ
れ
は
、
成
る
程
道
徳
的
格
率
の
活
動
を
雰
常
に
容
易
に
は
し
得
る
が
、
し
か
し
如
何
な
る
道
徳
的
格

率
も
生
ず
る
事
は
出
来
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
行
為
が
単
な
る
適
法
性
で
は
な
く
道
徳
性
を
有
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
格
率
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

於
て
、
一
切
は
規
定
根
拠
と
し
て
の
法
期
の
表
象
に
向
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
カ
ン
ト
も
シ
ラ
：
の
様
な
立
場
の
可
能
性

を
初
め
か
ら
無
視
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
の
道
徳
体
験
が
、
結
周
は
シ
ラ
ー
の
露
な
立
場
が
人
間
に
は
不
可
能
で

あ
り
、
敢
え
て
そ
う
し
た
立
場
を
と
る
事
は
、
か
え
っ
て
道
徳
の
純
粋
性
を
害
う
事
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
カ
ン
ト
に
痛
感
さ
せ
て
い
る
の

で
あ
る
Q
　
「
人
間
が
現
に
在
る
道
徳
的
段
階
は
道
徳
法
則
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
。
道
徳
法
則
に
従
う
た
め
に
人
間
に
課
せ
ら
れ
る
心
術

は
、
劇
通
的
な
愛
好
や
、
命
ぜ
ら
れ
る
事
な
く
膚
か
ら
喜
ん
で
企
て
ら
れ
た
努
力
に
も
と
づ
い
て
道
徳
法
則
に
従
う
事
で
は
な
く
、
尊
敬

に
も
と
づ
い
て
従
う
と
云
う
事
で
あ
る
。
人
間
が
常
に
有
り
得
る
道
徳
的
状
態
は
、
徳
、
即
ち
、
闘
争
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
心
術
で
あ



り
（
意
志
の
心
術
の
完
全
な
純
粋
性
を
延
喜
す
る
と
考
え
ら
れ
る
神
聖
性
で
は
な
い
。
高
貴
で
崇
高
か
つ
高
等
な
行
為
へ
の
鼓
舞
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
、
丸
々
は
単
な
る
道
徳
的
狂
信
や
自
負
の
高
揚
に
導
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト
と
を
比
較
す
る
時
、
後
に
論
ず
る
如
く

カ
ン
ト
自
身
に
も
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
し
か
し
喜
ん
で
義
務
を
為
す
事
が
現
実
の
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
事
を
率
直
に
認
め
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

限
り
、
カ
ン
ト
の
方
が
人
間
の
姿
を
よ
り
厳
し
く
的
確
に
把
え
て
い
る
と
云
え
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
1
）
　
⊆
逼
》
罠
壼
コ
三
島
≦
宥
号
．
縛
酬
回
三
の
醗
℃
巨
2
0
9
一
巴
片
言
藍
富
二
§
α
○
衆
四
更
器
（
匿
「
謹
白
①
σ
q
ω
淳
コ
＜
o
コ
犀
罐
窪
囲
⇔
ぎ
㊦
秦
岬
【
皆
）
㏄
．
μ
ω
9

（
2
）
　
薫
鎌
こ
Q
Q
●
お
じ
。
．

（
3
）
　
凶
雪
乞
m
ω
訂
展
ρ
原
著
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
岩
波
文
嘩
『
美
と
芸
術
の
理
論
』
（
草
薙
正
夫
訳
剛
）
‘
膳
O
）
を
、
そ
の
ま
ま
贋
絹
さ
し
て
頂

　
　
い
た
。

（
4
）
　
剛
く
■
穿
P
く
こ
く
こ
¢
c
。
ω
「

（
5
）
　
葺
α
こ
く
》
ω
．
c
G
群

（
6
）
　
藪
急
．

（
7
）
　
陣
｝
）
閂
α
こ
く
層
ω
．
は
G
。
璽

（
8
）
　
薫
臣
こ
く
－
ω
．
c
。
湛
I
G
。
㎝
．

（
9
）
　
カ
ン
ト
は
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
の
註
に
於
て
（
＜
歴
ψ
卜
⊃
ω
l
b
◎
醐
）
、
彼
の
立
揚
と
シ
ラ
：
の
立
場
と
が
早
期
的
に
は
一

　
　
致
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
寡
即
①
ぎ
韓
に
よ
れ
ば
、
シ
ラ
ー
自
身
も
、
そ
の
様
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
前
掲
欝
ω
．
画
O
）
。
こ

　
　
の
事
は
、
シ
ラ
ー
自
身
も
結
腸
は
喜
ん
で
義
務
を
な
す
立
場
を
理
想
と
考
え
て
い
た
事
（
「
徳
本
性
の
聞
に
密
接
な
一
致
を
実
現
し
、
常
に
一
つ
の

　
　
調
和
黒
金
体
で
あ
る
鄭
、
そ
し
て
、
そ
の
調
和
的
人
悶
性
の
全
体
に
よ
っ
て
行
為
す
る
事
は
、
確
か
に
人
間
に
解
せ
ら
れ
て
い
る
Q
し
か
し
こ
の

　
　
性
格
美
、
人
間
性
の
最
も
熟
し
た
実
り
は
、
単
な
る
理
念
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
理
念
に
一
致
す
る
よ
う
に
、
人
閥
は
絶
え
ず
洗
毒
し
て
努
力
す
る

　
　
が
、
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、
人
間
は
決
し
て
、
そ
れ
を
達
成
す
る
纂
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
」
－
…
解
合
ぎ
ゆ
「
5
彗
脚
ピ
前
掲
書
ω
■

　
　
お
①
）
そ
し
て
、
又
カ
ン
ト
と
念
じ
様
に
、
傾
向
と
理
性
と
が
対
立
す
る
場
合
に
は
傾
向
が
理
性
に
従
属
す
る
事
を
認
め
て
い
た
事
に
よ
る
と
思
わ

　
　
れ
る
ゆ
し
か
し
、
感
性
が
道
徳
的
動
機
の
本
質
的
構
成
要
索
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
主
張
が
シ
ラ
ー
に
は
あ
り
、
カ
ン
ト
に
は
な
い
限
り
、

カ
ン
ト
の
動
機
論

七
九
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根
本
に
於
て
、
シ
ラ
ー
と
カ
ン
ト
と
は
、
異
質
的
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

五
、
人
間
に
於
け
る
道
徳
性
の
可
能
性

　
カ
ン
ト
に
湿
て
行
為
の
道
徳
性
と
は
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
道
徳
法
則
が
現
実
に
意
志
の
規
定
根
拠
と
な
り
、
道
徳
的
行
為
を
生
ぜ
し

め
る
根
拠
と
な
る
事
に
於
て
成
立
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
分
の
利
益
と
か
傾
向
の
関
心
と
か
に
と
ら
わ
れ
ず
、
そ
れ
ら
と
何
ら
本
質
的

関
連
を
有
さ
な
い
も
の
と
し
て
の
道
徳
法
則
を
そ
れ
自
体
で
重
ん
じ
、
道
徳
法
則
に
淫
す
る
尊
敬
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
所
に
成
立
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
は
確
か
に
適
法
性
の
立
場
よ
り
も
道
徳
的
に
純
粋
で
あ
り
、
外
部
か
ら
は
分
ら
な
い
心
の
内
顧

も
道
徳
的
善
悪
の
領
域
に
包
括
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
、
非
常
に
真
摯
な
道
徳
体
験
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
。

　
し
か
し
又
、
問
題
も
あ
る
と
云
え
る
。
即
ち
、
入
間
は
道
徳
法
則
を
本
当
に
心
の
底
か
ら
重
ん
じ
、
そ
れ
を
規
定
根
拠
と
し
て
い
る
と

云
う
事
に
確
信
が
持
て
る
で
あ
ろ
う
か
、
聞
そ
う
し
た
確
信
を
持
っ
て
よ
い
の
か
、
と
云
う
問
題
で
あ
る
。

　
0
　
カ
ン
ト
は
、
禽
分
の
幸
福
と
道
徳
の
原
理
と
の
間
に
は
何
ら
本
質
的
関
連
は
な
い
と
云
い
な
が
ら
も
、
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
隈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

り
、
自
分
の
幸
福
の
実
現
を
臣
指
す
事
は
差
支
え
な
い
、
或
い
は
間
接
的
義
務
で
あ
る
、
と
さ
え
云
っ
て
い
る
が
、
確
か
に
こ
の
主
張
は

道
徳
的
に
も
是
認
出
来
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
努
力
し
て
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
よ
う
な
仕
方
に
絶
え
ず
量
器
し
て
い
る
に

せ
よ
、
と
に
か
く
幸
福
追
求
的
在
り
方
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
所
に
、
適
法
性
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
道
徳
性
が
単
純
に

可
能
で
あ
る
と
云
え
な
い
一
つ
の
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
A
と
云
う
行
為
を
為
そ
う
と
思
い
、
そ
れ
が
道
徳
法
則
に

反
す
る
が
故
に
、
我
々
は
別
の
B
と
云
う
行
為
を
選
ん
だ
と
す
る
。
又
C
と
云
う
行
為
を
為
そ
う
と
思
い
、
そ
れ
が
道
徳
法
劉
に
反
し
な

い
が
故
に
、
為
そ
う
と
し
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
場
合
、
A
や
C
と
云
う
行
為
を
為
そ
う
と
思
っ
て
い
る
時
に
、
我
々
が
道
徳
的
観
点
か

ら
の
反
省
を
加
え
、
そ
れ
に
従
っ
て
A
と
云
う
行
為
を
や
め
、
C
と
云
う
行
為
を
為
す
限
り
、
道
徳
と
云
う
も
の
を
十
分
に
尊
重
し
て
い

る
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
適
法
性
の
段
階
に
し
か
す
ぎ
な
い
と
も
云
え
る
。
何
と
な
れ
ば
A
な
り
C
な
り
の
行
為



を
為
そ
う
と
思
っ
て
い
る
我
々
が
、
主
と
し
て
霞
分
の
幸
福
を
念
頭
に
於
て
、
そ
う
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
限
り
、
道
徳
的
観
点
か
ら
、

道
徳
を
重
ん
ず
る
が
故
に
、
仮
令
A
と
云
う
行
為
を
為
す
の
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
幸
福
追
求
的
在
り
方
を
道
徳
的
観

点
か
ら
制
限
を
加
え
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
せ
い
ぜ
い
徳
に
埋
っ
た
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳

的
観
点
か
ら
の
反
省
が
加
え
ら
れ
、
A
で
は
な
く
B
と
云
う
行
為
が
為
さ
れ
、
又
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
が
故
に
C
と
云
う
行
為
が
為
苓

れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
B
な
り
C
な
り
の
行
為
を
生
じ
さ
せ
る
究
極
の
根
拠
が
、
道
徳
を
そ
れ
自
体
と
し
て
尊
重
す
る
事
に
あ
っ
た
と
云

う
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。
仮
令
個
々
の
行
為
が
道
徳
法
弊
に
反
す
る
が
故
に
、
為
さ
れ
な
い
と
云
う
事
が
あ
る
に
せ
よ
、
我
々
の
礒
々

の
生
活
が
、
全
体
と
し
て
自
分
の
幸
福
を
中
心
に
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
我
々
の
行
為
の
究
極
の
根
拠
は
、
む
し
ろ
自
分
の
幸

福
に
あ
り
、
道
徳
的
反
省
は
、
そ
う
し
た
七
福
の
実
現
に
制
限
を
加
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
云
え
る
。
我
々
は
道
徳
的
で
あ
る
場
合

に
し
て
も
、
徳
そ
の
も
の
を
類
的
に
し
て
行
為
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
徳
に
縁
っ
た
幸
福
を
追
求
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
一
生
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
有
す
る
職
業
選
択
と
か
結
婚
と
云
っ
た
も
の
を
考
え
て
み
る
時
、
勿

論
、
我
々
は
、
そ
う
し
た
事
を
道
徳
性
と
云
う
事
の
み
を
根
拠
に
し
て
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
選
び
た
い
と
思
っ
て
い
る

職
業
が
道
徳
的
に
望
ま
し
く
な
い
が
故
に
選
ば
れ
な
い
と
云
っ
た
事
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
道
徳
性
を
重
ん
ず
る
事
を
唯
一
の

根
拠
と
し
て
、
一
定
の
職
業
が
選
ば
れ
る
事
は
殆
ど
な
い
と
云
え
る
。
結
婚
と
か
職
業
選
択
と
云
っ
た
我
々
の
生
活
の
大
半
を
構
成
す
る

出
来
事
が
、
道
徳
的
で
あ
る
場
合
に
も
、
結
局
は
適
法
性
の
立
場
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
を
考
え
る
時
、
個
々
の

問
題
が
生
じ
た
時
、
道
徳
的
反
省
を
加
え
、
道
徳
法
則
を
重
ん
ず
る
が
故
に
、
幸
福
追
求
的
在
り
方
に
制
限
が
加
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、

我
々
の
生
活
の
基
調
が
、
富
分
の
幸
福
に
向
っ
て
い
る
陰
り
、
全
体
と
し
て
は
適
法
牲
の
段
階
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
云
っ
た
可

能
性
は
絶
え
ず
あ
る
と
云
え
る
。
従
っ
て
、
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
、
道
徳
性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
生
き
る
事
の
唯
一
の
目
的
は
道

徳
の
実
現
に
あ
る
と
云
う
霞
覚
が
、
確
固
と
し
て
確
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仮
令
自
分
の
幸
福
を
求
め
る
場
合
も
あ
る
に
せ
よ
、

し
か
し
生
き
る
事
の
翻
的
そ
の
も
の
は
道
徳
の
実
現
に
あ
り
、
幸
福
追
求
は
、
そ
う
し
た
目
的
に
従
属
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
と
云
う
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事
が
、
明
白
に
自
覚
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
一
生
を
通
じ
て
、
生
活
の
隅
々
に
ま
で
貫
徹
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
臼
々
の
生
活
を
自
分
の
幸
福
を
中
心
に
し
て
お
く
り
な
が
ら
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
道
徳
的
在
り
方
を
選
ぶ
と
云
っ
た
立
場
で
は
、

　
　
結
局
は
生
活
の
基
調
は
自
分
の
幸
福
に
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
徳
に
適
つ
た
幸
福
を
求
め
る
適
法
性
の
段
階
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
道
徳
性
が
成

　
　
平
す
る
た
め
に
は
、
単
に
徳
に
反
し
な
い
仕
方
で
生
き
る
（
こ
れ
で
は
適
法
性
が
成
立
す
る
に
す
ぎ
な
い
）
と
云
う
の
で
は
な
く
、
も
つ

　
　
と
積
極
的
に
道
徳
の
実
現
の
た
め
に
生
き
る
と
云
う
明
白
な
自
覚
が
あ
り
、
幸
福
は
こ
の
目
的
に
従
属
し
、
そ
れ
に
反
し
な
い
限
り
に
於

　
　
て
の
み
求
め
る
、
岡
一
の
状
況
に
於
て
道
徳
の
実
現
と
幸
福
の
実
現
と
の
い
ず
れ
か
が
選
ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
れ
ぽ
、
常
に
躊

　
　
躇
な
く
道
徳
の
実
現
を
優
先
さ
ぜ
る
、
と
云
っ
た
在
り
方
が
確
固
と
し
て
成
立
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
自
身
も
、

　
　
こ
う
し
た
事
を
自
覚
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
「
も
し
義
務
を
無
視
す
る
事
が
出
来
さ
え
し
た
な
ら
ば
避
け
る
事
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
人

　
　
生
の
最
大
の
不
幸
に
陥
っ
た
場
合
で
も
、
正
し
い
人
は
、
自
分
の
人
格
に
於
け
る
人
間
性
を
、
そ
の
尊
厳
性
に
於
て
維
持
し
尊
重
し
た
の

　
　
だ
、
と
云
う
意
識
、
自
分
は
自
ら
を
恥
じ
た
り
、
自
己
吟
味
す
る
内
的
眼
を
恐
れ
る
理
由
を
持
た
な
い
の
だ
、
と
云
う
意
識
を
な
お
男
持

　
　
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
の
慰
め
ば
、
章
福
で
は
な
い
し
、
そ
れ
の
最
小
部
分
で
さ
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
誰
も
そ
う
し
た
慰
め
を
抱

　
　
く
機
会
を
望
ま
な
い
し
、
ま
し
て
そ
う
し
た
状
態
に
於
け
る
生
活
を
決
し
て
望
ま
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
生
き
て
お
り
、

　
　
自
分
の
眼
に
照
し
て
生
き
る
に
値
し
な
い
状
態
に
あ
る
事
に
附
え
る
事
が
脂
来
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
内
的
平
安
は
、
生
を
快
適
に

　
　
し
得
る
全
て
の
も
の
に
関
し
て
は
、
単
に
消
極
的
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
平
安
は
、
彼
の
状
態
の
価
値
が
彼
に
よ
っ
て
全
く
放
棄
さ
れ
た
後

　
　
に
、
彼
が
人
格
価
値
に
於
て
堕
落
す
る
危
険
を
防
止
す
る
。
そ
れ
は
生
き
る
事
と
全
く
異
っ
た
も
の
に
対
す
る
尊
敬
か
ら
生
じ
る
作
用
で

　
　
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
し
対
立
さ
せ
る
な
ら
ば
、
生
き
る
事
は
、
む
し
ろ
そ
の
全
て
の
快
適
さ
と
共
に
、
如
何
な
る
価
値
も
有
さ
な
い
。
彼
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
は
義
務
に
も
と
づ
い
て
の
み
生
き
る
。
生
に
い
さ
さ
か
で
も
楽
し
み
を
見
蹴
す
が
故
に
生
き
る
の
で
は
な
い
。
」

　
　
　
こ
の
様
に
「
義
務
に
も
と
づ
い
て
－
　
、
な
い
し
「
道
徳
法
則
を
根
拠
に
し
て
」
道
徳
的
行
為
が
為
さ
れ
る
と
云
う
事
が
可
能
な
る
た
め
に

　
　
は
、
し
か
も
単
に
盛
る
特
定
の
限
ら
れ
た
状
況
に
於
て
だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
状
況
に
於
て
、
そ
う
し
た
事
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
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（
必
要
と
あ
れ
ば
何
時
で
も
麹
分
の
幸
福
を
放
棄
し
て
も
少
し
も
動
揺
し
な
い
、
と
云
っ
た
程
ま
で
に
）
道
徳
が
霞
分
の
幸
福
以
上
に
舗

値
あ
る
も
の
で
あ
る
事
が
、
主
体
自
身
に
得
て
痛
感
せ
ら
れ
て
い
る
と
云
う
事
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
単
に
自
分
の
幸
福
の

た
め
に
で
は
な
く
、
道
徳
性
の
実
現
の
た
め
に
生
き
る
と
云
う
自
覚
が
、
日
々
の
生
活
の
隅
々
に
至
る
迄
貫
徹
さ
れ
て
い
る
、
と
云
う
事

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
幸
福
追
求
的
在
り
方
を
道
徳
的
観
点
か
ら
制
限
を
加
え
る
の
み
で
は
十
分
で
は
な
く
、
道
徳

性
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
つ
き
つ
め
て
考
え
れ
ば
道
徳
を
璽
ん
ず
る
が
故
に
生
き
る
、
道
徳
の
実
現
の
た
め
に
生
き
る
、
と
云
っ
た
事

が
、
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
が
果
し
て
人
關
に
可
能
で
あ
ろ
う
か
？
　
唱
生
き
る
事
に
楽
し
み
を
見
出
す
が
故

に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
義
務
な
る
が
故
に
生
き
る
」
と
懸
己
を
厳
し
く
み
す
え
る
良
心
に
照
し
て
、
そ
れ
を
少
し
も
偽
る
事
な
く
敢
え

て
主
張
し
得
る
人
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
自
己
吟
味
す
る
良
心
の
厳
し
い
眼
に
照
し
て
、
慮
分
は
一
生
を
道
徳
の
実
現
の
た
め

に
生
き
た
、
と
断
託
し
得
る
人
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
適
法
性
と
の
区
別
に
於
け
る
道
徳
性
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
少
く

と
も
そ
う
し
た
事
が
不
可
久
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
カ
ン
ト
の
「
要
請
の
立
場
」
を
吟
味
し
て
み
る
な
ら
ぽ
、
「
義
務
に
忠
実
で
あ
っ
た
が
故
に
陥
っ
た
不
幸

に
際
し
て
も
、
自
分
は
生
き
る
に
値
す
る
生
を
維
持
し
た
の
だ
、
と
云
う
心
の
平
安
に
よ
っ
て
自
ら
慰
め
ら
れ
る
」
と
云
っ
た
上
述
の
主

張
は
、
そ
の
ま
ま
で
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
と
云
え
る
。
徳
と
そ
れ
に
厳
密
に
釣
合
っ
た
幸
福
と
の
綜
合
（
最
高
善
）
の
可
能
根
拠
と
し
て
、

神
が
要
請
さ
れ
る
時
、
そ
の
幸
福
は
、
「
生
き
る
に
値
い
す
る
生
を
維
持
し
た
、
と
云
う
心
の
平
安
」
と
は
全
く
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
む

し
ろ
「
要
撃
の
立
場
」
の
根
底
に
は
、
そ
う
し
た
心
の
平
安
の
み
で
は
生
き
得
な
い
、
と
患
う
人
間
の
有
限
性
の
二
選
が
あ
る
の
で
あ
る
。

『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
要
請
の
立
場
」
の
徹
底
で
あ
る
『
判
断
力
批
判
』
の
「
倫
理
的
旨
的
論
」
に
曾
て
、
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
「
我
々
は
、
そ
れ
故
、
『
神
は
存
在
せ
ず
…
…
又
来
世
も
存
在
し
な
い
』
と
確
信
し
て
い
る
（
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
様
な
）
正
し
い
人

を
想
定
す
る
事
が
繊
来
る
。
彼
が
熱
心
に
尊
敬
し
て
い
る
道
徳
法
則
に
よ
る
自
己
の
内
的
自
軍
規
定
を
、
彼
は
ど
の
…
様
に
判
断
す
る
で
あ

ろ
う
か
？
　
彼
は
こ
の
世
に
於
て
も
、
道
徳
法
鋼
を
穿
る
事
か
ら
自
分
に
対
し
て
如
何
な
る
利
益
も
要
求
し
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
非
利

カ
ン
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己
的
に
善
の
み
を
為
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
事
の
た
め
に
、
か
の
神
聖
な
る
法
則
は
、
彼
の
全
て
の
力
に
方
向
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
の
努
力
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、
自
然
か
ら
成
る
程
、
時
折
偶
然
的
な
協
力
を
期
待
し
得
る
が
、
し
か
し
彼
が
そ
れ

を
実
現
す
る
義
務
が
あ
り
、
又
実
現
す
る
よ
う
に
促
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
厨
的
と
の
、
恒
常
的
規
則
に
従
っ
て
起
る
一
つ
の
合
法

則
的
な
関
連
を
、
彼
は
自
然
か
ら
期
待
す
る
事
は
鵠
来
な
い
の
で
あ
る
。
彼
氏
身
が
誠
実
で
あ
り
、
平
和
的
で
あ
り
、
親
切
で
あ
る
に
し

て
も
、
欺
嚥
、
暴
力
行
為
、
嫉
妬
が
、
常
に
彼
の
ま
わ
り
に
は
び
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
が
自
分
の
他
に
な
お
見
出
す
正
し
い
人
々

は
、
幸
福
に
値
し
得
る
彼
ら
の
価
値
に
も
拘
わ
ら
ず
、
し
か
し
そ
う
し
た
事
に
注
意
し
な
い
自
然
に
よ
っ
て
、
久
乏
や
、
時
な
ら
ぬ
死
な

ど
の
全
て
の
禍
い
に
、
他
の
こ
の
世
の
動
物
と
同
じ
様
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
事
は
、
大
き
な
墓
が
彼
ら
を

こ
と
ご
と
く
（
誠
実
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
ど
う
で
も
よ
い
）
吸
い
込
み
、
そ
し
て
、
創
造
の
究
極
臼
的
で
あ

る
事
を
信
じ
得
た
彼
ら
を
、
彼
ら
が
、
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
た
物
質
の
目
的
な
き
混
沌
の
深
淵
の
中
へ
投
げ
返
す
ま
で
、
常
に
続
く
の
で

あ
る
。
一
そ
れ
故
、
こ
の
善
良
な
人
が
、
道
徳
法
則
を
守
る
事
に
於
て
眼
前
に
有
し
て
お
り
、
又
有
し
て
い
る
べ
き
で
あ
っ
た
目
的
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

彼
は
実
際
不
可
能
と
し
て
、
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
カ
ン
ト
自
身
が
逆
境
の
申
で
義
務
に
も
と
づ
い
て
の
み
生
き
る
、

と
云
っ
た
事
が
、
人
間
に
は
不
可
能
な
事
を
自
か
ら
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
快
適
さ
と
云
っ
た
も
の
が
道
徳
に
比
べ
れ
ば
何
ら
価
値
を

麗
し
な
い
、
と
云
い
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
事
を
カ
ン
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
道
徳
的

な
も
の
の
、
幸
福
に
優
る
価
値
を
ど
れ
だ
け
痛
感
し
て
い
よ
う
と
も
、
道
徳
的
で
あ
る
事
だ
け
で
は
生
ぎ
得
な
い
と
云
う
自
覚
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
最
高
善
の
可
能
根
拠
と
し
て
神
が
要
請
さ
れ
た
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
仮
令
「
要
請
の
立
場
」
が
、
徳
に
釣
合
っ
た
幸
福
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

与
え
ら
れ
な
い
の
は
不
合
理
だ
、
と
云
う
要
求
に
根
ざ
す
に
し
て
も
、
し
か
し
道
徳
を
そ
れ
自
体
で
重
ん
じ
、
そ
れ
で
自
足
す
る
事
が
娼

来
な
い
が
故
に
、
そ
う
し
た
要
求
が
生
じ
た
事
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
幸
福
が
全
く
与
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
道
徳
的
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
り
得
な
い
と
云
う
痛
切
な
霞
覚
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
要
請
の
立
場
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
覚
を
有
し
な
が
ら
、
な

お
「
生
き
る
事
に
楽
し
み
を
見
出
す
が
故
に
生
き
る
の
で
は
な
く
、
義
務
な
る
が
故
に
生
き
る
」
と
し
て
道
徳
性
の
立
場
を
主
張
す
る
事



　
　
は
、
欺
購
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
勿
論
前
に
も
述
べ
た
窪
く
、
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
限
り
、
自
分
の
幸
福
の
実
現
を
目
指
す
事
は
差
支
え
な
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い

　
　
た
の
で
あ
る
か
ら
、
道
徳
を
そ
れ
自
体
で
重
ん
じ
よ
う
と
云
う
在
り
方
に
従
属
し
、
そ
れ
と
両
立
し
得
る
限
り
、
自
分
の
幸
福
の
実
現
も

　
　
道
徳
的
に
許
さ
れ
得
る
と
は
云
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
自
己
を
厳
し
く
吟
味
す
る
良
心
に
照
し
て
、
道
徳
的
な
も
の
を
重

　
　
ん
ず
る
が
故
に
、
道
徳
法
劉
を
根
拠
に
し
て
、
そ
れ
の
実
現
を
究
極
目
的
と
し
て
生
き
る
、
と
断
言
し
得
な
く
て
は
、
厳
密
に
は
道
徳
性

　
　
は
達
成
さ
れ
得
な
い
事
に
は
変
り
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
の
幸
福
と
道
徳
の
実
現
と
が
対
立
す
る
場
合
に
は
、
常
に
後
者
を
優
先
さ
せ
る
、

　
　
と
云
う
事
が
如
何
な
る
場
合
に
も
為
し
得
る
と
断
蕎
し
得
な
く
て
は
道
徳
性
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
、
単
に
道
徳
法
則
に
反
し
な
い
様
な

　
　
仕
方
で
生
き
る
（
こ
れ
で
は
適
法
性
の
立
場
に
し
か
す
ぎ
な
い
）
と
云
う
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
に
道
徳
法
則
の
実
現
の
た
め
に

　
　
生
き
る
、
と
営
営
し
得
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
が
人
間
に
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
カ
ン
ト
自
身
が
『
道
徳
形
而

　
　
上
学
原
論
』
に
於
て
次
の
様
に
述
べ
て
云
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
　
「
義
務
に
適
舎
し
て
い
る
行
為
の
格
率

　
　
が
、
道
徳
的
根
拠
と
義
務
の
表
象
に
の
み
も
と
づ
い
て
い
る
様
な
場
合
を
唯
一
つ
で
も
、
全
く
確
実
に
経
験
か
ら
取
り
出
す
事
は
、
実
際

　
　
絶
対
不
御
、
能
で
あ
る
。
侮
と
な
れ
ぽ
、
成
る
長
時
に
は
最
も
厳
し
い
自
己
吟
味
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
や
あ
れ
や
の
善
い
行
為
や
大
き
な

　
　
犠
牲
に
我
々
を
動
か
す
た
め
に
十
分
に
有
力
な
も
の
は
、
義
務
と
乞
う
道
徳
的
根
拠
の
他
に
は
何
も
見
出
さ
れ
な
い
と
云
う
場
合
も
あ
る

　
　
に
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
か
ら
密
か
な
自
愛
の
衝
動
が
、
か
の
義
務
と
云
う
理
念
の
か
く
れ
み
の
の
下
で
、
実
際
に
意
志
の
本
来
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
規
定
原
因
で
は
な
か
っ
た
、
と
云
う
事
は
、
確
実
に
結
論
さ
れ
る
事
は
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
　
◎
　
第
二
に
カ
ン
ト
が
「
人
關
が
現
に
在
る
道
徳
的
段
階
は
道
徳
法
瑚
に
対
す
る
尊
敬
で
あ
る
し
と
規
定
し
、
義
務
を
強
調
す
る
時
、

　
　
人
間
の
裡
に
は
絶
え
ず
道
徳
法
則
に
対
立
す
る
も
の
が
存
在
す
る
事
を
認
め
て
い
た
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局

　
　
は
、
人
間
が
単
に
理
性
的
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
月
奏
に
感
性
的
で
あ
る
事
に
起
因
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
即
ち
人
間
が
被
筆
者
で
あ
り
、
自
分
の
幸
福
を
絶
え
ず
求
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
存
在
で
も
あ
る
か
ぎ
り
、
道
徳
法
則
と
自
ら
一
致
し
得

膨　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
の
動
機
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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な
い
様
な
傾
向
や
欲
求
を
有
し
、
そ
れ
が
故
に
道
徳
法
則
を
喜
ん
で
為
し
得
る
境
地
は
、
人
間
に
と
っ
て
永
遠
に
達
成
さ
れ
得
な
い
理
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
は
確
か
に
真
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
心
が
人
参
で
あ
る
限
り
、
内

的
対
立
や
自
己
拘
束
な
し
の
倫
理
は
確
か
に
不
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
人
間
が
そ
う
し
た
反
道
徳
的
傾
向
を
膚

す
る
と
云
う
事
が
、
人
問
自
身
の
責
任
で
は
な
く
、
被
造
性
と
云
う
人
喰
の
努
力
に
よ
っ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
事
態
に
の
み
根
ざ
す

と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う
裏
で
あ
る
。
カ
ン
ト
と
の
対
立
に
於
て
喜
ん
で
義
務
を
為
す
立
場
に
立
っ
た
シ
ラ
ー
は
、
次
の
様
に
述

べ
て
い
る
。
　
「
も
し
優
る
人
心
が
道
徳
の
原
則
の
前
で
衝
動
を
審
問
す
る
事
に
強
い
ら
れ
る
程
、
衝
動
の
声
を
信
用
し
て
い
な
い
と
す
る

な
ら
ぽ
、
そ
う
し
た
人
に
対
し
て
如
何
な
る
善
い
評
価
も
私
に
は
生
じ
な
い
。
も
し
或
る
人
が
衝
動
に
よ
っ
て
悪
に
導
か
れ
る
危
険
な
し

に
、
確
信
を
も
っ
て
そ
の
衝
動
を
信
頼
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
人
が
尊
敬
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
事
は
彼

の
裡
な
る
両
原
理
が
完
成
さ
れ
た
人
間
性
の
勝
利
で
あ
る
一
致
に
あ
る
事
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
美
し
き
魂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

．
干
で
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
更
に
次
の
様
に
も
述
べ
て
い
る
。
「
周
知
の
如
く
入
間
に
於
け
る
全
て
の
動
的
諸
夏
は
互
い
に
関

連
し
て
い
る
。
そ
し
て
精
神
は
…
…
そ
う
し
た
底
力
の
全
体
系
を
通
し
て
そ
の
影
響
を
伝
え
る
事
が
嵐
来
る
と
云
う
事
も
洞
察
さ
れ
得
る
。

意
志
の
器
宮
の
み
な
ら
ず
、
意
志
が
藏
接
に
支
配
し
得
な
い
の
も
、
少
く
と
も
間
接
的
に
は
そ
の
影
響
を
知
る
。
精
神
は
行
為
す
る
時
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

そ
れ
ら
を
意
図
的
に
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
感
ず
る
時
に
は
、
非
意
図
的
に
も
規
定
す
る
3
シ
ラ
ー
が
こ
の
様
に
述
べ
る
時
、
刃
Φ
酵
2

が
指
摘
す
る
青
く
「
我
々
の
傾
向
は
、
行
為
の
場
合
の
よ
う
に
完
全
に
支
配
さ
れ
る
事
が
出
来
な
い
に
し
て
も
、
矢
張
り
或
る
程
度
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
云
う
考
え
を
重
し
て
い
た
事
は
明
白
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
故

に
シ
ラ
ー
は
、
理
性
に
よ
る
感
性
の
教
化
、
理
性
と
感
性
と
の
一
致
を
道
徳
的
義
務
と
し
て
要
求
し
た
の
だ
と
云
え
る
。
こ
れ
に
対
し
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ン
ト
は
、
感
性
に
従
う
事
は
意
志
の
他
律
で
あ
り
、
欲
求
に
従
う
事
は
自
然
法
則
に
従
う
事
で
あ
る
、
と
さ
え
云
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し

た
考
え
方
は
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
云
え
る
。
勿
論
理
性
と
感
性
と
の
一
致
が
人
間
の
努
力
に
よ
っ
て
完
全
に
実
現
さ
れ
る
事

が
出
来
な
い
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
人
聞
の
感
性
が
、
外
部
か
ら
力
を
加
え
ら
れ
て
動
く
玉
撞
の
玉
の
運
動
と
同
じ
様
に
全
く



自
由
を
吝
し
な
い
と
考
え
る
事
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。
或
る
事
柄
を
快
い
と
感
じ
、
欲
求
す
る
事
は
、
そ
の
空
体
が
感
じ
、
欲
求
す
る

の
で
あ
り
、
感
情
や
欲
求
は
、
何
処
ま
で
も
主
体
自
身
の
表
現
で
あ
る
と
云
う
面
が
あ
る
事
も
事
実
で
あ
る
と
云
え
る
。
勿
論
、
例
え
ば

食
欲
の
様
に
、
そ
れ
を
充
た
す
事
な
く
し
て
は
、
人
蔭
が
生
存
し
続
け
る
事
が
出
来
ず
、
充
た
さ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
っ
た
欲
求
も
あ
り

得
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
欲
求
の
場
合
で
も
、
我
々
は
幼
時
よ
り
の
…
躾
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
或
る
繰
度
迄
自
分
の
生
活
の
中
で
秩
序
付

け
て
い
る
の
で
あ
り
、
食
欲
を
充
た
す
事
自
体
が
（
自
己
を
超
え
た
必
然
性
に
従
い
な
が
ら
も
）
同
時
に
主
体
自
身
の
自
己
表
現
で
あ
る

と
云
う
面
が
あ
る
事
も
否
定
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
の
感
じ
方
、
欲
し
方
が
、
或
る
程
度
迄
、
我
々
の
生
き
方
、
意
志
的
在
り
方
に

依
存
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
変
わ
り
得
る
夢
は
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
故
に
我
々
の
感
じ
方
、
欲
し
方
そ
の
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

振
る
程
度
迄
道
徳
的
善
悪
の
紺
象
に
な
り
得
る
事
も
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
、
我
々
が
道
徳
的
に
立

派
な
人
を
み
て
一
種
の
屈
辱
感
か
ら
、
そ
の
人
の
久
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
場
合
と
か
、
道
徳
法
則
そ
の
も
の
の
髄
値
を
格
下
げ
し
よ
う

　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
す
る
場
合
な
ど
は
、
そ
う
し
た
気
持
を
抱
い
て
い
る
事
自
体
が
、
主
体
欝
身
の
責
任
に
属
す
る
事
で
あ
り
、
決
し
て
自
然
必
然
性
に
帰

す
る
事
は
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
事
を
考
え
る
時
、
仮
令
道
徳
法
則
に
従
っ
て
も
、
心
の
裡
に
反
道
徳
的
傾
向
を
有
し
て
い

る
限
り
、
人
間
は
十
分
に
道
徳
的
で
あ
る
と
は
云
え
な
い
と
云
っ
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
屈
辱
感
か
ら
道
徳
的
に
正
し
い
人
の
欠

点
を
見
出
そ
う
と
し
た
り
、
道
徳
法
則
の
価
値
を
格
下
げ
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
裡
に
有
し
て
い
る
人
は
、
道
徳
を
十
分
に
重
ん

じ
て
い
な
い
が
故
に
、
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
事
も
嵐
来
る
。
従
っ
て
意
識
の
レ
ベ
ル
で
如
何
に
道
徳
法
則
を
重
ん
じ
、
道
徳

法
劉
に
対
す
る
尊
敬
か
ら
行
為
し
た
に
し
て
も
、
し
か
し
心
の
裡
に
絶
え
ず
反
道
徳
的
傾
向
を
感
じ
て
い
る
限
り
、
む
し
ろ
我
々
は
本
当

に
心
の
底
か
ら
道
徳
を
重
ん
じ
て
い
な
い
事
、
自
分
が
そ
れ
程
道
徳
的
で
は
な
い
事
を
素
直
に
認
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思

　
（
1
5
）

わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
で
、
自
分
よ
り
も
身
分
の
低
い
人
で
も
道
徳
的
に
正
し
い
人
な
ら
ば
、
外
的
に
は
傲
慢
な
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

を
と
ろ
う
と
も
尊
敬
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
表
面
だ
け
で
も
傲
慢
な
態
度
を
意
識
的
に
と
ろ
う
と
す

る
自
分
の
心
の
奥
底
に
、
身
分
の
低
い
者
に
対
す
る
軽
蔑
の
気
持
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
を
、
さ
ら
に
自
ら
に
問
い
た
だ
し
て
み

343
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る
必
要
が
あ
ろ
う
。
聖
書
に
於
て
導
姦
淫
す
る
な
』
と
囲
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
な
た
が
た
の
聞
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

わ
た
し
は
あ
な
た
が
た
に
繕
う
。
だ
れ
で
も
、
情
欲
を
い
だ
い
て
女
を
見
る
者
は
、
心
の
中
で
す
で
に
姦
淫
を
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
云
わ

れ
る
時
、
実
際
に
姦
淫
を
為
す
場
合
の
み
な
ら
ず
、
心
の
底
で
少
し
で
も
そ
の
傾
向
を
抱
い
た
者
は
す
で
に
姦
淫
を
し
た
の
と
同
じ
だ
と

云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
実
際
に
淫
ら
な
行
為
を
し
な
い
に
せ
よ
、
淫
ら
な
気
持
を
抱
い
て
い
る
限
り
、
我
々
は
十
分
野
道
徳

的
で
は
な
い
と
云
え
る
。
そ
し
て
心
の
純
粋
性
を
徹
底
的
に
主
張
す
る
限
り
、
そ
こ
迄
進
む
の
は
、
む
し
ろ
当
然
だ
と
云
え
る
。
仮
令
義

務
に
も
と
づ
い
て
行
為
し
て
も
心
の
底
で
な
お
反
道
徳
傾
向
を
有
し
て
い
る
限
り
、
実
際
に
は
我
々
は
道
徳
を
、
む
し
ろ
、
そ
れ
自
体
で

重
ん
じ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
重
ん
じ
て
い
な
い
が
故
に
、
そ
う
し
た
傾
向
が
生
ず
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
我
々

が
、
そ
れ
程
道
徳
的
で
は
な
い
が
故
に
、
こ
う
し
た
傾
向
が
生
ず
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
適
法
性
と
道
徳

性
の
区
別
と
の
関
連
で
云
え
ば
、
い
く
ら
意
識
的
に
道
徳
を
重
ん
じ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
立
す
る
傾
向
が
心
の
裡
に
絶
え
ず
存
在

す
る
限
り
、
結
局
は
適
法
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
道
徳
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
な
い
事
を
素
直
に
認
め
た
方
が
よ
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
反
道
徳
的
傾
向
を
心
の
裡
に
有
し
な
が
ら
、
精
神
の
点
か
ら
道
徳
的
に
善
で
あ
る
と
は
云
い
難
い
か
ら
で
あ
る
。

又
幸
福
と
の
関
連
で
云
え
ば
、
道
徳
と
幸
福
と
が
対
立
す
る
時
、
道
徳
的
在
り
方
を
選
び
な
が
ら
も
、
自
足
し
得
ず
、
一
種
の
空
白
感
、

な
い
し
何
故
幸
福
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
云
っ
た
気
持
を
抱
く
事
で
さ
え
、
真
に
心
の
底
か
ら
、
道
徳
を
そ
れ
自
体

で
重
ん
じ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
「
要
請
の
立
場
」
は
仮
令
、
徳
に
、
そ
れ
と
釣
合
っ
た
幸
福
が
与

え
ら
れ
な
い
の
は
不
合
理
だ
と
云
う
要
求
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
道
徳
を
そ
れ
自
体
で
重
ん
ず
る
道
徳
性
の
立
場
の
徹
底
な

い
し
貫
徹
と
は
、
決
し
て
考
え
る
事
が
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
が
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
に
於
て
根
本
悪
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
、
カ
ン
ト
に
凡
て
一

番
問
題
に
な
っ
た
の
は
、
心
の
内
面
の
反
道
徳
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
は
一
貫
し
て
理
性
へ
の
深
い
信
頼
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
自
か
ら
の
内
面
の
理
性
を
重
ん
じ
、
そ
れ
に
照
し
て
自
分
の
在
り
方
を
絶
え
ず
変
革
し
て
ゆ
く
所
に
一
生
の
道
徳
的
課
題
を
見
出
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し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
如
何
に
努
力
し
て
も
心
の
内
薗
の
反
道
徳
的
傾
向
が
消
滅
す
る
事
は
な
い
。
こ
う
し
た
心
の
内
面
へ
の
注
視

が
根
本
悪
の
自
覚
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
或
る
事
柄
に
強
い
欲
求
を
感
じ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
実
現
す
べ
き
で
は
な
い
と

考
え
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
自
ら
の
努
力
で
押
さ
え
よ
う
と
す
る
事
が
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
努
力
し
て
も
、
そ
れ
を
押
え
る
事
が
出
来
な

い
時
、
仮
令
ど
ん
な
に
浅
ま
し
く
醜
く
て
も
、
そ
う
し
た
欲
求
を
目
指
そ
う
と
す
る
気
持
が
、
自
己
自
身
の
裡
に
深
く
根
ざ
し
て
お
り
、

そ
れ
を
否
定
す
べ
く
努
力
し
た
在
り
方
以
上
に
、
自
己
の
内
約
本
性
を
明
白
に
表
現
し
て
い
た
と
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
が
あ
る
。
カ

ン
ト
の
根
本
悪
も
、
こ
う
し
た
経
路
を
へ
て
初
め
て
自
覚
さ
れ
た
と
云
え
る
。
と
こ
ろ
で
適
法
性
と
の
区
別
に
於
け
る
道
徳
性
と
云
う
事

は
、
こ
う
し
た
根
本
悪
が
根
絶
さ
れ
て
初
め
て
人
間
に
達
成
さ
れ
た
と
云
え
る
と
思
わ
れ
る
Q
心
の
裡
に
反
道
徳
的
、
な
い
し
道
徳
的
秩

序
を
顛
倒
す
る
傾
向
（
カ
ン
ト
自
身
、
こ
れ
が
悪
で
あ
り
、
人
問
の
費
任
に
帰
せ
ら
る
べ
き
事
を
認
め
て
い
る
）
を
有
し
な
が
ら
、
道
徳

性
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
云
う
事
は
鵬
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
『
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
於
け
る
宗
教
』
の
第

三
篇
の
初
め
の
所
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
人
間
の
欲
求
は
僅
か
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
気
づ
か
う
心
の
状
態
は

穏
か
で
平
静
で
あ
る
。
人
問
は
他
の
人
々
が
、
自
分
を
貧
し
い
と
み
な
し
、
そ
の
事
を
軽
蔑
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
か
う
限
り
に

於
て
の
み
貧
し
い
の
で
あ
る
（
な
い
し
貧
し
い
と
み
な
す
の
で
あ
る
）
。
嫉
妬
、
支
配
下
、
貧
欲
、
そ
れ
ら
と
結
び
付
い
た
敵
紺
的
な
諸
傾

向
は
、
人
間
が
人
食
達
の
下
で
存
在
す
る
や
否
や
痩
ち
に
、
そ
の
自
足
せ
る
本
性
を
襲
撃
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
島
々
は
、
す
で
に

悪
に
陥
っ
た
者
、
悪
に
誘
惑
す
る
実
例
、
と
し
て
前
提
さ
れ
る
事
は
決
し
て
必
要
で
は
な
い
。
人
々
が
相
互
に
そ
の
道
徳
素
質
を
堕
落
さ

せ
合
い
、
互
い
に
悪
く
し
合
う
た
め
に
は
、
人
々
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
云
う
事
、
人
々
が
人
を
取
巻
い
て
い
る
と
云
う
事
、
彼
ら

が
人
間
で
あ
る
と
云
う
事
で
十
分
で
あ
る
。
人
間
に
於
け
る
こ
の
悪
を
防
ぎ
、
善
を
促
進
す
る
事
を
本
当
に
自
指
す
一
つ
の
結
合
を
、
道

徳
性
の
維
持
の
み
を
目
指
す
、
持
続
的
で
常
に
拡
大
し
て
ゆ
く
一
つ
の
社
会
と
し
て
…
…
樹
立
す
る
手
段
が
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
事
は
、
個
々
の
人
間
が
悪
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
如
何
に
多
く
の
事
を
為
し
た
に
し
て
も
、
彼
を
悪
へ
逆
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

危
険
に
絶
え
ず
さ
ら
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
」
勿
論
、
こ
う
し
た
主
張
は
、
絶
え
ざ
る
努
力
に
よ
る
霞
力
救
済
の
道
を
何
処
ま
で
も
忙
し
進
も

カ
ン
ト
の
動
機
論

八
九
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う
と
す
る
立
場
の
表
現
で
あ
る
と
受
取
る
事
が
繊
来
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
人
間
の
内
面
に
巣
喰
う
敵
対
的
な
、
反
道
徳
的
な

傾
向
が
、
個
人
自
身
の
努
力
だ
け
に
よ
っ
て
は
決
し
て
根
絶
さ
れ
得
な
い
事
を
間
接
的
に
承
認
し
て
い
る
の
だ
と
解
す
る
事
も
謁
来
る
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
限
り
、
仮
令
カ
ン
ト
が
如
何
に
真
面
目
に
努
力
す
る
人
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
道
徳
性
の
立
場
に
立
っ
て
い

る
と
主
張
す
る
資
格
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
結
局
カ
ン
ト
も
適
法
性
の
範
囲
内
で
、
よ
り
道
徳
的
で
あ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
結
論
を
云
え
ば
、
結
局
私
に
は
、
道
徳
性
と
適
法
性
と
の
区
別
は
、
入
間
の
道
徳
的
在
り
方
の
不
十
分
さ
を

自
覚
す
る
た
め
に
こ
そ
、
必
要
な
区
別
で
あ
り
、
自
ら
道
徳
性
の
立
場
に
立
ち
得
る
と
自
負
す
る
事
こ
そ
、
道
徳
的
に
は
危
険
な
事
だ
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
心
の
内
面
の
純
粋
性
と
云
う
観
点
か
ら
す
れ
ぽ
、
イ
エ
ス
の
教
え
を
文
字
通
り
の
意
味
に
於
て
受
入
れ
、
律
法
は
罪

を
自
覚
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
存
在
す
る
と
述
べ
、
自
ら
の
罪
を
承
認
し
た
ル
タ
；
の
方
が
、
カ
ン
ト
よ
り
、
よ
り
良
心
的
で
、
純
粋
で
あ

っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

（
1
）
　
ρ
N
箏
（
ピ
9
辱
蒔
ω
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一
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O
Q
’
し
φ
り
¢
璽
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2
）
　
累
乞
乱
）
。
＜
二
く
”
ψ
c
。
c
。
’

（
3
）
吻
。
。
メ
く
．
O
o
’
＆
卜
。
i
＆
ω
’

（
4
）
　
穴
■
9
℃
’
く
」
＜
”
ψ
賦
ρ

（
5
）
　
カ
ン
ト
は
、
欝
分
の
幸
福
を
促
進
す
る
事
に
関
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
Q
　
門
自
分
自
身
の
灘
福
を
確
保
す
る
嶺
は
（
少
く
と
も
問
接
的
に

　
　
は
）
義
務
で
あ
る
Q
何
と
な
れ
ば
種
々
の
気
づ
か
い
の
群
や
、
充
足
さ
れ
な
い
欲
求
を
か
か
え
て
、
自
ら
の
、
状
態
に
満
足
し
得
な
い
事
は
、
義

　
　
務
違
反
へ
の
大
き
な
誘
因
に
な
り
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
O
■
鵠
陰
島
璽
竃
’
　
低
．
ω
り
点
く
曽
O
D
●
Q
O
㊤
り
）
道
徳
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
、
幸
福
が
、
人
聞
の
生

　
　
に
と
っ
て
実
際
に
は
非
常
に
決
定
的
な
要
悶
と
し
て
、
働
き
が
ち
で
あ
る
事
を
、
カ
ン
ト
自
身
が
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
H
＜
》
ω
●
魁
O
S

（
7
）
累
〔
ご
）
●
＜
二
く
》
¢
c
。
繕
胴

（
8
）
　
穴
．
（
回
ワ
く
こ
く
”
ψ
c
。
鼻
■

（
9
）
d
ぴ
興
2
彰
三
§
焦
乏
費
創
Φ
り
護
ぎ
・
暮
き
・
前
掲
書
ω
●
誌
し
。
…
垂
心
阜
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（
1
0
）
　
董
儒
‘
ω
．
δ
メ

（
1
1
）
　
頃
．
カ
①
ぎ
①
門
前
掲
書
ψ
島
一
お
．

（
1
2
）
　
O
．
N
●
9
竃
・
9
ω
‘
H
く
’
Q
Q
費
A
G
。
O

（
1
3
）
　
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
に
於
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
福
な
い
し
、
禍
は
、
常
に
快
適
な
い
し
不
快
適
、
満
足
な
い
し
苦
痛
と

　
　
云
う
我
々
の
状
態
に
対
す
る
関
係
の
み
を
意
味
す
る
。
…
…
し
か
し
、
善
な
い
し
悪
は
、
意
志
が
理
性
法
国
に
よ
っ
て
捗
る
王
学
を
、
そ
の
対
象

　
　
に
す
る
事
に
規
定
さ
れ
る
限
り
、
常
に
、
そ
の
意
志
に
対
す
る
関
係
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
志
と
は
、
対
象
や
、
そ
の
蓑
象
に
よ
っ
て

　
　
決
し
て
直
接
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
性
の
規
則
を
行
為
の
動
因
（
こ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
実
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
）
に
す
る
能
力

　
　
で
あ
る
Q
そ
れ
故
蕃
な
い
し
悪
は
、
本
来
行
為
に
関
係
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
人
格
の
感
覚
状
態
に
関
係
付
け
ら
れ
る
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

　
　
も
し
切
る
も
の
が
頑
接
的
に
善
な
い
し
悪
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
或
い
は
、
そ
の
様
に
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
行
為
の

　
　
仕
方
、
意
志
の
格
率
、
従
っ
て
善
い
人
な
い
し
悪
い
人
と
し
て
の
人
格
そ
の
も
の
の
み
で
あ
ろ
う
。
」
（
＜
”
ψ
①
O
）
こ
れ
は
勿
論
、
善
悪
と
云
う

　
道
徳
的
判
断
が
、
幸
福
で
あ
る
と
か
、
不
幸
で
あ
る
と
か
、
と
云
っ
た
感
覚
状
態
と
、
何
ら
薩
接
的
関
連
を
有
さ
な
い
泰
を
指
摘
し
た
文
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
を
有
す
る
喜
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
が
、
善
悪
は
、
人
間
の
意
志
的
在
り
方
、
行
為
の
仕
方

　
　
の
み
に
関
係
し
、
人
間
の
感
覚
状
態
㎝
般
に
、
全
く
関
係
し
な
い
、
と
云
う
事
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
無
条
件
に
肯
定
す
る
寮
は

　
繊
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
間
の
感
覚
状
態
は
、
大
き
く
分
れ
ば
、
快
的
な
状
態
と
不
快
な
状
態
と
に
区
分
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
う
し
た
状

　
態
が
、
カ
ン
ト
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
我
々
の
自
由
に
よ
っ
て
は
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
必
然
的
生
起
の
、
面
が
あ
る
薯
は
事
実
で
あ
る
に
し
て

　
も
、
し
か
し
例
え
ば
、
自
分
が
娠
い
な
人
が
何
か
で
失
敗
し
た
の
を
図
撃
し
て
心
の
底
で
「
い
い
気
味
だ
」
と
喜
ん
で
い
る
状
態
、
他
人
に
対
す

　
る
不
当
な
軽
蔑
や
怒
り
で
、
葱
葱
や
る
方
な
い
状
態
、
と
云
っ
た
も
の
は
、
仮
令
、
そ
れ
か
ら
悪
い
行
為
が
生
じ
な
い
場
合
で
も
、
そ
れ
だ
け
で

　
道
徳
的
悪
と
判
定
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
Q
そ
う
し
た
状
態
は
、
必
然
的
生
起
と
い
う
面
を
有
し
て
い
る
に
し
て
も
、
ま
さ
か
、
密
然
必
然
性
に

　
帰
す
る
事
は
出
来
ず
、
結
局
は
、
自
分
自
身
の
在
り
方
、
生
ぎ
方
に
依
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
又
、
人
間
の
感
情
や
欲
求
は
、
確
か
に
我
々
の
自
由
を
超
え
た
一
驚
が
あ
る
購
は
、
窺
実
で
あ
る
に
し
て
も
、
逆
に
、
我
々
自
身
の
内
的
本
性

　
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
と
云
う
一
面
が
あ
る
購
も
事
実
だ
と
思
わ
れ
る
。
叢
る
事
が
道
徳
的
に
正
し
い
事
が
分
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
為
す
の

　
が
厭
で
、
不
快
感
を
抱
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
仮
令
、
そ
う
し
た
不
快
感
を
押
え
て
、
そ
れ
を
為
そ
う
と
努
力
し
た
に
し
て
も
、
我
々
貞
身

カ
ン
ト
の
動
機
論

九
一
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の
裡
に
道
徳
的
な
も
の
を
嫌
悪
す
る
気
持
が
事
実
と
し
て
存
在
す
る
裏
を
認
め
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
又
カ
ン
ト
も
完
全
に
理
性
的
で
神
墾

　
　
な
意
志
は
、
道
徳
法
則
が
命
じ
る
行
為
を
、
自
か
ら
欲
す
る
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
欲
求
も
、
内
的
本
性
そ
の
も
の
の
表
貌
で
あ
る
と
云
う
意
味

　
　
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
神
聖
な
意
志
は
、
そ
の
内
的
本
性
か
ら
し
て
十
分
に
道
徳
的
で
あ
り
、
道
徳
的
で
あ
る
が
故
に
、
道
徳
的
な
購
を

　
　
喜
ん
で
欲
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
が
道
徳
的
な
も
の
を
（
一
分
の
利
益
へ
の
考
慮
と
量
っ
た
も
の
か
ら
離
れ
て
）
そ
れ
自
体
と
し
て
、
喜

　
　
ん
で
欲
し
な
い
限
り
、
我
々
自
身
の
内
的
本
性
が
、
道
徳
的
な
も
の
と
異
質
的
な
面
を
有
し
て
い
る
裏
h
我
々
が
、
そ
れ
程
道
徳
的
で
は
な
い
事

　
　
を
、
認
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
シ
ラ
ー
が
云
う
よ
う
に
、
道
徳
的
な
も
の
を
喜
ん
で
欲
求
し
て
い
る
か
否
か
で
、
人
々
の
道
徳
的
程
度
を
知

　
　
る
事
が
繊
来
る
漁
が
あ
る
菓
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
感
情
と
か
欲
求
と
云
っ
た
感
覚
的
な
在
り
方
で
も
、
我
々
の
道
徳
的
状
態
を
伝
え
て

　
　
い
る
と
云
う
面
が
あ
る
事
は
否
定
出
来
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
の
上
述
の
主
張
は
、
無
条
件
に
肯
定
す
る
事
は
出
来
な
い
。

（
1
4
）
　
囚
．
隼
℃
．
＜
こ
く
あ
’
ミ
膨

（
1
5
）
　
道
徳
的
な
も
の
を
、
そ
れ
鐵
体
で
重
ん
じ
る
纂
が
、
人
間
に
本
当
に
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
道
徳
的
な
も
の
を
喜
ん
で
為
す
壌
も
人
間
に
可

　
　
能
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
Q
現
実
の
人
間
は
、
道
徳
的
な
も
の
を
重
ん
じ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
寝
体
で
重
ん
ず
る
購
が
鵬
来
な
い
が
故
に
（
心

　
　
の
裡
に
、
他
人
を
撫
圧
し
よ
う
と
か
、
傷
つ
け
よ
う
と
か
云
っ
た
反
道
徳
的
傾
向
、
道
徳
に
逆
っ
て
ま
で
も
差
分
の
意
鋼
な
い
し
幸
福
を
達
成
し

　
　
よ
う
と
云
っ
た
反
道
徳
的
傾
向
が
、
根
深
く
巣
喰
っ
て
い
る
が
故
に
）
道
徳
的
な
も
の
を
喜
ん
で
な
す
事
が
出
来
な
い
の
だ
と
考
え
る
Q
従
っ
て
、

　
　
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ぽ
、
道
徳
性
は
、
シ
ラ
ー
が
と
な
え
た
「
喜
ん
で
義
務
を
為
す
立
場
偏
に
於
て
こ
そ
、
成
立
す
る
と
思
う
。
カ
ン
ト
は
勿
論
、

　
　
そ
う
し
た
シ
ラ
ー
の
立
場
が
人
間
に
は
不
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
申
途
半
端
な
態
度
（
究
概
的
に
は
、
人
間
醤
身

　
　
の
責
任
に
帰
ぜ
ら
る
べ
き
反
道
徳
的
傾
向
が
心
の
裡
に
存
す
る
事
を
認
め
な
が
ら
、
道
徳
姓
の
立
場
を
烹
饗
す
る
在
り
方
）
を
と
ら
ず
、
人
間
が

　
　
道
徳
性
の
立
場
に
立
ち
得
な
い
購
を
素
直
に
認
め
た
方
が
、
　
一
難
斉
含
的
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
る
。

（
1
6
）
　
＜
あ
・
勺
メ

（
1
7
）
　
マ
タ
イ
に
よ
る
編
音
書
鉾
卜
⊃
刈
－
邸
Q
Q
’

（
1
8
）
　
カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
で
、
「
法
姻
の
故
に
為
さ
れ
た
の
で
は
な
い
適
法
約
行
為
は
、
全
て
、
単
に
文
字
に
関
し
て
、
道
徳
酌
に
善
で
あ

　
　
る
に
す
ぎ
ず
、
精
神
（
心
術
）
に
関
し
て
は
善
で
は
な
い
。
」
（
く
冒
ψ
刈
い
。
）
と
云
っ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
自
身
の
立
場
も
（
結
局
は
、
被
造
性
に
、

　
　
で
纏
な
く
、
我
々
自
身
の
貴
任
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
反
道
徳
駒
傾
穐
を
心
の
裡
に
認
め
な
が
ら
、
道
徳
性
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に



　
　
主
張
す
る
限
り
）
、
「
文
字
に
関
し
て
善
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
云
え
る
難
が
あ
る
と
思
う
。
徹
底
的
に
心
の
内
衙
の
純
粋
性
を
主
張
し
て
い

　
　
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
際
に
は
、
そ
う
で
な
い
の
が
、
カ
ン
ト
の
立
場
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

（
1
9
）
　
＜
H
層
ω
．
ゆ
○
◎
…
り
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

Kants　Gesinntuagsethik

von　Ken　Wakamatsu

　　Bekanntlich　tellte　Kant　die　Mora！itat　der　Handlung　von　der　Legaiith’t

der　Handlung　streRg　ab．　lch　erkenne　diese　Teilung　an，　frage　aber　danach，

wie　es　dem　Menschen　m6giich　ist，　dle　Moralitat　der　Handlumg　zu　erhalten，

ntimlich，　aus　Pfiicht　zu　handeln．　Kant　behauptet，　daS　es　m6glich　ist．　Doch

ich　denke，　daS　es　unm6gllch　ise．　lndem　d1eser　Aufsatz　von　dem　Gegensatz

zwlschen　Kant　und　Schiller　handelt，　macht　er　1〈lar，　dats　Kants　Behauptung

unzulangliclt　ist．
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