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と
徳
倫
理
学

工

藤

和

男

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
倫
理
学
は
単
な
る
個
人
倫
理
学
で
は
な
く
社
会
（
共
同
体
）
倫
理
学
で
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
他

の
成
員
に
対
す
る
実
践
の
相
互
関
係
か
ら
積
み
重
ね
ら
れ
た
社
会
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
社
会
を
い
わ
ば
一
個
の
「
大
な
る
人
間

M
enschen

im
G

roßen

」⑴
と
み
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
日
本
の
『
改
造
』
に
寄
稿
し
た
論
文
で
は
、「
時
に
、
共
同
体
は
多
頭
的
に
、

し
か
し
高
次
の
意
味
に
お
い
て
は
〈
無
頭
的
〉
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
一
つ
の
意
志
主
観
の
統
一
へ
と
集
中
し
類
比
的
に
個
別
主
観
の

よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
機
能
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
高
次
な
生
の
形
式
を
受
け
取
り
、
一
つ
の
〈
よ
り
高
次
な

人
格
性
〉
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
共
同
体
の
仕
事
を
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（X

X
V

II
22

）
と
述
べ
、
し
た
が
っ
て
、

倫
理
的
な
個
人
の
生
に
加
え
て
、
文
化
的
な
単
位
と
し
て
の
社
会
の
倫
理
的
な
生
を
探
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
々
人
の
倫
理
的
刷
新

の
み
な
ら
ず
、
文
化
な
い
し
は
社
会
も
ま
た
自
ら
真
正
で
人
間
的
な
文
化
や
社
会
へ
の
刷
新
を
必
要
と
す
る
、
と
提
唱
し
た
の
で
あ

る
⑵
。
社
会
の
刷
新
は
個
人
の
善
く
生
き
る
条
件
と
も
み
な
さ
れ
る
。

ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。「
人
間
の
実
践
的
ふ
る
ま
い
は
明
ら
か
に
感
受
（Fühlen

）

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
感
情
を
人
間
の
胸
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
倫
理
的
な
概
念
、
目
的
と
手
段
、
善
い
と

悪
い
、
徳
と
義
務
の
よ
う
な
概
念
、
お
よ
び
そ
れ
に
属
す
る
個
別
の
概
念
す
べ
て
は
意
味
を
失
う
」（X

X
X

V
II

147
f.

）。
理
性
の
形
式
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し
か
認
め
ず
、
行
為
の
実
質
と
し
て
不
可
欠
な
感
情
や
価
値
感
受
を
倫
理
学
か
ら
排
除
し
た
こ
と
が
致
命
的
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
共
同
体
を
重
視
す
る
点
で
も
、
形
式
主
義
を
批
判
す
る
点
で
も
、
近
代
倫
理
学
の
伝
統
と
の
対
決
で
あ
る
か
ら
当
然
と

は
言
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
に
は
現
代
倫
理
学
の
諸
潮
流
と
相
通
じ
る
論
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
そ
の
中
で
も
徳
倫
理

学
の
論
点
と
の
比
較
検
討
を
通
じ
て
⑶
、
伝
統
批
判
の
意
義
を
確
認
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た

い
。以

下
本
論
は
、
テ
ク
ス
ト
に
は
、
一
九
二
〇
／
二
四
年
の
講
義
録
『
倫
理
学
入
門
』（X

X
X

V
II

）
を
中
心
に
し
て
、
一
九
〇
八
年
か

ら
一
九
一
四
年
ま
で
の
『
倫
理
学
と
価
値
論
講
義
』（X

X
V

III

）
や
『
改
造
』
論
文
（X

X
V

II

）
も
用
い
、
徳
倫
理
学
を
参
照
し
て
、
人

柄
と
個
別
行
為
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
る
か
（
第
一
節
）、
個
人
と
共
同
体
の
ど
ち
ら
に
焦
点
を
当
て
る
か
（
第
二
節
）、
倫
理
学
に
厳
密
性

を
求
め
る
か
否
か
（
第
三
節
）、
と
い
う
論
点
を
考
察
す
る
。

一
、
人
柄
か
行
為
か

徳
倫
理
学
の
主
張
の
一
つ
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
始
ま
る
倫
理
学
が
本
来
人
柄
（ēthos

）
に
関
す
る
善
さ
を
論
じ
る
も
の
で
あ
っ

た
の
に
、
近
代
の
倫
理
学
が
も
っ
ぱ
ら
個
別
行
為
の
善
悪
し
か
問
題
に
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
近
代
倫
理
学

を
代
表
す
る
功
利
主
義
も
カ
ン
ト
の
義
務
論
も
い
か
な
る
行
為
が
正
し
い
か
を
中
心
に
論
じ
た
。
功
利
主
義
は
、
結
果
論
的
に
で
は
あ
る

が
、
快
楽
（
善
）
を
生
み
出
す
行
為
が
正
し
い
と
し
た
し
、
義
務
論
は
逆
に
、
結
果
に
関
係
な
く
、
行
為
（
意
志
）
そ
の
も
の
の
正
し
さ

（
善
）
を
義
務
に
基
づ
く
行
為
と
し
て
解
明
し
た
の
で
あ
る
。

フッサールと徳倫理学 ― ３２ ―



と
こ
ろ
が
徳
倫
理
学
は
、
有
徳
な
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
為
す
で
あ
ろ
う
行
為
が
正
し
い
行
為
で
あ
る
、
と
考
え
る
⑷
。
そ

し
て
そ
の
徳
と
は
、
あ
る
社
会
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
望
ま
し
い
人
格
お
よ
び
性
格
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
が
あ
る
状
況
で
い
か
に
ふ

る
ま
う
べ
き
か
は
、
彼
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
な
地
位
に
あ
っ
て
ど
ん
な
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
か
ら
ほ
ぼ
決
ま
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
正
し
い
行
為
は
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
徳
、
性
向
、
人
柄
）
か
ら
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ

ア
に
よ
れ
ば
、「
し
た
が
っ
て
諸
徳
は
、
諸
実
践
を
維
持
し
て
そ
れ
ら
に
内
的
な
善
を
達
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
善

そ
の
も
の
を
求
め
る
重
要
な
探
究
の
中
で
私
た
ち
を
支
え
て
く
れ
る
性
向
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
性
向
こ
そ
、
私

た
ち
が
遭
遇
す
る
害
悪
、
危
険
、
誘
惑
、
気
晴
ら
し
を
乗
り
越
え
さ
せ
て
く
れ
、
増
大
す
る
自
己
認
識
と
増
大
す
る
善
の
認
識
と
を
与
え

て
く
れ
る
の
で
あ
る
」⑸
。

こ
う
し
て
徳
倫
理
学
は
、
行
為
の
善
悪
は
人
格
の
善
悪
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
判
定
で
き
る
と
言
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
、
例
え
ば
、

「
子
供
へ
の
愛
が
人
格
を
形
成
す
る
よ
う
な
意
義
（
職
業
的
意
義
）
を
も
つ
と
き
、
子
供
を
愛
す
る
人
間
と
し
て
の
自
己
の
様
式
、
た
と

え
ば
、
親
と
し
て
の
優
し
さ
・
寛
大
さ
・
愛
情
ぶ
か
さ
な
ど
が
、
行
動
を
規
則
づ
け
る
よ
う
に
な
る
」⑹
と
吉
川
孝
が
指
摘
し
た
よ
う
な

規
範
的
な
自
己
形
成
の
思
想
が
あ
り
、
そ
れ
は
徳
倫
理
学
の
考
え
方
に
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
逆
に
人
格
は
個
別
行
為
の
積
み
重
ね
か
ら
し
か
形
成
さ
れ
な
い
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
、「
し

か
し
最
終
的
に
は
な
お
、
善
き
生
と
い
う
最
上
の
目
標
と
善
良
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
い
う
そ
れ
と
が
ど
う
関
係
す
る
の
か
を
問
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、O

perari
sequitur

esse

と
言
い
表
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
」（X

X
X

V
II

254

）
と
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の

ラ
テ
ン
語
は
「
行
う
こ
と
は
在
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
在
る
こ
と
は
行
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
」
と
も
読
め
る
。

実
は
徳
倫
理
学
が
依
拠
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
ま
た
、「
わ
れ
わ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
行
為
に
関
す
る
こ
と
が
ら
を
、
い
か
な
る
仕

方
で
こ
れ
を
な
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
け
だ
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
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は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
性
状
（
ヘ
ク
シ
ス
）」
の
性
質
い
か
ん
を
さ
え
も
決
定
す
る
力
を
有
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
」（1103

b

）⑺
と
い

う
考
え
方
も
あ
る
。
徳
（
善
き
生
）
は
ヘ
ク
シ
ス
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
個
別
行
為
が
形
成
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

だ
が
、
道
徳
的
判
定
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
、
個
別
行
為
の
み
を
問
題
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ミ
ル
が
す
で
に
行

為
功
利
主
義
よ
り
も
規
則
功
利
主
義
を
中
心
に
据
え
た
よ
う
に
、
ま
た
カ
ン
ト
が
道
徳
法
則
に
従
う
も
の
と
し
て
個
別
行
為
・
意
志
で
は

な
く
格
律
を
対
応
さ
せ
た
よ
う
に
、
近
代
的
倫
理
学
の
伝
統
で
さ
え
、
直
接
に
個
々
の
行
為
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
持
続
的
な

規
範
的
性
状
（
規
則
、
格
律
）
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
、
道
徳
法
則
に
従
う
格
律
を
介
し
た
厳
格

な
意
志
規
定
を
解
明
し
た
『
実
践
理
性
批
判
』
の
「
方
法
論
」
に
お
い
て
、
純
粋
な
徳
の
提
示
に
よ
っ
て
道
徳
的
動
因
を
心
得
さ
せ
る
必

要
が
あ
る
と
し
て
、「
そ
れ
〔
道
徳
的
動
因
〕
は
、
性
格
（
動
揺
す
る
こ
と
の
な
い
格
律
に
従
う
実
践
的
で
一
貫
し
た
考
え
方
）
を
根
拠

づ
け
る
唯
一
の
動
因
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
人
間
に
彼
自
身
の
尊
厳
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
そ
の
心
に

自
分
自
身
で
も
思
い
設
け
な
か
っ
た
力
を
与
え
る
の
で
あ
る
」⑻
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
、
日
常
的
実
践
の
際

に
重
要
な
の
は
善
き
生
を
形
づ
く
る
性
格
、
徳
で
あ
っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
最
終
的
に
、「
私
は
善
良
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
善
の
生
を
手
に
入
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
最
善
可
能
な
生
に
よ

っ
て
善
良
で
あ
る
こ
と
を
手
に
入
れ
る
の
か
」
と
問
い
、
す
ぐ
続
け
て
「
そ
こ
で
問
題
な
の
は
ひ
と
つ
の
同
じ
事
態
の
相
関
的
な
表
現
と

い
う
だ
け
で
あ
り
、
こ
こ
に
重
大
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」（X

X
X

V
II

254

）
と
答
え
て
い
る
。
徳
倫
理
学
は
個
別

行
為
よ
り
も
徳
を
強
調
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
択
一
の
問
題
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
事
態
の
両
契
機
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
、
越
智
貢
が
断
ず
る
よ
う
に
、「
ヘ
ク
シ
ス
は
行
為
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
行
為
に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
」⑼
と
い
う
循
環
構
造
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
個
別
行
為
に
働
く
意
志
ば
か
り
で
な
く
、
徳
を
め
ざ
す
意
志
を
も
洞
察
し
て
い
る
こ
と
で
あ
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る
。「
厳
密
な
意
味
で
最
善
の
知
と
良
心
に
従
っ
て
最
善
が
選
ば
れ
為
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
〈
最
善
の
知
と
良
心
に
従
っ
て
〉
が
倫
理
的

生
を
断
固
と
し
て
創
設
す
る
意
志
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
習
性
的
に
導
く
生
全
体
の
定
言
命
法
に
な
る
こ
と
、
が
重
要
で
あ
る
」（X

X
X

V
II

253
）。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
諸
徳
の
行
使
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
善
と
い
う
目
的
に
対
す
る
こ
の

意
味
で
の
一
つ
の
手
段
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
善
を
構
成
す
る
も
の
は
、
最
善
の
状
態
で
生
き
ら
れ
る
完
全
な
人

生
で
あ
り
、
諸
徳
の
行
使
は
そ
う
し
た
生
を
確
保
す
る
た
め
の
単
な
る
予
備
的
実
践
で
は
な
く
、
そ
の
生
に
と
っ
て
必
要
で
中
心
的
な
部

分
な
の
で
あ
る
」⑽
。
す
な
わ
ち
、
徳
の
行
使
（
個
別
行
為
）
は
善
き
生
を
形
成
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
善
き
生
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

近
代
倫
理
学
も
徳
を
軽
視
し
た
訳
で
は
な
く
、
徳
倫
理
学
も
徳
か
ら
一
方
的
に
行
為
が
規
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
フ

ッ
サ
ー
ル
も
同
じ
方
向
で
、
徳
と
個
別
行
為
の
相
関
を
考
え
て
い
る
。
で
は
、
実
践
的
な
生
全
般
に
と
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
行
為

を
生
み
出
す
実
践
的
な
性
格
で
あ
る
徳
こ
そ
が
め
ざ
す
べ
き
目
標
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
近
代
倫
理
学
が
行
為
の
探
究
に
重
点
を
置
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
徳
は
厳
密
な
探
究
に
な
じ
ま
な
い
が
、
道
徳
的
行
為
の
厳
密
な
解
明
は
学
問
と
し
て
の
必
然
的
な
要
請
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
第
三
節
で
再
び
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

二
、
個
人
か
共
同
体
か

次
に
、
徳
倫
理
学
は
、
人
格
を
強
調
す
る
際
に
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
普
遍
的
な
理
性
的
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
共
同
体
（
社
会
）

の
中
の
役
割
を
担
っ
た
具
体
的
な
あ
り
方
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
テ
ロ
ス

（
目
的
）
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
ロ
ス
と
は
共
同
体
に
お
け
る
身
分
、
地
位
、
役
割
の
こ
と
で
あ
る
。「〈
人
間
で
あ
る
こ
と
〉
は
各
々

そ
れ
自
身
の
意
味
や
目
的
を
も
つ
一
揃
い
の
役
割
│
あ
る
家
族
の
一
員
、
市
民
、
兵
士
、
哲
学
者
、
神
の
し
も
べ
│
を
満
た
す
こ
と
で
あ
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る
」⑾
。
人
間
は
必
ず
役
割
を
担
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
サ
ン
デ
ル
は
、
目
的
よ
り
も
自
我
を
優
先
す

る
ロ
ー
ル
ズ
に
代
表
さ
れ
る
義
務
論
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
「
負
荷
な
き
自
我
」
を
批
判
し
て
、「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
」⑿
を
土
台
と
す

る
政
治
学
を
構
想
し
た
。
近
代
倫
理
学
の
伝
統
が
個
人
の
生
き
方
に
お
け
る
個
別
の
意
志
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と
に
対
し
て
、
徳
倫
理
学

は
個
人
の
生
き
方
へ
の
共
同
体
（
文
化
・
伝
統
）
の
影
響
を
重
視
し
、
そ
の
た
め
、
文
化
相
対
的
な
よ
り
具
体
的
な
現
実
的
人
間
か
ら
倫

理
学
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
ロ
ー
ル
ズ
へ
の
批
判
と
し
て
な
ら
と
も
か
く
、
近
代
倫
理
学
へ
の
批
判
と
し
て
は
見
当
が
外
れ
て
い

る
よ
う
に
思
う
。
功
利
主
義
も
カ
ン
ト
義
務
論
も
相
対
的
で
は
な
い
絶
対
的
価
値
を
求
め
て
、
そ
の
た
め
に
一
旦
、
日
常
的
経
験
的
な

（
カ
ン
ト
の
言
う
人
間
学
的
な
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
世
界
観
哲
学
的
な
）
レ
ベ
ル
か
ら
抜
け
出
た
議
論
へ
と
進
む
べ
き
だ
と
考
え
た
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
な
人
間
学
も
必
要
で
は
あ
り
、「
通
俗
概
念
へ
の
こ
の
下
降
は
、
そ
の
前
に
純
粋
理
性
の
諸
原
理
へ
の
上
昇

が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
完
全
に
満
足
す
る
点
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
大
い
に
賞
賛
に
値
す
る
」⒀
が
、
は
じ
め
か
ら

状
況
づ
け
ら
れ
た
人
間
を
出
発
点
に
す
れ
ば
、「
あ
る
と
き
は
人
間
の
本
性
の
特
殊
な
規
定
（
理
性
的
本
性
一
般
の
理
念
も
こ
れ
に
混
じ

っ
て
い
る
が
）、
あ
る
と
き
は
完
全
性
、
あ
る
と
き
は
幸
福
、
こ
ち
ら
で
は
道
徳
的
感
情
、
あ
ち
ら
で
は
神
へ
の
畏
怖
、
こ
ち
ら
か
ら
少

し
、
あ
ち
ら
か
ら
も
少
し
と
い
っ
た
不
思
議
な
混
合
物
に
出
く
わ
す
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）、
そ
れ
〔
道
徳
性
の
諸
原
理
〕
は
、
ま
っ
た
く

ア
プ
リ
オ
リ
に
、
一
切
の
経
験
的
な
も
の
か
ら
自
由
に
、
端
的
に
純
粋
な
理
性
概
念
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」⒁
。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
考
え
方
を
肯
定
す
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
「
義
務
の
理
念
、
倫
理
的
で
中
心

的
な
理
念
、
絶
対
的
な
〈
べ
し
〉
の
理
念
の
復
興
は
果
て
し
な
く
重
要
で
、
永
遠
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る
」（X

X
X

V
II

203

）。
さ
ら

に
、
理
性
へ
の
信
念
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
と
共
有
す
る
。「
認
識
さ
れ
た
生
の
理
性
形
式
を
よ
り
決
然
と
そ
の
意
志
へ
と
受
け
入
れ

自
分
の
生
の
確
固
と
し
た
法
則
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
人
間
は
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
完
全
で
あ
る
」（X

X
V

II
35

）。
こ
こ
で
、
意
志
に
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お
け
る
理
性
形
式
と
は
理
性
的
な
生
き
方
を
め
ざ
す
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
「
理
性
的
で
あ
ろ
う
と
意
欲
す
る
こ
と
に
お
い
て
理
性
的
で

あ
る
」（V

I
275

）。

た
だ
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
が
無
視
し
た
と
繰
り
返
し
批
判
さ
れ
る
感
情
、
こ
れ
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
徳
倫
理
学
の
状
況
づ
け
ら
れ

た
自
我
の
考
え
方
に
フ
ッ
サ
ー
ル
を
近
づ
け
る
と
予
想
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
彼
〔
カ
ン
ト
〕
は
、
感
受
す
る
価
値
づ
け
に
動
機
づ

け
の
土
台
を
も
た
な
い
よ
う
な
意
欲
は
本
質
上
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
見
な
か
っ
た
」（X

X
X

V
II

233

）
が
、「
い
か

な
る
意
志
も
価
値
づ
け
る
主
観
、
感
受
す
る
主
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（X

X
X

V
II

214

）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
感
情
の
強
調
は
は
た
し
て
、
文
化
や
共
同
体
に
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
と
い
う
考
え
方
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
否
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
カ
ン
ト
批
判
は
、
単
に
、
多
様
に
状
況
づ
け
ら
れ
た
具
体
的
な
感
情
の
排
除
に

対
し
て
で
は
な
く
、
感
情
に
も
ア
プ
リ
オ
リ
な
法
則
性
が
あ
る
の
に
そ
れ
を
理
性
法
則
に
含
め
て
倫
理
学
に
活
か
さ
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
向
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
理
性
論
は
感
情
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
も
含
む
議
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
ど
ん
な
感
性
に
も
ア
プ
リ
オ

リ
な
法
則
が
存
在
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
感
性
は
真
正
な
合
理
性
の
領
分
で
あ
り
、
適
切
な
意
味
で
の
純
粋
理
性
の
領
分
で
あ
る
」（X

X
X

V
II

220

）。
カ
ン
ト
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
る
べ
き
二
つ
の
こ
と
は
、「
感
性
の
な
か
で
終
始
支
配
的
に
働
い
て
い
る
本
質
必
然
性
を
見
損
な
っ

た
こ
と
」
と
「
受
動
的
な
感
情
体
験
と
能
動
的
な
そ
れ
と
の
区
別
を
見
損
な
っ
た
こ
と
」（ibid.

）
で
あ
る
。
能
動
的
な
感
情
体
験
と
は

感
情
に
働
く
理
性
性
の
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
理
論
理
性
に
認
め
ら
れ
る
志
向
か
ら
充
実
へ
の
本
質
必
然
性
が
価
値
づ
け
や
意
欲
に
働
く
感
情
の
な
か
に
も
探
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、「
評
価
す
る
作
用
と
意
欲
す
る
作
用
に
属
し
て
い
る
、
単
に
思
念
す
る
作
用
と
正
し
さ
の
付
与

と
い
う
あ
る
種
の
形
式
に
お
い
て
自
己
を
充
実
す
る
作
用
と
の
本
質
連
関
」（X

X
X

V
II

212

）
を
見
ず
、「
根
拠
づ
け
連
関
と
我
々
が
名

づ
け
る
も
の
の
理
念
的
可
能
性
、
単
な
る
思
念
〔
志
向
〕
か
ら
対
応
す
る
洞
察
〔
充
実
〕
へ
の
あ
り
う
る
移
行
」（X

X
X

V
II

213

）
を
明

― ３７ ― フッサールと徳倫理学



ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
倫
理
学
に
感
情
を
取
り
戻
す
こ
と
は
、
徳
倫
理
学
の
よ
う
に
負
荷
な
き
自
我
の
代
わ
り
に
感
情
あ
ふ

れ
る
人
間
を
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
感
情
に
も
働
く
法
則
性
（
理
性
性
）
を
探
究
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
な
厳
密
学
の
理
念
を
保
持
し
な
が
ら
、
他
方
で
具
体
的
な
人
間
の
生
き
方
を
探
究
す
る
本
来
の
倫

理
学
の
主
題
に
も
遡
っ
て
い
る
。
最
後
期
の
倫
理
学
草
稿
も
収
め
た
全
集
第
四
二
巻
の
編
者
ゾ
ー
ヴ
ァ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「〔
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
時
代
の
初
期
の
〕
形
式
的
価
値
論
と
形
式
的
実
践
論
お
よ
び
そ
の
定
言
命
法
を
超
え
出
る
倫
理
学
の
実
質
化
と
具
体
化

は
、
初
期
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
時
代
の
倫
理
学
で
な
さ
れ
た
が
、
実
質
的
価
値
論
と
実
質
的
実
践
論
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
む
し
ろ
、
共
同
化
す
る
歴
史
的
な
具
体
的
人
格
と
し
て
の
行
為
す
る
主
観
の
よ
り
詳
し
い
規
定
を
通
じ
て
、
そ
れ
〔
人
格
〕
に
よ
っ
て

自
身
を
形
づ
く
り
そ
れ
か
ら
責
任
を
と
ら
れ
る
べ
き
そ
の
生
全
体
へ
の
ま
な
ざ
し
の
う
ち
で
、
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
」（X

L
II

S.

X
C

V

）。
も
ち
ろ
ん
、
実
質
化
は
形
式
の
否
定
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
で
言
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
形
而
上
学
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
人
間
学
に
該

当
す
る
議
論
で
は
あ
る
⒂
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
」
を
土
台
に
原
理
的
探
究
を
す
る
こ
と
は
近
代
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

各
種
共
同
体
と
そ
の
規
範
が
い
わ
ば
同
心
円
的
に
構
成
さ
れ
て
い
た
比
較
的
安
定
し
た
近
代
以
前
の
社
会
の
道
徳
的
状
況
に
対
し
て
、
近

代
人
は
異
心
円
的
に
多
様
な
共
同
体
に
属
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体
の
中
で
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
徳
、
性
状
、
役
割
が
多
様
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
時
に
、
役
割
や
徳
が
共
同
体
間
で
相
克
す
る
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
伝
統
が
私
の
う
ち
に
形
成

し
て
い
る
人
柄
や
性
状
か
ら
自
動
的
に
ふ
る
ま
う
こ
と
は
で
き
ず
、
自
覚
的
に
反
省
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
あ
え
て
批
判
的
に
既
存
の

自
己
の
あ
り
方
を
超
え
出
て
、
新
た
な
倫
理
的
地
平
に
立
つ
自
律
的
な
生
き
方
や
新
た
な
規
範
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
近

代
を
生
き
る
私
は
思
索
の
上
で
、
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
か
ら
負
荷
な
き
自
我
へ
と
そ
の
つ
ど
一
旦
は
超
え
出
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
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る
。フ

ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
、
道
徳
哲
学
と
倫
理
学
を
区
別
す
る
。
道
徳
哲
学
は
、
隣
人
愛
に
代
表
さ
れ
る
道
徳
を
共
同
体
の
伝
統
的
な
既

存
の
規
範
と
し
て
扱
う
。
他
方
、
倫
理
学
は
「
絶
対
的
に
為
す
べ
き
こ
と
（G

esollte

）
に
、
あ
る
い
は
実
践
理
性
の
絶
対
的
要
求
に
関

わ
る
技
法
論
」
で
あ
る
（cf.

X
X

X
V

II
10−

11

）。
こ
の
意
味
で
、
徳
倫
理
学
は
道
徳
を
重
視
し
、
こ
れ
に
影
響
さ
れ
形
成
さ
れ
た
道
徳

的
な
主
体
を
倫
理
学
の
基
礎
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
は
、
そ
の
主
題
を
何
よ
り
も
実
践
理
性
と
そ
れ
に
規
定
さ

れ
る
「
為
す
べ
き
こ
と
」
と
規
定
す
る
。
そ
し
て
「
絶
対
的
に
為
す
べ
き
こ
と
」
は
、
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
に
よ
る
道
徳
の
遵
法
か
ら

で
は
な
く
、
負
荷
な
き
自
我
つ
ま
り
理
性
的
存
在
者
に
よ
る
普
遍
的
な
倫
理
的
立
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意

味
で
、「
道
徳
哲
学
は
倫
理
学
の
ま
っ
た
く
非
自
立
的
な
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
」（X

X
V

II
21

）
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
徳
倫
理
学
な
い
し
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
重
視
す
る
「
状
況
づ
け
ら
れ
た
自
我
」
と
義
務
論
の
「
負
荷
な
き

自
我
」
と
は
、
対
立
す
る
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
倫
理
学
的
探
究
の
具
体
的
水
準
と
原
理
的
水
準
と
に
対
応
し
た
考
え
方
と
し
て
見
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
文
化
的
に
状
況
づ
け
ら
れ
形
成
さ
れ
た
自
我
を
重
視
す
る
徳
倫
理
学
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
、
そ
の
文
化
的
伝
統
に
含

ま
れ
る
「
共
通
善
（com

m
on

good

）」
を
強
調
す
る
。
し
か
し
そ
の
共
通
善
が
何
を
指
す
の
か
が
非
常
に
分
か
り
に
く
い
。
こ
の
考
え

方
を
積
極
的
に
日
本
に
紹
介
し
て
い
る
菊
池
理
夫
『
共
通
善
の
政
治
学
』
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。「
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
維

持
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
成
員
に
共
通
し
た
伝
統
・
意
思
・
価
値
観
が
存
在
し
、
そ
の
よ
う
な
前
提
か
ら
熟
議
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
々
人
の
私
的
な
利
益
で
は
な
く
、
共
通
の
利
益
を
め
ざ
す
政
策
が
作
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
「
共
通
の
も
の
」
す
べ
て
を

「
共
通
善
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
」⒃
。

ま
ず
説
明
さ
れ
る
の
は
、
私
的
な
利
益
、
特
に
支
配
者
の
利
益
に
対
立
す
る
共
通
な
利
益
（
公
益
、
大
衆
の
利
益
）
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
政
治
に
お
け
る
善
き
も
の
と
は
正
し
さ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
正
し
き
も
の
と
は
共
通
に
有
益
な
も
の
の
こ

と
で
」（1282

b

）⒄
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
次
に
ア
ク
ィ
ナ
ス
か
ら
は
、「
善
く
生
き
る
こ
と
」、「
物
質
的
善
（
財
）
の
充
足
」、「
平
和

と
呼
ば
れ
る
大
衆
の
統
一
」
と
し
て
の
共
通
善
が
紹
介
さ
れ
る
⒅
。
現
代
で
は
、
マ
リ
タ
ン
の
共
通
善
が
「
公
共
財
」、「
健
全
な
財
政
状

態
」、「
道
徳
的
た
だ
し
さ
・
正
義
・
友
愛
・
幸
福
」
な
ど
と
し
て
⒆
、
サ
ン
デ
ル
の
そ
れ
が
「
親
密
性
」、「
協
調
性
」、「
双
務
的
な
忠
誠

心
」
な
ど
の
「
人
間
的
善
」⒇
と
し
て
示
さ
れ
、
ま
た
、
エ
チ
オ
ー
ニ
の
「
そ
れ
〔
共
通
善
〕
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
に
役
立
つ
善
と
、

わ
れ
わ
れ
が
共
有
し
大
切
に
す
る
制
度
（
例
え
ば
、
国
家
の
防
衛
や
環
境
）
を
含
ん
で
い
る
。
共
通
善
は
す
べ
て
の
個
人
的
な
善
の
単
な

る
集
積
以
上
の
も
の
で
あ
る
」21
と
い
う
考
え
方
が
示
さ
れ
る
。

こ
こ
に
は
、
快
や
満
足
、
財
か
ら
人
々
の
精
神
的
な
態
度
や
在
り
様
、
社
会
の
制
度
ま
で
も
網
羅
す
る
、
非
常
に
多
様
な
外
延
の
広
い

善
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
カ
ン
ト
の
指
摘
し
た
通
り
の
「
不
思
議
な
混
合
物
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
え
て
言
え
ば
、
共
通
善

は
人
々
が
共
通
に
望
む
多
く
の
人
々
に
有
益
な
価
値
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

私
は
こ
れ
を
整
理
し
て
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
善
の
二
重
性
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
人
類
に
課
し
た
「
よ
く
生

き
る
」
と
い
う
課
題
の
「
よ
さ
」
に
は
大
き
く
「
幸
せ
」
と
「
正
し
さ
」
の
二
側
面
が
あ
る
。
英
米
圏
で
は
前
者
を
「
善
」、
後
者
を

「
正
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
が
、
大
陸
圏
で
は
前
者
を
「
幸
福
」、
後
者
を
「
善
（
徳
）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
個
人
に
即
し
て
見
た
場

合
、
幸
せ
は
努
力
で
は
保
証
さ
れ
ず
運
の
要
素
を
含
む
文
字
通
り
「
仕
合
わ
せ
」
と
し
て
「
被
る
善
」
で
あ
り
、
正
し
さ
は
意
志
的
決
定

に
よ
る
「
為
す
善
」
で
あ
る
。
社
会
に
即
し
た
場
合
、
正
し
さ
と
は
そ
の
成
員
に
と
っ
て
制
度
を
含
め
た
共
通
に
望
ま
し
い
社
会
の
あ
り

方
で
あ
り
、
正
義
（justice

）
で
あ
る
。
社
会
に
対
し
て
幸
せ
と
い
う
述
定
は
可
能
で
は
な
く
、
比
喩
的
に
の
み
、
多
く
の
人
々
の
幸
せ

が
保
証
さ
れ
た
社
会
を
「
幸
せ
な
社
会
」
と
言
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
正
確
に
は
、
先
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用

（1282
b

）
に
あ
る
「
政
治
に
お
け
る
善
き
も
の
」
と
し
て
、「
正
し
い
社
会
」
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、「
共
通
善
」
は
勝
義
に
は
、
望
ま
し
い
社
会
の
あ
り
方
、
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
形
と
し
て
の
制
度
、
文
化
、
伝
統
を
、

ま
た
そ
の
あ
り
方
を
守
り
強
化
す
る
よ
う
な
生
き
方
（
し
た
が
っ
て
徳
）
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
善
に
正
を
優

先
し
た
と
サ
ン
デ
ル
に
批
判
さ
れ
る
ロ
ー
ル
ズ
は
、
個
人
の
幸
せ
に
そ
れ
を
保
証
す
る
社
会
の
正
し
さ
を
優
先
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま

た
、
サ
ン
デ
ル
自
身
の
も
ち
出
す
共
通
善
も
当
然
個
人
の
幸
せ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
社
会
の
あ
り
方
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

菊
池
は
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
「
共
通
善
」
は
む
し
ろ
「
共
通
正
」（
公
共
善public

good

）
だ
と
解
し
て
い
る
22
が
、
サ
ン
デ
ル
に
も
同
じ

こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
善
は
個
人
に
と
っ
て
も
国
に
と
っ
て
も
同
じ
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
国
の
善
に
到
達
し
こ
れ
を
保
全
す
る
こ

と
の
ほ
う
が
ま
さ
し
く
よ
り
大
き
く
、
よ
り
究
極
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
も
と
よ
り
善
は
単
な
る
個
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し

き
も
の
で
あ
る
が
、
も
ろ
も
ろ
の
種
族
や
国
に
と
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
う
る
わ
し
く
神
的
な
も
の
な
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
研

究
は
こ
う
し
た
こ
と
が
ら
を
希
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
一
種
の
政
治
学
的
な
研
究
だ
と
言
え
よ
う
」（1094

b

）23
と

述
べ
る
こ
と
も
ま
た
、
個
人
の
幸
せ
で
あ
る
「
善
」
に
対
す
る
、
望
ま
し
い
社
会
の
「
正
」
の
優
先
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
共
通
善
は
、
菊
池
の
よ
う
に
大
衆
の
善
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
こ
れ
を
単
純
に
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
の
よ
う
な
功
利
的
な
も
の
に
誤
導
し
て
は
な
ら
な
い
。
共
通
善
は
、
ル
ソ
ー
の
、「
全
体
意
志
」（
個
人
の
幸
せ
へ
の
欲
望
で
あ
る

特
殊
意
志
の
総
体
）
に
対
す
る
「
一
般
意
志
」
を
共
通
善
と
解
し
たT

h

・
グ
リ
ー
ン
の
よ
う
に
24
、
共
通
な
有
益
な
も
の
と
い
う
果
実

よ
り
も
、
む
し
ろ
徹
底
し
て
、
そ
れ
を
実
現
し
保
証
す
る
、
し
か
も
目
的
と
し
て
も
望
ま
れ
る
社
会
の
あ
り
方
（
正
義
）
と
見
る
べ
き
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
共
通
善
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
い
。
わ
ず
か
に
、「
ど
ん
な
善
い
人
間
も
精
神
的
価
値

の
ご
と
く
共
通
善
（G

em
eingut

）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
彼
自
身
は
価
値
と
し
て
、
善
い
人
間
に
と
っ
て
も
、
所
有
財
で
は
な
く
、
共
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有
財
（G

em
einbesitz

）
で
あ
る
」（X

X
V

II
120

）
と
い
う
言
明
が
あ
り
、
ま
た
、
個
人
と
社
会
と
の
並
行
的
刷
新
を
説
く
『
改
造
』
論

文
に
は
、「
人
間
と
い
う
も
の
は
、
文
化
の
ま
と
ま
り
、
せ
い
ぜ
い
、
多
く
の
民
族
的
な
特
殊
文
化
を
包
容
し
う
る
自
立
的
に
完
結
し
た

普
遍
文
化
の
ま
と
ま
り
の
広
さ
に
し
か
及
ば
な
い
」（X

X
V

II
21

）
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
よ
う
に
文
化
の
ま
と
ま
り
を
重
視

す
る
言
明
が
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
む
し
ろ
、
共
同
体
に
埋
も
れ
る
こ
と
を
警
戒
す
る
姿
勢
の
方
が
際
立
っ
て
い
る
。
共
同
体
の
慣
習
（
道

徳
）
か
ら
の
独
立
こ
そ
倫
理
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
道
徳
と
倫
理
の
区
別
を
基
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
が
、

「
伝
統
的
に
支
配
的
な
理
念
と
規
範
に
対
す
る
懐
疑
的
な
批
判
」（X

X
X

V
II

34

）
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
実
践
的
な
目
的
設
定
か
ら
抜
け

出
し
、
自
由
な
純
粋
に
理
論
的
な
心
構
え
へ
と
高
ま
る
こ
と
」（X

X
X

V
II

31

）
で
あ
る
。
後
者
は
、「
哲
学
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
／
プ
ラ
ト
ン

的
転
回
」（X

X
V

6

）で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
と
し
て「
疑
わ
れ
ず
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
」の「
伝
統
的
な
生
の
規
範
」（X

X
X

V
II

33−
34

）
か
ら
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
懐
疑
を
介
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
学
へ
の
突
破
が
な
さ
れ
、
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
践
の
な

か
の
本
質
洞
察
は
プ
ラ
ト
ン
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
論
化
に
よ
っ
て
学
と
し
て
の
倫
理
学
、
厳
密
学
に
な
っ
た
（cf.

X
X

X
V

II
33−

37

）、

と
言
う
の
で
あ
る
。

伝
統
に
状
況
づ
け
ら
れ
た
ま
ま
の
人
間
は
「
楽
園
の
人
、
楽
園
の
無
垢
と
い
う
生
の
形
式
」（X

X
V

II
34

）
の
う
ち
に
あ
る
が
、
そ
の

過
ち
を
犯
す
こ
と
の
な
い
生
き
方
は
「
反
省
を
欠
い
た
素
朴
性
」（ibid.

）
で
あ
る
。
そ
こ
に
徳
の
倫
理
は
成
立
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

倫
理
学
が
解
明
す
べ
き
真
正
な
生
き
方
、「
不
断
の
自
己
向
上
」（X

X
V

II
39

）
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
幸
福
を
望
む
人
に
対
し
て

は
、「
真
の
幸
せ
は
外
か
ら
来
る
の
で
も
神
々
の
贈
与
と
し
て
天
か
ら
降
っ
て
く
る
の
で
も
な
い
。
す
べ
て
の
真
正
な
幸
せ
の
源
泉
は
私

た
ち
の
う
ち
に
、
私
た
ち
の
理
性
の
う
ち
に
、
純
粋
な
洞
察
の
自
発
性
と
そ
れ
に
従
っ
て
ほ
ん
と
う
に
善
い
も
の
め
ざ
す
こ
と
の
う
ち

に
、
道
徳
的
な
働
き
の
う
ち
に
あ
る
」（X

X
X

V
II

38

）
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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さ
ら
に
、
徳
倫
理
学
で
は
当
然
、
善
が
伝
統
の
な
か
で
意
志
や
行
為
に
先
だ
っ
て
存
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
期
以
降
の
考
え
方
と
は
合
致
し
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
も
初
期
（
一
九
一
一
年
）
に
は
、「
到
達
可

能
な
も
の
の
な
か
で
最
善
を
行
え
」（X

X
V

III
221

）
を
定
言
命
法
と
し
て
い
て
、
こ
こ
で
は
た
し
か
に
、
意
志
に
先
立
つ
価
値
評
価
が

前
提
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
そ
の
最
善
と
い
う
判
断
が
洞
察
的
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
実
践
理
性
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い

ず
、「
そ
れ
が
善
い
な
ら
ば
」
と
い
う
仮
言
性
も
拭
え
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
の
反
省
を
経
て
、
最
善
の
意
志
こ
そ
が
最
善
の
価
値
を
見

い
だ
す
と
い
う
、
い
わ
ば
実
践
的
な
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
25
と
言
う
べ
き
洞
察
が
登
場
し
、
そ
こ
か
ら
客
観
の
最
善
で
は
な
く
、
意
志

の
最
善
を
示
す
定
言
命
法
が
定
式
化
さ
れ
る
。「
真
の
人
間
で
あ
れ
、
君
が
一
貫
し
て
洞
察
的
に
正
当
化
し
う
る
生
を
、
実
践
理
性
に
基

づ
く
生
を
送
れ
」（X

X
V

II
36

）。
こ
の
『
改
造
』
論
文
の
到
達
点
は
、
既
存
の
善
を
前
提
と
す
る
実
践
か
ら
、
む
し
ろ
つ
ね
に
最
善
を

生
み
出
す
意
志
の
絶
え
ざ
る
「
刷
新
」
へ
の
深
化
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
二
つ
の
定
言
命
法
は
ま
た
、
相
対
的
に
完
全
な
理
想
と
絶
対
的
に
完
全
な
理
想
の
区
別
に
も
対
応
し
て
い
る
。
前
者
は
そ
の
つ
ど

の
最
善
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、「
す
べ
て
の
真
正
な
人
間
的
努
力
が
そ
こ
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
絶
対
的
な
極
限
値
」、「
神
の

理
念
」（X

X
V

II
33

f.

）
で
あ
る
。
後
者
は
ち
ょ
う
ど
、
カ
ン
ト
が
現
実
に
は
実
例
を
求
め
ら
れ
な
い
と
指
摘
し
た
「
善
意
志
」
で
あ
り
、

具
体
的
な
実
践
に
は
る
か
な
目
的
を
指
し
示
す
い
わ
ば
極
星
で
あ
る
。「
道
徳
的
人
格
性
は
、
そ
の
生
の
普
遍
性
に
お
い
て
、
そ
の
す
べ

て
の
作
用
に
お
い
て
道
徳
的
な
主
体
と
言
う
理
念
で
あ
り
、
経
験
的
な
主
観
が
道
徳
的
で
あ
る
の
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
理
念
へ
と

近
づ
く
こ
と
に
お
い
て
、
か
つ
、
妥
協
す
る
こ
と
な
く
こ
の
理
念
と
し
て
自
己
を
措
定
し
よ
う
と
意
欲
す
る
よ
う
な
決
断
す
る
意
志
に
よ

っ
て
、
で
し
か
な
い
」（X

X
X

V
II

246

）。

「
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
〈
真
正
な
人
間
性
〉
の
生
の
形
式
が
、（
中
略
）、〈
真
正
で
真
な
る
人
間
〉
あ
る
い
は
理
性
人
と
い
う
必
然
的
な

理
念
が
、
生
じ
る
」（X

X
V

II
33

）。
単
な
る
理
性
的
動
物
で
は
な
く
、「
原
理
的
一
般
的
な
自
己
規
定
に
基
づ
い
て
実
践
的
に
理
性
的
な
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も
の
一
般
を
純
粋
に
そ
の
絶
対
的
な
実
践
的
価
値
の
た
め
に
得
よ
う
と
努
力
す
る
、
し
た
が
っ
て
一
貫
し
て
、
実
践
的
に
真
な
る
も
の
あ

る
い
は
善
な
る
も
の
を
自
分
の
そ
の
つ
ど
実
践
的
領
分
の
最
善
な
も
の
と
し
て
全
力
で
洞
察
的
に
認
識
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
に
懸
命

で
あ
る
か
ぎ
り
で
、
そ
の
全
活
動
的
な
生
に
お
い
て
つ
ね
に
ど
こ
で
も
そ
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
が
、
人
間
で
あ
る
」（ibid.

）。

こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
わ
ば
理
性
至
上
主
義
的
な
考
え
方
は
、
徳
倫
理
学
の
共
同
体
の
文
化
や
伝
統
を
重
視
す
る
倫
理
観
と
は

対
極
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
却
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
観
に
近
づ
い
て
い
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
幸
福
な
人
は
生

涯
を
通
じ
て
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
常
に
、
な
い
し
は
何
び
と
に
も
ま
さ
っ
て
、
卓
越
性
〔
徳
〕
に

即
し
て
実
践
し
か
つ
観
照
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
の
運
不
運
を
最
も
う
る
わ
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い

て
適
宜
に
た
え
て
ゆ
く
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」（1100

b

）26
と
述
べ
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
「
幸
福
」
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
も
、
功
利

的
な
幸
せ
や
満
足
で
は
な
く
、
上
述
の
全
力
で
真
正
な
人
間
で
あ
ろ
う
と
努
力
す
る
者
に
訪
れ
る
、「
す
べ
て
の
感
性
的
奴
隷
状
態
か
ら

の
解
放
の
う
ち
に
あ
る
道
徳
的
自
律
の
浄
福
（Seligkeit

）」（X
X

V
280

）
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
、
厳
密
的
か
概
略
的
か

最
後
に
、
倫
理
学
の
学
問
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

徳
倫
理
学
の
依
拠
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
次
の
よ
う
に
倫
理
学
の
厳
密
性
を
制
限
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
か
か
る
性
質
の
こ
と
が
ら
〔
倫
理
学
や
政
治
学
の
考
察
の
対
象
で
あ
る
う
る
わ
し
い
こ
と
が
ら
と
か
正
し
い
こ
と
が
ら
〕
を
、

か
か
る
性
質
の
出
発
点
か
ら
論
じ
て
、
だ
い
た
い
荒
削
り
に
真
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
が
ら
を
、

お
お
よ
そ
の
出
発
点
か
ら
論
じ
て
、
同
じ
く
お
お
よ
そ
の
帰
結
に
到
達
し
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
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あ
ろ
う
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
と
が
ら
の
性
質
の
ゆ
る
す
程
度
の
厳
密
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
応
じ
て
求
め
る
こ
と
が
教
育

あ
る
も
の
に
は
ふ
さ
わ
し
い
」（1094

b

）27
。「
行
為
に
関
し
て
の
い
か
な
る
論
述
も
、
輪
郭
的
で
あ
り
、
厳
密
で
な
い
の
が
当
然
で
あ

る
」（1104

a

）28
。
こ
こ
か
ら
、
特
に
幸
せ
（
被
る
善
）
の
多
様
性
と
相
対
性
に
留
意
す
る
論
点
と
も
併
せ
て
、
倫
理
学
に
お
い
て
絶
対

的
価
値
と
し
て
の
善
（
正
）
の
厳
密
な
探
究
を
は
じ
め
か
ら
忌
避
す
る
伝
統
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
実
践
そ
の
も
の
（
倫
理
・
道
徳
）
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
学
問
的
研
究
（
倫
理
学
）
と
が
ま

だ
厳
格
に
は
区
別
さ
れ
て
い
ず
、ethics

が
そ
の
両
方
を
意
味
す
る
現
代
欧
米
圏
の
研
究
者
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
あ
い
ま
い
さ
は
、
実
は
、
実
践
に
お
け
る
原
理
原
則
と
そ
の
具
体
的
な
行
為
と
帰
結
と
を
区
別
せ
ず
な
い
ま
ぜ
に
し
て
論
じ

る
姿
勢
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
相
対
主
義
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
前
節
で
と
り
上
げ
た
、
善
に
対
す
る
正
の
優
先
へ
の
批
判
も
、

徳
倫
理
学
や
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
文
化
相
対
主
義
に
傾
き
が
ち
な
こ
と
も
、
こ
の
問
題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
お
い
て
同
じ
よ
う
に
厳
密
性
を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に

お
い
て
そ
の
素
材
に
応
じ
ま
た
そ
の
研
究
に
固
有
な
程
度
に
お
い
て
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」（1098

a

）29
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ん
と

う
に
学
の
厳
密
さ
へ
の
警
戒
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
の
世
界
に
倫
理
学
（ēthika

）
と
い
う
新
し
い
学
問
分
野
を
作
り
出
し
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
人
柄
と
慣
習
に
関
す
る
こ
と
」
は
考
察
の
対
象
た
る
倫
理
・
道
徳
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し

か
に
、
具
体
的
な
道
徳
状
況
で
は
数
学
の
よ
う
な
合
理
的
な
結
果
が
生
じ
た
り
説
明
が
つ
く
こ
と
が
あ
り
え
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、

理
論
で
実
践
を
切
り
詰
め
た
り
伸
ば
し
た
り
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
。
だ
が
、
原
理
の
探
究
で
あ
る
学
に
関
し
て
厳
密
を
は
じ
め
か
ら

放
棄
す
る
こ
と
ま
で
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。「
最
初
に
輪
郭
を
造
っ
て
然

る
後
に
細
部
を
描
く
こ
と
が
、
け
だ
し
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
輪
郭
が
よ
く
で
き
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
も
の
に
手
を
加
え
こ
れ
を
精

緻
に
す
る
こ
と
は
何
び
と
に
も
可
能
で
あ
り
、〔
手
を
加
え
る
〕
時
間
こ
そ
、
か
か
る
仕
事
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
発
見
者
な
い
し
は
協
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力
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」（1098

a

）30
。

こ
の
倫
理
・
道
徳
と
倫
理
学
を
峻
別
し
て
、
倫
理
学
を
精
緻
に
し
た
の
が
カ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
な
ぜ
厳
密
な
道
徳
形
而
上
学

が
必
要
な
の
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
誠
実
で
善
良
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
賢
明
で
有
徳
で
あ
る
た
め
に
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
知
る
の
に
は
、
学
問
も
哲
学
も
不
要
で
あ
る
」31
が
、
し
か
し
、「
そ
の
〔
道
徳
の
〕
正
し
い
判
定
の
た
め

の
あ
の
導
き
と
最
高
の
規
範
が
欠
け
る
か
ぎ
り
、
道
徳
そ
の
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
堕
落
に
さ
ら
さ
れ
た
ま
ま
に
と
ど
ま
る
」32
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
そ
れ
〔
道
徳
性
の
原
理
〕
は
、
ま
っ
た
く
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
す
べ
て
の
経
験
的
な
も
の
か
ら
自
由
に
、
端
的

に
純
粋
な
理
性
概
念
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、（
中
略
）、
こ
の
探
究
を
、
純
粋
な
実
践
的
哲
理
と
し
て
、
あ
る
い
は
道
徳

の
形
而
上
学
と
し
て
、
む
し
ろ
ほ
か
か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
し
、
そ
れ
だ
け
で
そ
の
完
備
し
た
全
体
へ
と
仕
上
げ
る
計
画
を
立
て
る
」33

こ
と
が
必
要
な
の
だ
、
と
。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
、
倫
理
・
道
徳
と
倫
理
学
と
の
区
別
に
厳
格
で
あ
る
。
一
九
三
一
年
の
草
稿
で
は
、
生
へ
の
気
遣
い
（L

ebens-

sorge

）
の
態
度
か
ら
理
論
的
態
度
を
区
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
、
理
論
的
態
度
と
し
て
の
倫
理
学
を
哲
学
と
同
一
視
さ
え
し
て
い
る

（cf.
X

L
II

472

）。「
実
践
理
性
の
普
遍
的
省
察
は
い
つ
で
も
理
論
理
性
の
普
遍
的
省
察
に
な
り
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
理
論
理
性

は
、
特
別
な
実
践
理
性
で
す
ら
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
実
践
理
性
一
般
を
包
握
（
ま
た
自
己
自
身
を
も
包
摂
）
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
」（X

L
II

474

）34
。
す
な
わ
ち
、
実
践
と
し
て
の
倫
理
・
道
徳
は
い
つ
で
も
倫
理
学
の
理
論
的
な
主
題
に
で
き
、
前
者
で
は
状
況
づ
け

ら
れ
て
あ
い
ま
い
な
具
体
態
に
働
く
原
理
を
後
者
が
厳
密
な
洞
察
を
通
し
て
取
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
純
粋
本
質
法
則
が
も

っ
ぱ
ら
正
し
さ
を
指
令
し
、
事
実
的
に
与
え
ら
れ
た
個
別
事
例
お
よ
び
事
実
的
主
体
へ
と
単
に
応
用
を
見
出
す
」（X

X
V

III
138

）。
さ
ら

に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
も
理
解
し
て
い
た
こ
と
と
し
て
、
倫
理
・
道
徳
に
お
け
る
傾
向
性
の
も
つ
「
盲
目
的
な
必
然
性
」
か
ら
、
倫

理
学
が
洞
察
す
る
義
務
の
理
念
に
属
す
る
「
無
条
件
の
必
然
性
」
を
区
別
し
て
い
る
（cf.

X
X

X
V

II
201

）。
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理
論
的
態
度
に
お
い
て
は
、
原
理
は
当
然
普
遍
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
実
践
的
な
最
善
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
に
と
っ
て
別
で
あ
る
と

し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
な
主
観
は
、
あ
る
者
が
正
し
く
し
か
じ
か
に
善
い
と
評
価
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
実
質
を
検
討
す
る
者
は
誰
も

が
お
よ
そ
同
じ
く
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（X

X
V

III
138

）。
こ
の
よ
う
な
普
遍
的

な
本
質
法
則
を
洞
察
す
る
こ
と
こ
そ
厳
密
学
と
し
て
の
倫
理
学
の
課
題
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
し
ば
し
ば
、
理
論
理
性
、
実
践
理
性
、
評
価
的
理
性
と
い
う
理
性
の
働
き
方
を
区
別
し
て
い
る
が
、
現
象
学
的
倫
理
学

そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
理
論
理
性
の
成
果
で
あ
る
。
道
徳
と
い
う
日
常
的
な
実
践
活
動
に
働
く
実
践
理
性
の
働
き
そ
の
も
の
は
（
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
）
た
し
か
に
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
自
動
的
に
そ
の
厳
密
性
を
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
働
き
を
解
明
し
、
そ
こ
に
働
く
ア
プ
リ
オ
リ
、
本
質
法
則
性
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
抉
り
出
す
現
象

学
は
理
論
理
性
の
働
き
と
し
て
厳
密
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
有
名
な
一
九
一
一
年
の
論
文
「
厳
密
学
と
し
て
の

哲
学
」
で
も
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
哲
学
は
、
最
初
の
始
ま
り
以
来
、
厳
密
学
で
あ
る
、
し
か
も
、
最
高
の
理
論
的
欲
求
を
満
足

さ
せ
、
倫
理
的
宗
教
的
な
点
で
も
純
粋
な
理
性
規
範
に
よ
っ
て
規
則
づ
け
ら
れ
た
生
を
可
能
に
す
る
学
で
あ
る
、
と
い
う
要
求
を
掲
げ
て

き
た
」（X

X
V

3

）35
、
と
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
最
終
的
に
実
践
理
性
の
優
位
の
立
場
に
立
ち
、
現
象
学
も
実
践
理
性
に
包
括
さ
れ
る
と
考
え
る
と
き
に
も
、
そ
の
な
か

で
や
は
り
、
日
常
の
実
践
に
働
く
理
性
と
理
論
的
実
践
に
働
く
理
性
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
理
論
的
探
究
は
自
己
目
的
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
善
く
生
き
る
こ
と
と
い
う
実
践
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
と
フ
ィ
ヒ
テ
を
倫
理
学
的
革

新
者
と
し
た
洞
察
も
、「
理
論
的
な
世
界
解
釈
が
実
践
的
な
人
間
の
向
上
と
人
間
の
救
済
の
た
め
の
基
礎
と
み
な
さ
れ
る
」（X

X
V

278

）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、『
危
機
』
書
で
の
「
理
性
に
は
「
理
論
的
」、「
実
践
的
」、「
美
的
」
の
区
別
は
な
い
」（V

I
275

）
と

い
う
指
摘
を
見
れ
ば
、
上
述
の
区
別
は
す
べ
て
同
じ
ひ
と
つ
の
理
性
の
多
様
な
働
き
方
（
様
式
）
の
特
徴
を
言
い
表
し
た
も
の
と
見
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
最
広
義
の
実
践
理
性
の
学
で
あ
る
倫
理
学
は
、
端
的
に
「
理
性
批
判
」（X

X
V

6

）
で
あ
り
、「
普
遍
的
で
哲
学
的
な
理
性

論
」（X

X
X

V
45

）
で
あ
る
。
こ
の
理
性
論
は
、「
フ
ィ
ヒ
テ
的
表
現
を
用
い
る
と
、
浄
福
な
生
に
つ
い
て
の
学
問
」（ibid.

）
と
し
て
、

実
践
的
に
も
「
自
分
の
生
全
部
を
そ
の
人
格
的
な
活
動
す
べ
て
に
関
し
て
理
性
と
い
う
意
味
で
形
成
す
る
と
い
う
願
望
と
意
志
」（X

X
V

II

32

）
に
応
え
、
理
論
的
に
も
す
べ
て
の
学
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
学
、
そ
の
す
べ
て
を
包
括
す
る
哲
学
も
、
倫
理
学
に
、

す
な
わ
ち
、
諸
技
法
論
の
王
た
る
技
法
論
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」（X

X
X

V
II

18

）。

科
学
者
も
真
理
へ
の
意
志
を
も
ち
、
真
理
の
洞
察
は
も
つ
が
、
そ
の
意
志
そ
の
も
の
へ
の
洞
察
は
も
た
な
い
。
同
様
に
芸
術
家
も
、

「
そ
の
芸
術
的
真
理
意
志
は
た
し
か
に
理
性
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
は
芸
術
家
そ
の
も
の
に
は
疑
問
に
な
ら
な
い
」

（cf.
X

X
X

V
II

249−
250

）。
す
な
わ
ち
、
自
分
独
自
の
真
理
へ
の
意
志
以
外
で
は
す
べ
て
素
朴
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
意
志
一
般
」
を
主

題
化
し
、
厳
密
に
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
倫
理
学
が
す
べ
て
の
実
践
と
学
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
。
倫
理
学
は
、
哲
学
の
中
の
、
概
略
で

満
足
す
べ
き
一
部
門
で
は
な
く
、
理
論
哲
学
を
も
基
礎
づ
け
る
厳
密
な
探
究
を
課
さ
れ
た
最
も
包
括
的
な
哲
学＝

知
の
探
究
な
の
で
あ

る
。結

局
、
厳
密
学
へ
の
絶
対
的
要
求
は
、
デ
カ
ル
ト
や
ロ
ッ
ク
に
始
ま
る
哲
学
自
身
へ
の
批
判
的
な
洞
察
、
哲
学
的
思
索
そ
の
も
の
の
資

格
、
根
拠
、
正
当
性
と
限
界
に
関
す
る
確
定
を
最
重
要
と
し
た
近
代
哲
学
全
体
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
哲
学
の
み
な
ら
ず
実
践
哲

学
に
お
い
て
も
何
ら
変
り
は
な
い
。
こ
の
自
己
へ
の
反
省
的
吟
味
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
当
然
あ
り
、
そ
し
て
お
よ

そ
哲
学
的
営
為
に
な
ら
必
ず
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
近
代
哲
学
は
自
覚
的
先
鋭
的
に
こ
れ
に
焦
点
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ

と
は
、
哲
学
を
そ
の
よ
う
に
自
覚
的
で
な
か
っ
た
時
代
に
は
も
う
戻
せ
な
い
と
い
う
決
断
で
も
あ
る
。
徳
倫
理
学
が
近
代
倫
理
学
の
伝
統

を
批
判
し
、
そ
こ
に
欠
け
た
も
の
を
補
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
実
践
論
を
豊
か
に
す
る
の
は
確
か
で
は
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
、
学
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と
し
て
の
厳
密
性
の
要
求
を
近
代
以
前
の
水
準
に
戻
す
べ
き
こ
と
ま
で
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
の
資
格
を
放
棄
す
る
に
等
し
い
こ

と
に
な
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
点
で
近
代
哲
学
の
伝
統
を
倫
理
学
と
し
て
継
承
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
却
っ

て
、
倫
理
学
を
独
立
さ
せ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て
、
善
を
目
的
と
す
る
知
へ
の
愛
を
説
い
た
プ
ラ
ト
ン
／
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
戻
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
哲
学＝

倫
理
学
は
ま
さ
し
く
知
を
愛
し
求
め
る
理
性
的
な
生
き
方
を

目
的
と
す
る
実
践
で
あ
り
、「
最
も
完
全
な
認
識
、
最
も
完
全
な
美
の
評
価
、
最
も
完
全
な
意
志
の
活
動
の
領
野
と
し
て
の
考
え
う
る
最

も
完
全
な
現
実
性
へ
の
関
係
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
要
求
す
る
最
も
完
全
な
人
格
性
、
最
も
完
全
な
生
の
理
念
の
体
系
的
な
仕
上
げ
」（X

X
V

III

175

）
だ
か
ら
で
あ
る
。

結

語

カ
ン
ト
は
『
実
践
理
性
批
判
』
の
最
後
を
次
の
こ
と
ば
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
一
言
で
言
え
ば
、（
批
判
的
に
求
め
ら
れ
、
方
法
的

に
導
か
れ
た
）
こ
の
学
は
、
知
恵
の
教
え
（W

eisheitslehre
）
に
通
じ
る
狭
き
門
で
あ
る
。（
中
略
）。
す
な
わ
ち
、
哲
学
が
い
つ
で
も
そ

の
保
管
者
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
学
で
あ
っ
て
、
公
衆
は
そ
れ
の
精
密
な
研
究
に
は
関
心
を
も
た
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究

の
後
に
よ
う
や
く
明
ら
か
に
さ
れ
う
る
教
え
に
は
、
彼
ら
も
強
く
関
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」36
。
哲
学
的
に
厳
密
で
精
緻

な
研
究
は
、
直
接
に
日
常
の
実
践
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
や
が
て
、
も
の
の
考
え
方
と
し
て
実
践
を
導
く
教
え
に
な
っ
て
ゆ

く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
実
り
が
訪
れ
る
の
は
数
世
紀
を
経
る
長
期
間
の
営
み
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
倫
理
学
は
理
念
上
、
そ
の
よ
う

な
展
望
を
備
え
、
そ
こ
へ
と
向
か
う
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
の
近
代
倫
理
学
の
伝
統
と
の
対
決
で
も
あ
る
か
ら
、
功
利
主
義
や
カ
ン
ト

義
務
論
へ
の
批
判
的
視
点
を
徳
倫
理
学
や
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
共
有
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
で
検
討
し
て
き
た

よ
う
に
、
徳
と
行
為
の
一
体
的
構
造
を
認
め
る
点
で
は
、
徳
倫
理
学
に
や
や
近
づ
く
に
し
て
も
、
共
同
体
（
文
化
・
伝
統
）
よ
り
も
個
人

の
理
性
的
自
立
を
重
視
し
、
共
通
善
を
正
し
さ
と
し
て
捉
え
る
論
点
と
あ
く
ま
で
厳
密
学
を
唱
え
る
論
点
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
や
は
り

原
則
的
に
カ
ン
ト
の
理
性
主
義
的
な
義
務
論
の
立
場
を
継
承
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
、
最
後
に
論
じ
た
、
厳
密
学
と
し
て
の

倫
理
学
と
い
う
立
場
は
、
カ
ン
ト
を
さ
ら
に
強
化
し
た
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。

注⑴

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
概
念
を
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
か
ら
借
り
て
い
る
（X

X
X

V
II

12

）。
以
下
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、
全
集
フ
ッ
セ
リ
ア

ー
ナ
を
用
い
、
そ
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
文
中
に
記
す
。

⑵

こ
の
引
用
で
フ
ッ
サ
ー
ル
の
社
会
重
視
を
示
し
た
が
、
文
化
や
社
会
の
刷
新
と
い
う
主
題
は
本
論
で
は
扱
わ
な
い
。

⑶

徳
倫
理
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
関
係
で
は
、
後
藤
弘
志
が
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
を
徳
倫
理
学
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
し
て
い
る
（『
フ
ッ

サ
ー
ル
現
象
学
の
倫
理
学
的
解
釈
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。
そ
の
試
み
は
、
哲
学
者
の
徳
た
る
還
元
の
習
性
化
を
中
心
に
徳
倫
理

学
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
像
を
際
立
た
せ
た
点
で
参
照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
を
全
体
と
し
て
徳
倫
理
学
と
す
る
の
は
や
は
り

無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
、
本
論
は
徳
倫
理
学
と
は
対
照
的
な
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
の
特
徴
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑷

C
f.

O
akley,

J.
and

C
ocking,

D
.,

V
irtue

E
thics

and
P

rofessional
R

oles,
C

am
bridge

U
niversity,

2001,
p.9.

⑸

Ａ
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
『
美
徳
な
き
時
代
』
篠
崎
榮
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
三
年
、
二
六
九
頁
。

⑹

吉
川
孝
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
倫
理
学
│
生
き
方
の
探
究
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
九
頁
。

⑺

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
高
田
三
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年
、
五
八
頁
。

⑻

K
ant,

I.,
K

ritik
der

praktischen
V

ernunft,
A

kadem
ie

A
usgabe

V
,

S.
152.

⑼

日
本
倫
理
学
会
編
『
徳
倫
理
学
の
現
代
的
意
義
』
慶
應
通
信
、
一
九
九
四
年
、
一
四
頁
。

⑽

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
前
掲
書
、
一
八
二
頁
以
下
。
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⑾

同
上
、
七
三
頁
。

⑿

Ｍ
・
Ｊ
・
サ
ン
デ
ル
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
正
義
の
限
界
』
菊
池
理
夫
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
九
年
。
二
五
七
頁
。

⒀
K

ant,
I.,

G
rundlegung

zur
M

etaphysik
der

Sitten,
A

kadem
ie

A
usgabe

IV
,

S.
409.

⒁

Ibid.,
S.

410.

⒂

こ
の
後
期
の
倫
理
学
へ
の
移
行
は
、
吉
川
が
現
象
学
の
「
倫
理
学
的
転
回
」
と
名
づ
け
た
動
向
と
も
関
連
し
、
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
に
お

け
る
「
生
き
方
の
探
究
」
の
深
化
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
稿
を
改
め
て
考
え
た
い
。

⒃

菊
池
理
夫
『
共
通
善
の
政
治
学
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
政
治
思
想
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
四
六
頁
。

⒄

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
山
本
光
雄
訳
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
１５
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
二
一
頁
。

⒅

菊
池
、
前
掲
書
、
一
八
頁
参
照
。

⒆

同
上
、
二
五
頁
。

⒇

同
上
、
六
頁
。

21

同
上
、
一
一
頁
。

22

同
上
、
一
〇
頁
参
照
。
菊
池
は
共
通
善
と
公
共
善
を
区
別
す
べ
き
だ
と
言
う
が
、
そ
の
定
義
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。

23

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
一
七
頁
。

24

菊
池
、
前
掲
書
、
四
〇
頁
以
下
参
照
。

25

こ
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
は
、
川
島
秀
一
『
カ
ン
ト
批
判
倫
理
学
│
そ
の
発
展
史
的
・
体
系
的
研
究
』
晃
洋
書
房
、

一
九
八
八
年
、
四
二
四
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
一
九
二
〇
年
代
で
も
例
え
ば
、「
意
志
作
用
は
価
値
看
取
に
お
け
る
思
念
さ
れ
た
価
値
に
よ
っ

て
動
機
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
意
欲
す
る
自
我
が
そ
の
必
須
の
役
割
を
演
じ
て
い
る
」（X

X
X

V
II

215

）
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
転

回
は
、
評
価
的
理
性
に
よ
る
動
機
づ
け
が
無
意
味
に
な
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
動
機
づ
け
の
錯
綜
す
る
複
雑
な
実
践
理
性
の
な
か
で
、
自
己
自
身

の
立
法
者
と
し
て
意
志
の
能
動
的
機
能
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

26

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

27

同
上
、
一
八
頁
。

28

同
上
、
五
九
頁
。

29

同
上
、
三
四
頁
。
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30

同
上
。

31
K

ant,
G

rundlegung
zur

M
etaphysik

der
Sitten,

S.404.
32

ibid.,
S.390.

33

Ibid.,
S.410.

34

こ
れ
は
、
一
九
一
三
年
の
『
イ
デ
ー
ン
』
の
「
あ
ら
ゆ
る
価
値
論
的
、
実
践
的
理
性
性
は
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
で
き
る
形
で
、
信
念
的
〔
理
論

的
〕
理
性
性
へ
と
、
ノ
エ
マ
的
に
は
真
理
へ
と
、
対
象
的
に
は
現
実
性
へ
と
転
換
さ
れ
る
」（III/1

340

）
と
い
う
論
述
と
一
貫
し
た
考
え
方
で
あ

る
。

35

こ
の
厳
密
学
と
し
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
倫
理
学
を
、
島
田
喜
行
の
学
位
授
与
論
文
『
生
の
刷
新
の
た
め
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
倫
理
学
』（
同

志
社
大
学
、
二
〇
一
四
年
）
が
、
理
性
的
な
生
の
刷
新
と
い
う
観
点
か
ら
超
越
論
的
現
象
学
の
到
達
点
と
し
て
論
究
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
論

で
も
テ
キ
ス
ト
に
し
た
『
倫
理
学
入
門
』（
第
三
七
巻
）
の
系
統
的
研
究
で
あ
る
。

36

K
ant,

K
ritik

der
praktischen

V
ernunft,

S.163.
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