
ジ
ョ

ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱

品

川

哲

彦

は
じ
め
に

自
然
科
学
と
違
っ
て
︑
は
る
か
昔
に
問
わ
れ
た
論
点
が
つ
ね
に
繰
り
返
し
て
問
い
な
お
さ
れ
る
哲
学
や
倫
理
学
に
お
い
て
︑
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
今
な
お
論
じ
ら
れ
続
け
て
い
る
現
役
の
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
︒
そ
れ
で
も
こ
こ
数
十
年
の
あ
い
だ
︑
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
さ
か
の
ぼ
る
徳
倫
理
学
が
注
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
す
は
︑
何
か
新
し
い
倫
理
理
論
が
登
場
し
た
か
の
よ
う
に
す
ら
み
え

る
︒以

下
は
︑
論
者
が
現
時
点
で
徳
倫
理
学
に
た
い
し
て
問
い
と
し
て
懐
い
て
い
る
論
点
を
示
し
︑
そ
の
と
く
に
ひ
と
つ
の
論
点
︵
善
と
正
︶

に
つ
い
て
︑
ふ
た
り
の
論
者
の
論
考
を
手
が
か
り
に
し
て
論
じ
た
も
の
で
︑
一
種
の
覚
書
を
出
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
と
り
あ
え
ず
︑
一

節
で
は
︑
徳
倫
理
学
に
つ
い
て
論
者
の
懐
く
疑
問
を
三
点
︵
細
か
く
分
け
れ
ば
四
点
︶
に
整
理
す
る
︒
こ
の
う
ち
第
二
︑
第
三
の
論
点
に

関
連
あ
る
も
の
と
し
て
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
論
稿
﹁
徳
と
正
﹂
と
そ
れ
に
た
い
す
る
ワ
ル
シ
ュ
の
論
駁
﹁
目
的
論
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
徳
︑

正
﹂
と
を
二
節
︑
三
節
に
順
に
ま
と
め
︑
四
節
で
両
者
の
争
点
に
つ
い
て
の
現
時
点
に
お
け
る
論
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱
︵
品
川
︶

一
七



一
︑
徳
倫
理
学
に
た
い
す
る
問
い

徳
倫
理
学
の
一
種
の
復﹅

権﹅

︱
︱
と
い
う
の
は
︑
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
学
史
の
長
き
に
わ
た
っ
て
大
半
の
期

間
に
お
い
て
現﹅

役﹅

だ
っ
た
が
︑
他
方
で
徳
倫
理
学
が
目﹅

新﹅

し﹅

さ﹅

を
も
っ
て
再
登
場
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
か
ら
だ
が
︱
︱
に
は
︑
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る
共
同
体
主
義
の
批
判
が
あ
ず
か
り
あ
っ
た
︒

一
・
一

サ
ン
デ
ル
の
﹁
負
荷
な
き
自
我
﹂︵
サ
ン
デ
ル
：
�
︶
は
そ
の
批
判
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
鍵
概
念
で
あ
る
︒
こ
の
概
念
は
︑
さ

し
あ
た
り
は
ロ
ー
ル
ズ
の
﹃
正
義
論
﹄
に
お
け
る
原
初
状
態
の
設
定
に
た
い
す
る
疑
念
を
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
︒
原
初
状
態
に
つ

い
て
説
明
す
る
の
は
贅
言
か
も
し
れ
な
い
が
記
し
て
お
こ
う
︒
こ
れ
か
ら
自
分
た
ち
が
作
り
出
す
社
会
の
構
成
員
と
な
る
人
び
と
が
︑
正

義
に
か
な
っ
た
社
会
を
構
築
す
る
原
理
に
つ
い
て
提
案
し
討
議
す
る
︒
社
会
契
約
論
の
前
提
上
︑
人
び
と
は
た
が
い
に
利
己
的
だ
か
ら
︑

各
人
が
自
分
に
有
利
な
主
張
を
出
し
合
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
で
は
合
意
に
到
達
で
き
な
い
た
め
に
︑
各
人
が
こ
れ
か
ら
作
ら

れ
る
社
会
に
お
い
て
有
利
な
い
し
不
利
な
地
位
に
つ
く
原
因
と
な
る
各
人
の
諸
性
質
︱
︱
出
自
︑
階
級
︑
人
種
︑
健
康
︑
才
能
等
々
︱
︱

に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
も
の
と
す
る
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
け
ら
れ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
各
人
は
自
分
が
善
い
と
思
う
生
き
方
︱
︱﹁
善

の
構
想
﹂︵
ロ
ー
ル
ズ
：

︶︱
︱
を
追
求
す
る
の
に
好
都
合
な
原
理
を
模
索
す
る
︒
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
お
か
げ
で
︑
人
び
と
は
︑
自
分

18

が
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
に
し
て
も
︑
受
容
で
き
る
原
理
を
考
え
出
す
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
結
果
︑
社
会
の
構
成
員
の

す
べ
て
が
支
持
で
き
る
︑
そ
の
意
味
で
正
義
に
か
な
っ
た
原
理
が
合
意
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
さ
て
こ
の
論
理
構
成
に
た
い
し
て
︑
サ
ン

デ
ル
は
︑
原
初
状
態
の
当
事
者
は
な
る
ほ
ど
自
分
の
善
の
構
想
を
選
ぶ
権
利
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
し
か
し
彼
ら
は
自
分
の
出
自
等
を

知
ら
な
い
ゆ
え
に
︱
︱
一
般
化
す
れ
ば
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
ら
な
い
ゆ
え
に
︱
︱
実
質
的
に
は
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
指
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摘
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
あ
る
生
き
方
を
選
ぶ
に
は
︑
す
で
に
何
ら
か
の
価
値
観
を
必
要
と
し
て
お
り
︑
そ
の
価
値
観
は
個
々
人
が
生
ま
れ

育
っ
た
共
同
体
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
そ
の
こ
と
を
捨
象
し
て
当
事
者
た
ち
を
負
荷
な
き
自

我
に
変
容
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
原
初
状
態
の
設
定
が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
︑
批
判
の
対
象
た
り
え
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
原
初
状
態
は

社
会
契
約
論
が
用
い
る
思
考
実
験
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
︒
む
し
ろ
サ
ン
デ
ル
が
懸
念
を
抱
い
た
の
は
︑
そ
の
思
考
実
験
が
︑
抽
象
的
な
思

考
実
験
で
あ
る
以
上
に
︑
現
代
に
お
い
て
社
会
を
思
い
描
こ
う
と
す
る
と
き
に
あ
ま
り
に
リ
ア
リ
テ
ィ
に
富
ん
だ
発
想
だ
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
現
代
の
価
値
多
元
社
会
で
は
︑
社
会
の
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
共
同
体
の
文
化
的
伝
統
を

捨
象
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
︑
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
共
同
体
の
文
化
的
伝
統
を
脱
ぎ
捨
て
て

別
の
そ
れ
に
乗
り
換
え
る
こ
と
さ
え
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
サ
ン
デ
ル
の
疑
念
は
︑
直
接
に
は
ロ
ー
ル
ズ
の
原
初

状
態
の
論
理
構
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
︑
間
接
的
に
は
価
値
多
元
主
義
に
進
ん
で
き
た
近
代
へ
︑
と
く
に
近
代
が
懐
胎
し
て
き
た

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
以
上
︑
こ
の
文
脈
で
の
徳
倫
理
学
へ
の
回
帰
は
︑
人
び
と
は
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た

あ
る
特
定
の
時
代
と
地
域
に
お
い
て
伝
統
的
に
培
わ
れ
て
き
た
諸
規
範
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
含
ん
で
い
る
︒
徳
倫
理
学

の
源
泉
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
の
ひ
と
の
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
︑
徳
の
修
得
は
技
術
の
習
得
と
似
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
︒
大
工
の
手
習
い
が
兄
弟
子
や
棟
梁
の
所
作
を
ま
ね
る
よ
う
に
︑
未
熟
な
人
間
は
有
徳
な
人
物
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ら
︑
手

本
と
な
る
人
物
を
ま
ね
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
手
本
と
な
る
人
物
は
同
じ
共
同
体
に
属
す
人
物
で
あ
ろ
う
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
︑

徳
倫
理
学
と
は
伝
統
的
な
価
値
観
の
継
承
を
賞
揚
す
る
倫
理
理
論
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
る
︒
し
か
し
︑
共
同
体

主
義
が
ま
さ
に
そ
う
主
張
す
る
と
し
て
も
︑
徳
倫
理
学
は
伝
統
の
保
守
に
与
す
る
の
だ
ろ
う
か

︵

︶

︒
も
し
︑
そ
う
な
ら
ば
︑
徳
倫
理
学
は
︑

1

現
代
社
会
が
価
値
多
元
主
義
を
め
ざ
す
と
す
る
か
ぎ
り
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
補
完
的
な
役
割
を
果
た
す
と
し
て
も
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱
︵
品
川
︶

一
九



代
わ
る
倫
理
理
論
と
い
う
位
置
を
占
め
る
こ
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
が
徳
倫
理
学
に
た
い
し
て
私
の
懐
く
第
一
の
問
い
で
あ

る
︒

一
・
二

サ
ン
デ
ル
の
批
判
は
ま
た
︑
倫
理
理
論
の
立
脚
す
る
規
範
を
め
ぐ
る
争
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
原
初
状
態
が
︑︵
近

代
の
思
想
信
条
の
自
由
を
樹
立
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
か
ら
は
当
然
だ
が
︶
各
人
の
善
の
構
想
の
内
容
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
善
の
構

想
を
追
求
す
る
権
利
を
各
人
に
平
等
に
分
け
与
え
る
正
義
を
尊
重
す
る
の
に
た
い
し
て
︑
サ
ン
デ
ル
の
﹁
負
荷
な
き
自
我
﹂
は
善
が
先
行

す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
た
ん
に
時
間
的
な
先
行
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒﹁
共
通
の
企
図
や
目
的
に
言
及
せ

ず
に
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
政
治
的
調
整
を
正
当
化
で
き
ず
﹂︵
サ
ン
デ
ル
：

︶
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
︑
社
会
の
構
成
員
の
あ
い
だ
で
何

18

を
ど
の
よ
う
に
分
け
与
え
る
べ
き
か
と
い
う
分
配
的
正
義
は
︑
そ
の
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
共
通
善
を
根
拠
と
し
て
確
定
し
う
る
と
主
張

さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
共
同
体
主
義
に
よ
る
徳
倫
理
学
へ
の
回
帰
は
︑
権
利
や
正
義
に
も
と
づ
く
倫
理
理
論
に
代
わ
っ
て
善
に
も
と

づ
く
倫
理
理
論
を
い
っ
そ
う
根
底
的
だ
と
す
る
評
価
を
含
意
し
て
い
た
︒

さ
て
︑
権
利
︵
right︶
や
正
義
︵
justice︶
は
倫
理
的
に
尊
重
す
べ
き
複
数
の
存
在
者
︱
︱
通
常
は
人
間
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い

る
︱
︱
の
あ
い
だ
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
規
範
で
あ
る
︒
こ
の
複
数
の
存
在
者
の
あ
い
だ
の
関
係
の
適
切
さ
を
﹁
正
︵
right︶﹂
と
呼

ぶ
な
ら
ば
︑
正
の
規
範
の
グ
ル
ー
プ
に
は
︑
権
利
や
正
義
の
ほ
か
に
︑
平
等
︵
equality
︶︑
公
平
︵
im
partiality
︶︑
公
正
︵
fairness︶

を
数
え
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
善
︵
good
︶
は
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
︱
︱
す
べ
て
の
当
事
者
の
た
め
に
な

る
と
い
う
︱
︱
以
前
に
︑
そ
の
行
為
者
本
人
だ
け
の
た
め
︵
benefit︶
に
な
る
場
合
も
そ
の
行
為
の
影
響
が
及
ぶ
あ
る
特
定
の
他
人
だ

け
の
た
め
に
な
る
場
合
も
あ
る
︒
善
の
規
範
の
グ
ル
ー
プ
に
は
︑
他
人
の
た
め
に
な
る
行
為
を
す
る
と
い
う
意
味
の
善
行

︵
beneficence︶︑
善
行
を
施
そ
う
と
意
図
す
る
善
意
︵
benevolence︶
が
属
す
︒
慈
愛
︵
charity
︶
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
る
こ
と
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が
で
き
る
︒
多
く
の
倫
理
理
論
に
お
い
て
︑
正
の
規
範
の
グ
ル
ー
プ
と
善
の
規
範
の
グ
ル
ー
プ
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
原
則
的
に
︑
一
面
で

は
対
立
し
︑
他
面
で
は
相
補
的
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
る
︒
自
分
自
身
の
た
め
で
あ
れ
︑
他
の
ひ
と
の
た
め
で
あ
れ
︑
な
さ
れ
る
善
行

が
そ
れ
以
外
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
善
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
な
ら
ば
︑
正
の
規
範
が
提
示
す
る
規
準
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
し
︑
正
の
規
範
そ
れ
自
体
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
︑
そ
れ
を
と
お
し
て
全
体
に
と
っ
て
の
善
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
関

係
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
徳
倫
理
学
に
お
い
て
は
︑
善
と
正
は
そ
れ
ほ
ど
鋭
い
対
比
を
な
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
徳
の
リ
ス
ト
の
な
か
に
は
︑
他
人
が
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
自
分
の
私
有
財
産
を
処
理
す
る
と
き
に
発
揮
さ
れ
る
﹁
寛
厚
﹂

︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1119b
︶
や
他
人
を
も
て
な
す
と
こ
ろ
で
自
分
の
私
有
財
産
を
処
理
す
る
と
き
に
発
揮
さ
れ
る
﹁
物
惜
し
み
の
な
さ
﹂

︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1122a︶
と
い
っ
た
徳
は
数
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
一
般
的
な
意
味
で
の
利
他
的
な
善
意
や
善
行
︑
と
り
わ
け
︵
ユ

ダ
ヤ
―
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
は
重
視
さ
れ
る
︶
貧
し
く
困
窮
し
て
い
る
者
を
救
う
善
意
や
善
行
は
数
え
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
だ
が
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
徳
倫
理
学
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
善
の
実
現
を
め
ざ
す
︑
自
己
利
益
に
も
と
づ
く
倫
理
理
論
で
あ
る
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
な
る
ほ
ど
︑
徳
を
具
え
た
状
態
は
そ
う
で
は
な
い
状
態
よ
り
も
そ
の
本
人
に
と
っ
て
善
い
状
態
だ
が
︑
そ
れ
だ
け

に
は
終
わ
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
有
徳
な
人
物
は
自
分
一
己
の
幸
福
の
み
な
ら
ず
︑
自
分
の
家
族
や
友
人
や
︑
さ
ら
に
は
自
分
と
同
じ

ポ
リ
ス
に
属
す
る
人
び
と
の
幸
福
な
し
に
は
真
の
意
味
で
は
幸
福
で
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹁
究
極
的
な
﹃
善
﹄
は
自
足
的
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑
自
足
的
と
い
っ
て
も
自
分
だ
け
に
充
分
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
︑︵
中
略
︶
親
や
子
や
妻
や
︑

ひ
ろ
く
親
し
き
ひ
と
び
と
と
か
︑
さ
ら
に
国
の
全
市
民
を
も
考
慮
に
い
れ
た
う
え
で
充
分
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
：
1097b
︶︒
現
代
の
幸
福
概
念
は
一
個
人
の
幸
福
と
そ
れ
以
外
の
人
び
と
の
幸
福
と
を
独
立
に
考
え
︑
し
た
が
っ
て
そ
の
あ
い
だ
の

相
剋
を
強
調
す
る
傾
向
に
あ
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
幸
福
︵
eudaim
onia︶
は
魂
が
善
い
状
態
に
あ
る
こ

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱
︵
品
川
︶

二
一



と
を
意
味
し
て
い
る
︒
現
代
の
幸
福
概
念
が
﹁
誰
に
と
っ
て
の
幸
福
か
﹂
と
い
う
価
値
の
相
対
的
視
点
を
ま
ぬ
か
れ
な
い
の
に
た
い
し
て
︑

﹁
魂
が
善
い
状
態
に
あ
る
こ
と
﹂
と
い
う
場
合
の
善
さ
は
魂
の
本
来
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
こ
と
で
上
述
の
価
値
の
相
対
性
を
ま
ぬ
か
れ

て
い
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
た
め
に
︑
徳
倫
理
学
に
お
け
る
正
と
善
と
い
う
概
念
は
︑
現
代
の
幸
福
概
念
に
慣
れ
た
者
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
面

を
も
っ
て
い
る
︒
徳
倫
理
学
に
お
け
る
善
と
正
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
︒
そ
れ
が
徳
倫
理
学
に
た
い
し
て
私
の
懐
く
第
二
の
問
い
で
あ

り
︑
本
稿
の
主
題
で
あ
る
︒

一
・
三

尊
重
す
べ
き
複
数
の
存
在
者
が
原
則
的
に
た
が
い
に
対
等
な
関
係
に
あ
る
と
前
提
す
れ
ば
︑
複
数
の
存
在
者
の
あ
い
だ
の
関
係

の
適
切
さ
で
あ
る
正﹅

は
︑
そ
の
関
係
し
あ
う
二
つ
の
項
に
任
意
の
存
在
者
を
選
ん
で
も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う

ふ
う
に
考
え
る
の
は
至
当
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
選
ば
れ
る
べ
き
存
在
者
が
対
等
で
あ
る
な
ら
︑
い
ず
れ
の
存
在
者
同
士
も
互
換
的
で
あ

る
は
ず
だ
か
ら
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
た
と
え
ば
︑
カ
ン
ト
の
義
務
倫
理
学
は
︑
行
為
者
本
人
が
採
択
す
る
格
率
︵
生
き
方
の
方
針
︶
が
い

つ
で
も
︑
ど
こ
で
も
︑
誰
も
が
採
用
し
て
も
た
が
い
に
矛
盾
し
な
い
と
き
︑
そ
の
格
率
は
普
遍
的
道
徳
法
則
に
合
致
す
る
と
説
き
︑
ベ
ン

タ
ム
の
功
利
主
義
は
︑
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
存
在
者
に
お
よ
ぼ
す
結
果
が
そ
の
存
在
者
た
ち
の
あ
い
だ
に
最
大
多
数
の
最

大
幸
福
を
も
た
ら
す
行
為
を
指
令
す
る
︒
倫
理
理
論
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
を
問
う
部
門
を
メ
タ
倫
理
学
と
呼
ぶ
と

き
︑
倫
理
理
論
が
追
求
す
べ
き
行
為
の
指
針
は
︑
こ
の
よ
う
に
普
遍
的
な
原
理
や
原
則
を
介
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
メ
タ
倫
理
学

上
の
見
解
は
普
遍
主
義
と
呼
ば
れ
る
︒

こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
行
為
が
行
な
わ
れ
る
状
況
は
そ
の
つ
ど
個
別
的
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ

え
い
か
な
る
状
況
に
も
妥
当
す
る
よ
う
な
普
遍
的
な
指
針
は
成
り
立
た
な
い
︒
有
徳
な
人
物
と
は
︑
そ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
す
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る
行
為
者
で
あ
る
︒
こ
の
メ
タ
倫
理
学
上
の
見
解
は
個
別
主
義
と
呼
ば
れ
る
︒
徳
倫
理
学
で
は
︑
そ
の
ふ
さ
わ
し
い
行
為
と
は
︑
そ
の
行

為
が
適
切
だ
と
知
っ
て
い
て
︑
か
つ
そ
の
行
為
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
理
由
の
た
め
に
︑
し
か
も
い
つ
で
も
そ
の
よ
う
な
ふ

さ
わ
し
い
行
為
が
で
き
る
習
性

ヘ
ク
シ
ス

を
修
得
し
た
う
え
で
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑﹁
な
さ
れ
た
行
為
が
一
定
の
性
質
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
︑
正
し
く
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
︵
中
略
︶
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
か
く
い
い
う
る
た
め
に
は
そ
の
上

に
な
お
︑
こ
れ
ら
の
行
為
を
な
す
ひ
と
が
一
定
の
仕
方
に
お
い
て
あ
り
つ
つ
こ
れ
ら
の
行
為
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ

て
︑
す
な
わ
ち
︑
第
一
に
は
知
識
の
上
に
立
っ
て
︑
次
に
は
こ
の
行
為
を
選
択
す
る
︱
︱
そ
れ
も
こ
の
行
為
そ
れ
自
身
の
ゆ
え
に
選
択
す

る
︱
︱
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
︑
ま
た
第
三
に
は
自
己
の
安
定
的
な
不
可
変
的
な
﹃
状
態

ヘ
ク
シ
ス

﹄
に
基
づ
い
て
行
為
し
て
い
る
も
の
な
る
こ
と

を
要
す
る
︒︵
中
略
︶
か
く
て
︑
或
る
行
為
が
正
し
い
︵
中
略
︶
と
い
わ
れ
る
の
は
︑
そ
れ
が
︑
正
し
い
ひ
と
︵
中
略
︶
の
行
な
う
で
あ

ろ
う
よ
う
な
性
質
の
行
為
で
あ
る
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1105a-1105b
︶
と
定
式
化
さ
れ
る
︒

徳
倫
理
学
と
義
務
倫
理
学
や
功
利
主
義
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
こ
の
よ
う
に
メ
タ
倫
理
学
上
の
対
立
が
あ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
の
対
立
は
な

か
ば
歴
史
上
の
差
異
に
由
来
し
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
普
遍
主
義
の
前
提
が
平
等
な
個
人
と
い
う
近
代
社
会
の
人
間
観
で
あ
る
の
に
た

い
し
て
︑
徳
倫
理
学
は
人
生
経
験
を
積
む
に
つ
れ
て
成
熟
し
て
い
く
と
い
う
伝
統
的
社
会
の
人
間
観
に
対
応
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
さ
ら
に

そ
の
違
い
は
︑
倫
理
理
論
の
中
心
課
題
の
違
い
に
も
対
応
し
て
い
る
︒
義
務
倫
理
学
や
功
利
主
義
は
対
等
な
人
間
関
係
の
あ
り
方
に
ふ
さ

わ
し
い
行
為
を
指
令
す
る
行
為
原
則
を
中
心
課
題
と
し
て
お
り
︑
徳
倫
理
学
は
有
徳
な
人
格
に
い
た
る
成
熟
を
中
心
課
題
と
し
て
い
る
︒

ヘ
ー
ゲ
ル
の
区
別
を
用
い
れ
ば
︑
前
者
が
価
値
観
を
異
に
す
る
人
び
と
の
共
生
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
人
間
関
係
を
規
制
す
る
道
徳

︵
M
oral︶
を
論
じ
る
の
に
た
い
し
て
︑
後
者
は
人
間
の
善
い
あ
り
方
を
追
求
す
る
倫
理
︵
E
thik
︶
を
論
じ
て
い
る
︒

徳
倫
理
学
に
た
い
し
て
私
が
懐
く
第
三
の
問
い
は
︑
そ
の
個
別
主
義
が
普
遍
主
義
も
含
ん
だ
倫
理
理
論
全
体
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意

義
を
も
ち
︑
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
道
徳
と
倫
理
を
上
述
の
よ
う
に
分
節
化
で
き
る
と
し
て

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
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︵
品
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も
︑
倫
理
学
な
い
し
道
徳
哲
学
と
い
う
分
野
は
そ
の
両
方
を
包
含
し
て
い
る
わ
け
で
︑
だ
と
す
れ
ば
︑
第
四
の
問
い
と
し
て
︑
倫
理
学
な

い
し
道
徳
哲
学
と
い
う
分
野
の
な
か
で
︑
道
徳
と
倫
理
は
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
が
生
ま
れ
る
︒
徳
倫
理
学
は
こ

の
よ
う
な
問
い
を
触
発
す
る
ゆ
え
に
︑
そ
れ
が
紀
元
前
四
世
紀
に
起
源
を
も
つ
理
論
だ
と
し
て
も
︑
依
然
と
し
て
現
役
の
倫
理
理
論
な
の

で
あ
る
︒

二
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
﹁
徳
と
正
﹂

以
上
に
記
し
た
問
い
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
論
文
﹁
徳
と
正
﹂
を
参
照
し
よ
う
︒
そ
の
論
文
の
眼
目
は
︑﹁
正
し
い
行

為
と
は
有
徳
な
ひ
と
の
そ
れ
で
あ
る
﹂
と
い
う
徳
倫
理
学
の
主
張
は
︑﹁
私
た
ち
は
よ
り
善
い
人
間
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
常
識
的
な
考

え
と
不
整
合
で
あ
る
﹂
ゆ
え
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︵
Johnson：
810/255︶︒
徳
倫
理
学
が
倫
理
理
論
で
あ
る
以
上
︑
自

分
の
性
格
を
改
善
す
る
こ
の
道
徳
的
責
務
を
容
れ
る
余
地
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
主
張
す
る
︒

二
・
一

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
徳
倫
理
学
の
主
張
の
骨
子
を
︵
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
の
名
に
言
及
し
つ
つ
︶︑﹁
あ
る
行
為
Ａ
が
状
況
Ｃ
に
お
い
て

行
為
者
Ｓ
に
と
っ
て
正
し
い
の
は
︑
も
し
完
全
に
︵
com
pletely
︶
有
徳
な
行
為
者
で
あ
る
な
ら
ば
Ｃ
に
お
い
て
︹
有
徳
な
行
為
者
に

︱
︱
引
用
者
に
よ
る
補
足
︺
特
有
な
し
か
た
で
︵
characteristically
︶
Ａ
す
る
だ
ろ
う
場
合
で
あ
り
︑
か
つ
そ
の
場
合
に
か
ぎ
る
﹂

︵
Johnson：
812/257︶
と
定
式
化
す
る
︒﹁︹
有
徳
な
行
為
者
に
︺
特
有
な
し
か
た
で
﹂
と
は
︑
一
・
三
に
引
用
し
た
文
の
な
か
の
﹁
正

し
い
ひ
と
︵
中
略
︶
の
行
な
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
性
質
の
﹂
と
い
う
語
句
に
対
応
し
て
い
る
︒
後
述
す
る
ワ
ル
シ
ュ
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
こ

の
定
式
化
の
な
か
に
あ
る
﹁
完
全
に
﹂
と
い
う
条
件
は
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
見
当
た
ら
ず
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
﹁
何﹅

の﹅

理﹅

由﹅

も﹅

な﹅

い﹅

ま﹅

ま﹅

に﹅

﹂︵
W
alsh：
410/297︶
こ
の
条
件
を
付
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
研
究
論
文
と
し
て
の
正
統
性
に
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疑
念
を
抱
か
せ
る
一
撃
だ
が
︑
こ
こ
で
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
右
の
定
式
化
に
加
え
た
合
計
七
点
の
注
記
を
精
査
し
て
み
よ
う
︒
そ
こ
か
ら
徳

倫
理
学
か
ら
は
﹁
何﹅

の﹅

理﹅

由﹅

も﹅

な﹅

い﹅

ま﹅

ま﹅

に﹅

﹂
付
さ
れ
た
と
み
え
る
条
件
が
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
立
場
か
ら
は
﹁
そ﹅

れ﹅

な﹅

り﹅

の﹅

理﹅

由﹅

が﹅

あ﹅

っ﹅

て﹅

﹂
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
︵

︶

︒
2

第
一
の
注
記
で
は
︑﹁
完
全
に
﹂
と
断
る
こ
と
で
﹁
他
の
諸
徳
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
︑
た
と
え
ば
︑
勇
敢
な
ひ
と
が
そ
の
勇
敢
さ
に

よ
っ
て
正
義
に
反
す
る
行
為
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
か
ら
生
じ
る
厄
介
が
回
避
さ
れ
る
﹂︵
Johnson：
812/257︶
と
説
明
さ
れ

る
︒
こ
の
注
記
か
ら
導
き
出
せ
る
の
は
︑﹁
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
﹂
と
は
あ
ら
ゆ
る
徳
を
兼
ね
備
え
た
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
正
義
を
﹁
徳
の
或
る
一
つ
で
は
な
く
し
て
徳
全
般
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1130a︶
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
を
思
い

起
こ
せ
ば
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
こ
の
理
解
は
と
り
あ
え
ず
支
持
で
き
る
︒

第
二
の
注
記
の
な
か
で
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
﹁
た
し
か
に
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
と
い
う
概
念
が
ど
う
で
あ
れ
︑
そ
れ
は
人
間
で
あ
る
べ

き
だ
﹂︵

︶
と
断
り
つ
つ
も
︑
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
が
現
実
離
れ
し
た
存
在
だ
と
に
お
わ
せ
て
い
る
︒
な
ぜ
な

Joh
n
son
：
812/257-8

ら
︑
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
が
そ
の
つ
ど
正
し
い
行
為
を
垂
範
す
べ
き
﹁
現
実
的
お
よ
び
可
能
的
な
状
況
の
広
が
り
は
︑
い
か
な
る
現
実

の
人
格
が
直
面
す
る
だ
ろ
う
状
況
の
範
囲
よ
り
も
は
る
か
に
広
い
﹂︵

︶
か
ら
だ
︒
こ
の
﹁
現
実
的
お
よ
び
可
能

Joh
n
son
：
812-3/258

的
な
状
況
の
広
が
り
﹂
と
い
う
語
句
は
個
別
主
義
的
で
な
く
︑
普
遍
主
義
的
で
あ
る
︒
こ
こ
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
疑
問
の
根
幹
が
窺
え
る
︒

す
な
わ
ち
︑
有
徳
な
行
為
者
が
す
る
だ
ろ
う
行
為
と
い
う
規
定
が
︑
そ
の
定
義
か
ら
し
て
普
遍
主
義
的
な
含
意
を
も
つ
正﹅

と
い
う
性
格
を

満
た
す
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
ま
さ
に
こ
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
対
応
し
う
る
能
力
を
確
保
す
る
た
め
に
︑
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
﹁
有
徳
な
行
為
者
﹂
に
﹁
完
全
に
﹂
と
い
う
条
件
を
付
し
た
の
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
︒
前
述
と
は
別
の
意
味
の
完
全
性
で
あ
る
︒

第
三
の
注
記
は
他
と
比
べ
て
重
大
で
は
な
い
︒
有
徳
な
行
為
者
に
も
そ
の
徳
を
十
全
に
発
揮
し
が
た
い
状
況
が
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ

れ
る
︒
そ
の
場
合
で
も
︑
有
徳
な
行
為
者
は
そ
う
で
は
な
い
行
為
者
よ
り
も
︑
そ
の
状
況
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
を
す
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
注

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て
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︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
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︶
︱
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︵
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記
の
意
図
は
︑
徳
倫
理
学
が
﹁
何
を
し
た
か
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
ど
の
よ
う
に
し
た
か
﹂
に
︱
︱
つ
ま
り
﹁︹
有
徳
な
行
為
者
に
︺
特
有
な

し
か
た
で
﹂
と
い
う
限
定
に
︱
︱
注
視
す
る
こ
と
の
確
認
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

第
四
の
注
記
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
︑
先
の
定
式
が
指
示
す
る
﹁
正
し
い
行
為
と
は
︑
も﹅

し﹅

︑
あ
る
ひ
と
が
完
全
に
有
徳
な
性
格
を
も
っ
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
行
為
で
あ
る
﹂︵
Johnson：
813/258︶
と
規
定
す
る
︒
こ
の
読
解
自
体
は
徳
倫
理
学
の
見

解
を
歪
曲
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
彼
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
そ
の
行
為
を
な
す
行
為
者
の
現
実
の
性
格
︵
character︶
か
ら
切
り

離
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
﹂︵

︶
と
説
明
す
る
︒
こ
こ
に
い
う
現
実
の
性
格
と
は
︑
そ
の
行
為
者
個
人
が
そ
の
人
生

Joh
n
son
：
813/258-9

の
な
か
で
培
っ
て
き
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
正
し
い
行
為
を
﹁
正
し
い
ひ

と
︵
中
略
︶
の
行
な
う
で
あ
ろ
う
よ
う
な
性
質
の
行
為
で
あ
る
﹂
と
説
明
す
る
と
き
︑
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
の
は
有
徳
な
人
物
Ｓ
氏
や

Ｐ
氏
個
々
人
の
性
格
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
︑
有
徳
な
人
物
で
あ
る
か
ぎ
り
の
Ｓ
氏
や
Ｐ
氏
が
共
有
し
て
い
る
性
格
の
こ
と
で

あ
る
︵
そ
れ
ゆ
え
︑
私
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
定
式
に
﹁
有
徳
な
行
為
者
に
﹂
と
い
う
形
容
を
補
足
し
た
の
だ
︶︒
も
っ
と
も
︑
こ
こ
で
は
行

為
者
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
捨
象
で
き
る
と
い
う
主
張
だ
か
ら
徳
倫
理
学
に
そ
っ
た
解
釈
を
妨
げ
は
し
な
い
が
︑
第
六
の
注
記
に
み

る
よ
う
に
︑
彼
の
論
文
の
後
続
箇
所
に
は
個
々
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
意
味
の
性
格
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
︒

さ
て
︑
行
為
者
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
捨
象
す
る
意
図
を
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
﹁
正
し
い
行
為
に
つ
い
て
の
理
論
は
︑
あ
る
人
格
が

彼
の
道
徳
的
責
務
を
な
す
さ
い
に
道
徳
的
に
価
値
あ
る
動
機
か
ら
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
﹂

︵
Johnson：
813/259︶
と
説
明
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
自
体
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
認
め
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
行
為
者
が
そ
の
行

為
が
正
し
い
行
為
だ
と
知
ら
な
い
ま
ま
に
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
行
為
が
正
し
い
ゆ
え
に
行
な
う
の
で
は
な
い
場
合
に
つ
い
て
︑﹁
或
る
ひ

と
び
と
が
た
と
え
正
し
い
こ
と
を
行
な
っ
て
も
︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
は
彼
ら
を
目
し
て
い
ま
だ
﹃
正
し
い
ひ
と
び
と

デ

イ

カ

イ

オ

イ

﹄
で
あ
る
と

す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1144a︶
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
る
と
き
︑
ま
さ
に
正
し
い
行
為
と
正
し
い
性
格
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の
区
別
が
︑
し
た
が
っ
て
︑
正
し
い
性
格
で
は
な
い
行
為
者
が
正
し
い
行
為
を
た
ま
た
ま
す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
先
の
性
格
概
念
と
同
様
に
︑
こ
こ
で
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
立
場
と
徳
倫
理
学
と
の
差
異
が
露
わ
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
が
正
し
い
性
格
を
正
し
い
行
為
と
区
別
す
る
力
点
は
︑
当
然
︑
行
為
が
真
に
正
し
い
た
め
に
は
行
為
者
の
正
し
い
性
格
を
必

要
と
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
だ
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
求
め
て
い
る
の
は
︑
誰
で
あ
れ
︑
そ
れ
を
行
な
え
ば
そ
の
行

為
が
正
し
い
と
判
定
で
き
る
よ
う
な
規
準
で
あ
る
︒
一
・
三
に
記
し
た
︑
人
格
の
成
熟
を
中
心
課
題
と
す
る
倫
理
理
論
と
行
為
原
則
を
中

心
課
題
と
す
る
倫
理
理
論
の
違
い
が
こ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

第
五
の
注
記
は
︑
先
の
定
式
が
﹁
完
全
に
有
徳
な
人
格
の
行
動
を
観
察
す
る
こ
と
で
ど
う
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
か
を
私
た
ち
が
知
る

よ
う
に
な
る
と
は
告
げ
て
い
な
い
﹂︵
Johnson：
814/259︶
と
注
意
す
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
徳
の
修
得
を
技
術
の
そ
れ
に
比
し
て

い
る
︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1103a-1103b
︶
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
一
見
意
外
な
説
明
に
も
み
え
る
が
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
趣
意
は
明
確
で

的
確
で
あ
る
︒
未
熟
な
者
に
有
徳
な
人
物
が
弁
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
未
熟
な
者
は
﹁
権
威
や
書
物
や
伝
承
や
親
﹂
を
手
が
か
り
に

し
︑﹁
あ
る
有
徳
な
人
格
に
特
有
な
行
動
﹂
を
学
ぶ
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
る
︵
Johnson：
814/259︶︒
た
だ
し
︑
私
た
ち
が
学
ぶ
の
は

ま
さ
に
行
動
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
理
解
の
大
き
な
欠
陥
を
四
節
に
指
摘
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
六
の
注
記
で
は
︑
先
の
定
式
化
の
条
件
節
﹁
あ
る
行
為
Ａ
が
状
況
Ｃ
に
お
い
て
行
為
者
Ｓ
に
と
っ
て
正
し
い
の
は
︑
も
し
完
全
に
有

徳
な
行
為
者
で
あ
る
な
ら
ば
Ｃ
に
お
い
て
特
有
な
し
か
た
で
Ａ
す
る
だ
ろ
う
場
合
﹂
の
二
通
り
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
Ｓ
と

完
全
に
有
徳
な
行
為
者
と
を
別
に
す
る
解
釈
で
︑
も
う
ひ
と
つ
は
︑
Ｓ
を
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
と
す
る
解
釈
で
あ
る
︒
後
者
の
場
合
︑

ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑﹁
特
有
な
し
か
た
で
﹂
の
箇
所
は
︑
Ｓ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
意
味
も
含
め
た
性
格
に
対
応
し
た
規
定
と

な
る
︒
彼
の
主
張
を
そ
う
解
し
て
よ
い
の
は
︑
彼
が
こ
こ
で
内
向
的
な
人
物
と
外
向
的
な
人
物
と
の
区
別
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
だ
︒
内

向
的
な
人
物
は
内
向
的
に
︑
外
向
的
な
人
物
は
外
向
的
に
有
徳
な
行
為
を
な
す
だ
ろ
う
︒
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
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︱
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︵
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向
き
の
想
定
を
採
用
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
Ｓ
に
と
っ
て
正
し
い
行
為
は
︑
も
し
Ｓ
で
な
い
な
ら
︑
Ｓ
に
少
な
く
と
も
十
分
に
似
て
い
る

︵
like︶
誰
か
が
︑
そ
の
誰
か
が
完
全
に
有
徳
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
特
有
な
し
か
た
で
な
す
よ
う
な
行
為
で
あ
る
﹂︵
Johnson：

815/260︶︒
し
か
し
︑
重
要
な
の
は
︑
ど﹅

う﹅

い﹅

う﹅

意﹅

味﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

﹁
似
て
い
る
﹂
か
︱
︱
そ
こ
で
あ
る
︒
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

に
お
け
る
類
似
を
考
え
て
い
る
︒
け
れ
ど
も
︑
徳
倫
理
学
に
お
い
て
重
要
な
の
は
何
よ
り
も
︑﹁
有
徳
な
人
物
で
あ
る
﹂
と
い
う
点
で
の

類
似
に
ほ
か
な
る
ま
い
︒

最
後
に
︑
義
務
倫
理
学
お
よ
び
功
利
主
義
は
行
為
者
の
性
格
を
援
用
す
る
こ
と
な
く
︑
逆
に
徳
倫
理
学
は
正
し
い
行
為
に
つ
い
て
の
も

ろ
も
ろ
の
見
解
を
援
用
す
る
こ
と
な
く
成
り
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
注
さ
れ
る
︒
今
更
な
が
ら
の
こ
の
対
比
は
次
に
語
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の

意
図
の
説
明
に
つ
な
げ
る
伏
線
で
あ
る
︒

二
・
二

徳
倫
理
学
を
奉
じ
て
い
な
い
︱
︱
そ
れ
は
す
で
に
明
ら
か
だ
︱
︱
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
徳
倫
理
学
を
取
り
上
げ
る
の
は
な
ぜ
か
︒
彼

は
徳
倫
理
学
の
利
点
を
こ
う
捉
え
て
い
る
︒
先
の
定
式
は
︑
そ
の
前
件
︵﹁
も
し
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
で
あ
る
な
ら
ば
Ｃ
に
お
い
て
特

有
な
し
か
た
で
Ａ
す
る
だ
ろ
う
場
合
︑
か
つ
そ
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
﹂︶
に
お
け
る
有
徳
な
行
為
者
の
あ
り
方
︑
つ
ま
り
そ
の
徳
と
そ
の

善
き
生
に
つ
い
て
の
定
義
と
後
件
︵﹁
あ
る
行
為
Ａ
は
状
況
Ｃ
に
お
い
て
行
為
者
Ｓ
に
と
っ
て
正
し
い
﹂︶
に
お
け
る
正
の
定
義
と
の
い
ず

れ
か
が
た
が
い
に
独
立
に
説
明
で
き
れ
ば
︑
他
方
の
意
味
内
容
も
確
定
で
き
る
︒
そ
の
と
き
︑﹁
徳
に
つ
い
て
の
理
論
と
正
に
つ
い
て
の

理
論
の
あ
い
だ
の
︱
︱
そ
の
上
で
党
派
同
士
の
戦
闘
を
行
な
わ
ず
に
済
む
安
全
な
橋
﹂︵
Johnson：
815/261︶
が
架
け
渡
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
︑
と
︒

さ
ら
に
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
い
わ
ば
倫
理
学
と
心
理
学
の
架
橋
も
期
待
し
て
い
る
︒
前
件
は
行
為
者
の
性
格
の
う
ち
に
当
該
行
為
へ
の
傾

向
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
︑︵
善
悪
の
評
価
を
受
け
る
︶
行
為
を
す
る
と
い
う
道
徳
的
事
実
が
﹁
た
と
え
ば
人
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間
の
心
理
状
態
と
い
っ
た
通
常
の
自
然
的
な
事
実
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
﹂︵
Johnson：
816/262︶
こ
と
に
な
る
︑
と
︒
な
る
ほ
ど
︑

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
習
性
概
念
が
あ
る
特
定
の
行
為
を
い
つ
で
も
行
な
え
る
構
え
を
意
味
す
る
以
上
︑
行
為
へ
の
傾
向
性
を
含
む
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
︑
性
格
と
い
う
原
因
と
結
果
と
し
て
の
行
為
の
あ
い
だ
に
一
義
的
な
因
果
関
係
は
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
︒
そ

れ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
る
ま
い
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
強
調
す
る
よ
う
に
︑
そ
の
つ
ど
の
行
為
に
は
︵
習
性
が
準
備
し
て
い
る
に
せ
よ
︶
行

為
者
の
選
択
が
関
与
す
る
か
ら
だ
︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1135a-1135b
︶︒
だ
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
譲
ろ
う
︒

最
初
に
記
さ
れ
た
見
通
し
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
一
節
に
示
し
た
徳
倫
理
学
と
近
代
以
降
に
成
立
し
た
倫
理
理
論
と
の
差
異
と
第
二
の

注
記
に
お
い
て
指
摘
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
展
望
す
る
架
橋
は
両
岸
か
ら
別
の
設
計
法
に
よ
っ
て
築
造
さ
れ
た
橋
梁
を
繋

ぎ
合
わ
せ
る
作
業
で
あ
っ
て
︑
成
功
は
お
ぼ
つ
か
な
い
︒
実
際
に
そ
う
い
う
結
論
と
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
紛
う

か
た
な
く
正
し
い
行
為
と
彼
が
考
え
て
い
る
自
己
改
善
の
正
し
さ
が
先
の
定
式
で
は
説
明
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
論
理
構
成
を
次

に
み
て
み
よ
う
︒

二
・
三

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
︑
ま
だ
有
徳
で
は
な
い
が
自
分
の
性
格
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
の
と
る
方
策
を
三
つ
挙
げ
て
い
る
︒
第
一

に
は
︑
自
分
の
行
動
を
自
己
監
視
す
る
︒
第
二
は
︑
誘
惑
に
敗
け
な
い
よ
う
に
自
分
の
行
動
を
細
か
に
計
画
し
︑
と
き
に
は
そ
れ
を
他
人

に
ふ
れ
ま
わ
っ
て
自
己
の
行
動
を
抑
制
す
る
︒
第
三
は
︑
他
人
の
助
言
を
受
け
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
い
ず
れ
の
行
動
も
有
徳
な
ひ
と
の

と
る
行
動
で
は
な
い
︒
有
徳
な
ひ
と
に
は
そ
の
よ
う
な
行
動
は
不
必
要
だ
か
ら
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
先
の
定
式
が
い
う
よ
う
に
︑
正
し
い
行

為
と
は
完
全
に
有
徳
な
行
為
者
の
す
る
行
為
だ
と
す
れ
ば
︑
上
述
の
人
び
と
は
正
し
い
行
為
を
し
て
い
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
自
己
改
善
は

ど
う
み
て
も
正
し
い
行
為
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
徳
倫
理
学
は
正
し
い
行
為
を
適
切
に
説
明
で
き
て
い
な
い
︒
そ
う
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
結

論
す
る
︒

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱
︵
品
川
︶

二
九



い
っ
た
ん
彼
は
先
の
定
式
を
擁
護
す
る
解
釈
を
試
み
る
︒
前
述
の
三
種
の
行
動
は
﹁
十
分
に
適
切
だ
﹂
と
い
う
ふ
う
に
正
し
い
が
︑
有

徳
な
ひ
と
の
も
つ
﹁
道
徳
的
に
卓
越
し
て
い
る
﹂
正
し
さ
で
は
な
い
と
考
え
た
ら
ど
う
か
︒
だ
が
︑
こ
の
擁
護
論
に
た
い
し
て
ジ
ョ
ン
ソ

ン
は
﹁
こ
の
主
張
以
外
に
︑
自
己
改
善
行
為
や
そ
れ
に
類
す
る
行
為
が
有
徳
な
ひ
と
に
特
有
で
あ
ろ
う
行
為
と
ど
こ
か
ら
み
て
も
同
じ
く

ら
い
に
道
徳
的
に
卓
越
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
主
張
す
る
論
拠
は
な
い
﹂︵
Johnson：
825/274︶
と
指
摘
す
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
︑

な
ぜ
︑
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
裏
返
し
て
考
え
る
こ
と
で
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
求
め
て
い
る
も
の
が
洞
察
で
き
る
︒
彼
が
求
め
て
い
る
の

は
︑
有
徳
で
な
い
ひ
と
が
有
徳
で
な
い
ま
ま
に
な
し
う
る
最
善
の
行
為
と
有
徳
な
ひ
と
が
有
徳
だ
か
ら
こ
そ
な
し
う
る
最
善
の
行
為
と
を

と
も
に
﹁
正
し
い
﹂
と
性
格
づ
け
る
よ
う
な
︱
︱
し
た
が
っ
て
徳
の
有
無
と
は
独
立
に
規
定
さ
れ
る
︱
︱
正
の
概
念
な
の
で
あ
る
︒

し
て
み
る
と
︑
有
徳
で
な
い
ひ
と
が
有
徳
に
な
ろ
う
と
努
力
す
る
と
き
︑
有
徳
な
ひ
と
は
参
考
に
な
ら
な
い
の
か
︒
た
と
え
ば
︑
有
徳

な
ひ
と
は
助
言
が
で
き
な
い
の
か
︒
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
こ
う
指
摘
す
る
︒
ま
ず
︑
有
徳
な
ひ
と
は
そ
の
習
性
の
ゆ
え
に
お
の
ず
と
正
し
い
行

為
が
で
き
る
の
だ
か
ら
︑
た
ん
に
母
語
が
で
き
る
だ
け
で
文
法
を
知
ら
な
い
ひ
と
が
外
国
人
に
そ
の
言
語
を
適
切
に
教
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
︑
有
益
な
助
言
が
で
き
る
と
は
期
待
で
き
な
い
︒
か
り
に
︑
有
徳
な
ひ
と
は
ど
の
よ
う
な
有
徳
で
な
い
人
間
の
ど
の
よ
う
な

状
況
に
も
適
切
な
助
言
が
で
き
る
と
想
定
す
る
な
ら
︑
有
徳
な
ひ
と
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
関
す
る
情
報
を
知
悉
し
た
理
想
的
観
察
者
と
い

う
徳
倫
理
学
と
は
別
の
概
念
に
化
し
て
し
ま
う
︒
あ
る
い
は
︑
有
徳
な
ひ
と
は
そ
う
な
る
ま
で
の
経
験
か
ら
未
熟
な
者
に
適
切
な
助
言
を

期
待
で
き
る
と
い
う
見
解
に
は
︑
そ
の
人
生
は
特
定
の
文
化
的
伝
統
の
な
か
で
展
開
さ
れ
特
定
の
心
理
構
造
︵
ま
た
し
て
も
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
の
違
い
が
示
唆
さ
れ
る
︶
を
帯
び
て
い
る
か
ら
︑
異
な
る
文
化
と
異
な
る
性
格
の
者
に
有
益
な
助
言
と
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
も

し
︑
同
じ
文
化
の
有
徳
な
ひ
と
を
ま
ね
る
の
で
よ
い
と
す
る
な
ら
︑﹁
正
し
さ
の
理
論
は
不
要
と
な
る
﹂︵
Johnson：
829/279︶︒
正
し

さ
の
理
論
と
は
︑
先
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑
普
遍
主
義
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

か
く
し
て
︑
正
し
い
行
為
と
は
有
徳
な
行
為
者
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
定
式
は
否
定
さ
れ
︑
徳
倫
理
学
は
正
を
適
切
に
説
明
し
え
な
い
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ゆ
え
に
倫
理
理
論
と
し
て
欠
陥
あ
り
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

三
︑
ワ
ル
シ
ュ
の
﹁
目
的
論
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
︑
正
﹂

二
・
一
の
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
︑
ワ
ル
シ
ュ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ハ
ー
ス
ト
ハ
ウ
ス
が
語
っ
て
い
る
の
は
﹁
完﹅

全﹅

に﹅

有
徳
な
行
為

者
﹂
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
︒﹁
あ﹅

る﹅

有
徳
な
行
為
者
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
で
彼
は
こ
う
敷
衍
す
る
︒﹁﹃
あ
る
有
徳
な
行
為
者
﹄
が
︑

も
し
い
っ
そ
う
完
全
な
徳
に
向
か
っ
て
発
達
し
つ
つ
あ
る
の
な
ら
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
不
完
全
な
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
正
し
い
こ
と

を
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
う
る
﹂︵
W
alsh：
410/298︶︒
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒
有
徳
な
ひ
と
も
な
お
い
っ
そ
う
有
徳
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
︑
有
徳
性
は
程
度
の
差
を
含
ん
で
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
に
比
し
て
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
﹁
完
全
に
有
徳
な
行

為
者
﹂
概
念
は
︑
二
・
一
で
第
二
の
注
記
に
関
連
し
て
記
し
た
よ
う
に
︑
あ
ら
ゆ
る
徳
を
具
え
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
︑
現
実
離

れ
し
た
存
在
に
み
え
る
ほ
ど
︑
さ
ら
な
る
向
上
が
必
要
な
い
ま
で
に
量
的
な
意
味
で
も
完
全
で
あ
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
て
い
る
︒

ワ
ル
シ
ュ
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
れ
ば
︑
有
徳
な
ひ
と
と
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
有
徳
で
は
な
い
ひ
と
と
が
す
る
行
為
に
は
︑
た
と
え
︑
そ
の
行

為
の
内
容
や
行
為
の
し
か
た
は
大
き
く
違
っ
て
い
る
と
し
て
も
︑﹁
正
し
い
﹂
と
い
う
同
じ
形
容
が
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
と
な
る
︒
で
は
︑

ど
こ
が
同
じ
な
の
か
︒
ワ
ル
シ
ュ
は
こ
う
ま
と
め
て
い
る
︒﹁
有
徳
な
初
心
者
と
有
徳
な
習
熟
者
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
道
徳
理
論
に

よ
っ
て
目﹅

的﹅

論﹅

的﹅

に﹅

理
解
さ
れ
た
と
き
︑
記﹅

述﹅

の﹅

あ﹅

る﹅

レ﹅

ベ﹅

ル﹅

で﹅

は﹅

同
じ
目﹅

的﹅

︵
telos︶
を
も
ち
︑
同﹅

じ﹅

こ
と
を
し
て
い
る
﹂︒
同
じ
と

い
え
る
の
は
︑﹁
初
心
者
と
習
熟
者
と
は
と
も
に
︹
両
者
が
目
指
し
て
い
る
目
的
で
あ
る
︱
︱
引
用
者
の
補
遺
︺
卓
越
し
た
習
熟
者
の
生

き
て
き
た
生
を
生
き
て
い
る
﹂
か
ら
で
あ
っ
て
︑﹁
し
か
し
︑
そ
の
生
の
異
な
る
段
階
に
い
る
﹂
点
で
違
う
の
で
あ
る
︵
W
alsh：

411/299︶︒

こ
の
説
明
に
た
い
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
立
場
な
ら
︑
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
だ
ろ
う
か
︒
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
︑
ワ
ル
シ
ュ
の
こ
の
解
釈

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
︱
徳
倫
理
学
覚
書
︵
一
︶
︱
︱
︵
品
川
︶

三
一



は
︑
二
・
三
に
記
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
示
し
た
定
式
の
擁
護
論
を
た
ん
に
先
延
ば
し
し
て
︑
論
点
を
は
ぐ
ら
か
し
た
か
の
よ
う
に
み
え
る

か
も
し
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
卓
越
し
た
習
熟
者
は
︑
目
的
と
い
う
か
た
ち
で
あ
れ
︑
存
在
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
道
徳
的
に
卓
越
し
て

い
る
﹂
と
い
う
意
味
で
正
し
い
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ま
だ
向
上
の
余
地
の
あ
る
習
熟
者
と
さ
ら
に
い
っ
そ
う
低
い
段
階
に
あ
る
初
心
者

と
は
完
全
な
習
熟
者
と
違
っ
て
︑
所
詮
︑
未
熟
な
者
が
未
熟
で
あ
る
が
ゆ
え
に
行
い
う
る
正
し
さ
︑
つ
ま
り
は
自
己
改
善
や
向
上
心
と
い

う
﹁
十
分
に
適
切
だ
﹂
と
い
う
意
味
で
正
し
い
に
す
ぎ
な
い
︑
と
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ワ
ル
シ
ュ
の
趣
意
は
そ
れ
と
は
違
う
︒
ま
ず
︑
も

は
や
向
上
の
余
地
の
な
い
ほ
ど
に
完
全
な
有
徳
性
を
体
現
し
て
い
る
人
間
は
い
な
い
︒
そ
の
こ
と
は
︑
彼
が
註
の
な
か
で
完
全
な
徳
を

﹁
不
可
能
な
理
想
﹂︵
W
alsh：
417/310︶
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
裏
書
き
さ
れ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
十
分
に
有

徳
な
ひ
と
も
な
お
向
上
の
余
地
は
あ
る
︒
こ
の
こ
と
を
私
た
ち
が
理
解
し
よ
う
と
す
る
に
は
︑
徳
倫
理
学
が
個
別
主
義
で
あ
る
こ
と
を
思

い
出
す
と
よ
い
だ
ろ
う
︒
す
で
に
十
分
に
徳
を
具
え
た
ひ
と
で
あ
れ
︑
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
錯
綜
と
し
た
状
況
に
あ
っ
て
は

完
全
に
適
切
な
対
応
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
そ
の
ひ
と
は
そ
の
経
験
を
積
ん
だ
あ
と
に
類
似
の
状
況
に

遭
遇
し
た
と
き
に
は
︑
前
の
状
況
よ
り
い
っ
そ
う
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
向
上

の
可
能
性
は
な
お
残
っ
て
い
る
の
だ
︒

だ
が
︑
そ
れ
な
ら
ば
︑
こ
う
い
う
反
論
が
予
想
さ
れ
る
︒
い
か
に
卓
越
し
て
も
な
お
向
上
が
あ
り
え
て
︑
か
つ
ま
た
向
上
し
よ
う
と
す

る
が
ゆ
え
に
そ
の
ひ
と
の
行
為
は
正
し
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
卓
越
し
た
正
し
さ
﹂
と
い
う
概
念
は
抹
消
し
て
も
よ
い
︒
そ
の
か
わ

り
に
︑
こ
れ
ま
で
到
達
し
た
有
徳
性
の
段
階
に
差
が
あ
る
に
し
て
も
︑
ど
の
段
階
の
ひ
と
も
自
己
改
善
や
向
上
心
と
い
う
心
の
あ
り
方
ゆ

え
に
同
一
の
意
味
で
﹁
正
し
い
﹂︱
︱
こ
れ
が
正
し
さ
を
適
切
に
説
明
す
る
理
論
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
自
己
改
善
や
向
上
心
は
成
熟
で

は
な
く
︑
む
し
ろ
未
成
熟
を
こ
そ
示
す
性
質
だ
か
ら
徳
で
は
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
理
論
が
適
切
だ
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
徳
倫
理
学
が

提
供
し
た
も
の
で
は
な
い
︑
と
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
自
己
改
善
を
徳
か
ら
独
立
に
語
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
ワ
ル
シ
ュ
で
は
︑
徳
こ
そ
が
自
己
改
善
を
促

す
︒﹁
諸
徳
は
︑
私
た
ち
を
﹃
今
の
私
た
ち
の
あ
り
方
﹄
か
ら
﹃
私
た
ち
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
﹄
へ
と
連
れ
て
ゆ
く
の
に
不
可
欠
な
特
徴

で
あ
る
﹂︵
W
alsh：
412/301︶︒
だ
と
す
れ
ば
︑
ワ
ル
シ
ュ
の
論
理
の
な
か
で
徳
は
二
つ
の
あ
り
方
で
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

ひ
と
つ
は
︑
習
熟
者
な
り
初
心
者
な
り
が
今
の
時
点
で
修
得
し
た
徳
で
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑
彼
ら
が
今
の
時
点
で
は
修
得
で
き
て
い

な
い
が
︑
こ
れ
か
ら
達
成
す
る
か
も
し
れ
な
い
︑
彼
ら
が
い
っ
そ
う
有
徳
な
ひ
と
と
な
る
よ
う
に
導
く
徳
で
あ
る
︒
ワ
ル
シ
ュ
は
両
者
の

関
係
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
︒
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
︑
徳
倫
理
学
の
背
景
に
あ
る
存
在
論
が
窺
わ
れ
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
に

解
釈
し
よ
う
︒

四
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
﹁
善
と
正
﹂
を
め
ぐ
っ
て

以
上
の
検
討
か
ら
両
者
の
主
張
に
つ
い
て
︑
現
時
点
で
私
の
得
た
理
解
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒

四
・
一

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
論
文
を
通
読
し
て
あ
ら
た
め
て
意
識
さ
れ
る
の
は
︑
思
慮
な
い
し
実
践
知
︵
phronesis︶
の
果
た
す
役
割
へ

の
言
及
が
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
彼
の
徳
倫
理
学
解
釈
の
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
︒
有
徳
性
を
め
ざ
し
て
い
る
未
熟
な
者
は
自
分
よ

り
も
徳
を
体
得
し
た
習
熟
者
の
行
為
を
ま
ね
る
︒
善
の
﹁
何
た
る
か
は
善﹅

き﹅

ひ﹅

と﹅

に
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
で
な
い
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：

1144a︶
の
だ
か
ら
︑
未
熟
な
者
に
は
有
徳
な
者
の
行
為
の
ど
こ
が
優
れ
て
い
る
か
が
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
る
と
は
期
待
で
き
な
い
︒
だ

が
︑
未
熟
な
者
は
自
分
で
行
為
を
重
ね
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
習
熟
者
と
の
違
い
に
気
づ
き
︑
そ
の
違
い
の
な
か
で
道
徳
的
に
意
味
の
あ
る

違
い
を
だ
ん
だ
ん
と
理
解
し
︑
自
分
の
行
為
の
し
か
た
を
直
し
て
い
く
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
本
人
な
り
の
実
践
知
が
培
わ
れ
て
い
く
は
ず

だ
︒
も
っ
と
も
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
未
熟
な
者
が
そ
の
よ
う
に
成
長
で
き
る
に
は
習
熟
者
の
教
導
が
必
要
だ
と
反
論
さ

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
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れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
な
る
ほ
ど
助
言
が
有
益
だ
と
し
て
も
︑
未
熟
な
者
自
身
に
実
践
知
の
萌
芽
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑

そ
の
つ
ど
異
な
る
個
別
の
状
況
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
異
な
る
ふ
さ
わ
し
い
対
応
を
有
徳
な
者
か
ら
い
つ
ま
で
も
待
ち
望
ま
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
︑
有
徳
な
行
為
者
そ
の
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
も
含
め
て
有
徳
な

行
為
者
の
行
為
と
同
じ
行
為
を
す
る
こ
と
が
正
し
い
行
為
だ
と
い
う
前
提
の
も
と
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
破
壊
的
な
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
︒
そ
れ
こ
そ
が
﹁
正
し
い
行
為
と
は
有
徳
な
行
為
者
の
な
す
行
為
で
あ
る
﹂
と
い
う
徳
倫
理
学
の
定
式
が
も
た
ら
す
必
然
的
な
結
論

な
の
だ
︱
︱
そ
う
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
は
そ
の
定
式
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
帰
結
で
は

な
い
︒
そ
れ
を
導
く
た
め
に
︑
徳
倫
理
学
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
不
必
要
な
前
提
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒
ひ
と
つ
は
︑﹁
有
徳
な
行
為
者
﹂

に
付
さ
れ
た
﹁
完
全
に
﹂
と
い
う
条
件
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
有
徳
な
行
為
者
は
︑
あ
ら
ゆ
る
状
況
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
最
も
適
切

な
行
為
を
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
の
よ
う
な
︑
し
た
が
っ
て
未
熟
者
は
そ
の
つ
ど
有
徳
な
行
為
者
が
示
す
そ
の
と
お
り
の
行
為
を
す

べ
き
で
あ
る
か
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑﹁
有
徳
な
行
為
者
に
特
有
な
し
か
た
で
﹂
と
理
解
す
べ
き
箇
所
を
︑﹁
個

人
的
な
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
含
め
た
そ
の
有
徳
な
行
為
者
一
個
人
に
特
有
な
し
か
た
で
﹂
と
解
す
る
理
解
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
正

し
い
行
為
が
︑
有
徳
性
の
程
度
で
は
等
し
い
が
︑
異
な
る
個
性
を
も
ち
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
経
路
を
歩
ん
で
き
た
種
々
多
様
な
有
徳
な
人

び
と
の
な
す
行
為
を
総
称
す
る
概
念
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒

実
践
知
へ
の
顧
慮
の
こ
う
し
た
軽
視
は
︑
い
っ
そ
う
証
明
し
が
た
い
こ
と
だ
が
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
別
の
軽
視
を
連
想
さ
せ
る
︒

そ
れ
は
実
践
知
と
学
︵
epistem
e︶
と
の
違
い
の
軽
視
で
あ
る
︒
行
為
に
お
い
て
思
慮
を
働
か
せ
る
の
は
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
力
の
範
囲
内

に
属
し
わ
れ
わ
れ
の
な
し
う
る
と
こ
ろ
の
こ
と
が
ら
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1112a︶
の
な
か
で
こ
の
特
定
の
状
況
に
お
い
て
何
を
選
ぶ

か
を
そ
の
つ
ど
選
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
数
学
や
幾
何
学
が
代
表
例
と
し
て
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
よ

う
な
学
に
お
け
る
理
解
は
﹁
抽
象
に
よ
る
﹂︵
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
：
1142a︶
も
の
で
︑
一
義
的
な
正
解
の
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
ア
リ

關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
四
号

三
四



ス
ト
テ
レ
ス
は
当
該
箇
所
で
︑
若
者
は
幾
何
学
や
数
学
に
つ
い
て
明
晰
な
理
解
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
思
慮
を
と
お
し
て
到
達

し
う
る
知
恵
や
自
然
学
で
は
明
晰
な
理
解
に
到
達
し
え
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
︒
後
者
に
は
︑
経﹅

験﹅

が
必
要
だ
か
ら
だ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
倫

理
学
は
︑
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
︑
抽
象
的
な
学
と
の
違
い
を
意
識
し
て
き
た
︒
け
れ
ど
も
︑
カ
ン
ト
の
義
務
倫
理
学
の
普
遍
的
道
徳
法
則

や
ベ
ン
タ
ム
の
功
利
主
義
の
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
の
原
理
に
代
表
さ
れ
る
普
遍
主
義
は
︑
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
妥
当
す
る
一
義
性
を
追
求

し
て
い
る
︒
そ
の
点
で
学
の
知
的
理
解
に
似
て
く
る
︒
実
際
︑
カ
ン
ト
は
︑
一
・
三
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
性
格
の
成
熟
が
倫
理
学
の
中

心
課
題
で
は
な
い
ま
さ
に
近
代
の
倫
理
理
論
の
代
表
者
に
ふ
さ
わ
し
く
︑
若
い
学
生
を
対
象
と
す
る
﹁
倫
理
学
的
教
授
法
﹂
の
な
か
で
教

師
に
︑
正
し
き
ひ
と
す
な
わ
ち
幸
福
に
値
す
る
ひ
と
に
な
る
た
め
の
規
則
や
教
示
は
﹁
た
だ
君
の
理
性
の
う
ち
に
だ
け
あ
る
︒︵
中
略
︶

経
験
か
ら
︑
あ
る
い
は
他
人
の
指
導
に
よ
り
学
習
す
る
必
要
は
な
い
﹂︵
カ
ン
ト
：
376︶
と
語
ら
せ
て
い
る
︒

ギ
リ
ガ
ン
の
﹃
も
う
ひ
と
つ
の
声
﹄
に
登
場
す
る
一
一
歳
の
少
年
ジ
ェ
イ
ク
の
話
が
思
い
出
さ
れ
る
︒
薬
を
買
う
金
が
な
い
た
め
に
瀕

死
の
妻
を
見
殺
し
に
す
る
か
︑
そ
れ
と
も
必
要
な
薬
を
入
手
す
る
た
め
に
薬
屋
に
盗
み
に
入
る
か
と
い
う
ハ
イ
ン
ツ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
た

い
し
て
︑
彼
は
﹁
お
金
よ
り
も
人
命
は
つ
ね
に
尊
い
﹂
と
い
う
普
遍
的
原
理
を
主
張
し
﹁
盗
む
べ
し
﹂
と
回
答
す
る
︒
道
徳
的
デ
ィ
レ
ン

マ
も
ま
た
︑
彼
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
︑﹁
人
間
に
関
す
る
算
数
の
問
題
の
よ
う
に
﹂︵

︶
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

G
illig
an
：
26

こ
れ
に
た
い
し
て
︑
一
一
歳
の
少
女
エ
イ
ミ
ー
は
ハ
イ
ン
ツ
の
お
か
れ
た
状
況
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
当
事
者
個
々
の
事
情
に
配
慮
し
て

整
然
と
し
た
答
え
を
出
せ
な
い
︒
義
務
倫
理
学
と
親
和
的
な
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
道
徳
性
発
達
理
論
か
ら
す
れ
ば
︑
エ
イ
ミ
ー
よ
り
も
ジ
ェ

イ
ク
の
ほ
う
が
道
徳
性
に
お
い
て
い
っ
そ
う
発
達
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ケ
ア
の
倫
理
は
普
遍
的
原
理
に
訴
え
る
思
考
法
の
進

展
を
道
徳
性
の
成
熟
の
証
左
と
み
る
こ
と
に
反
対
し
︑
道
徳
の
問
題
を
算
数
の
よ
う
に
解
く
こ
と
は
不
適
切
だ
と
主
張
す
る
︒
こ
こ
で
ケ

ア
の
倫
理
に
言
及
し
た
の
は
︑
ケ
ア
の
倫
理
が
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
徳
倫
理
学
の
一
種
だ
と
考
え
る
か
ら
で
は
な
い
︒
そ
う
で

は
な
く
て
︑
徳
倫
理
学
と
ケ
ア
の
倫
理
と
が
そ
の
つ
ど
の
状
況
の
違
い
を
超
え
た
一
律
の
倫
理
的
指
針
を
求
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
善
と
正
を
め
ぐ
っ
て

︱
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は
︑
と
も
に
個
別
主
義
だ
か
ら
で
あ
る
︒

四
・
二

三
に
記
し
た
よ
う
に
︑
ワ
ル
シ
ュ
で
は
︑
徳
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
有
徳
で
な
い
行
為
者
を
今
よ
り
も
っ
と
有
徳
な
あ
り
方

へ
と
牽
引
す
る
︒
む
ろ
ん
︑
実
際
に
い
っ
そ
う
有
徳
な
状
態
に
到
達
す
る
に
は
自
己
改
善
の
意
欲
や
向
上
心
が
働
く
の
だ
が
︑
し
か
し
︑

そ
う
し
た
意
欲
は
徳
と
独
立
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
︑
徳
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
か
き
た
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
論
理
の
背
景
に
は
︑
優
れ
て
い
る
も
の
に
そ
れ
よ
り
劣
る
も
の
は
あ
こ
が
れ
を
抱
き
︑
そ
ち
ら
へ
と
近
づ
こ
う
と
す
る
と
い
う
論

理
が
窺
え
る
︒
そ
の
最
も
高
度
の
例
は
︑
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
神
に
あ
こ
が
れ
を
抱
く
ゆ
え
に
︑
神
は
み
ず
か
ら
動
く
こ
と
な
く
す
べ
て
を

動
か
す
と
す
る
不
動
の
動
者
の
観
念
で
あ
る
︒
一
般
的
に
い
え
ば
︑
可
能
態
は
い
つ
で
も
現
実
態
へ
移
行
す
る
傾
性
を
も
っ
て
お
り
︑
条

件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
移
行
が
実
現
す
る
︒
い
っ
そ
う
有
徳
に
な
る
過
程
は
徳
を
目
的
因
と
し
︑
徳
に
か
な
っ
た
行
為
を
︱
︱
も
ち
ろ
ん
︑

単
純
に
同
じ
行
為
を
反
復
す
る
の
で
は
な
く
て
実
践
知
を
働
か
せ
つ
つ
︱
︱
繰
り
返
し
て
行
な
う
こ
と
を
作
用
因
と
し
て
進
む
と
い
え
よ

う
︒
こ
の
指
摘
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
概
念
を
弄
し
て
そ
の
過
程
を
彼
の
目
的
論
的
世
界
観
に
即
し
て
説
明
す
る
た
め
で
は
な
い
︒

そ
う
で
は
な
く
て
︑
ま
だ
有
徳
性
に
劣
る
段
階
は
よ
り
い
っ
そ
う
有
徳
な
段
階
に
た
い
し
て
︑
同
様
に
︑
未
熟
な
者
は
習
熟
し
た
者
に
た

い
し
て
欠
如
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
け
っ
し
て
積
極
的
な
状
態
を
意
味
し
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
る
︒

こ
れ
に
た
い
し
て
︑
完
全
に
有
徳
な
人
格
の
﹁
卓
越
し
た
正
し
さ
﹂
と
は
別
に
︑
自
己
改
善
を
行
な
う
と
い
う
﹁
十
分
な
正
し
さ
﹂
を
想

定
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
︑
有
徳
性
に
欠
け
る
未
熟
な
者
に
固
有
の
状
態
を
積
極
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
徳

倫
理
学
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
た
ん
に
正
の
概
念
の
意
味
や
道
徳
的
成
熟
の
捉
え
方
が
異
な
る
と
い
う
よ
り
︑
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
は
め
こ
ま

れ
て
い
る
存
在
論
が
す
で
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
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四
・
三

ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
ワ
ル
シ
ュ
の
正
と
善
と
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
︑
以
上
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
結
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
徳
倫
理
学
の
定
式
に
展
望
し
た
徳
に
つ
い
て
の
理
論
と
正
に
つ
い
て
の
理
論
と
の
橋
を
架
け
渡
す
こ
と
は
ま
だ
で
き
て
い

な
い
︒
と
は
い
え
︑
そ
の
理
由
は
︑
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
︑
徳
倫
理
学
が
正
に
つ
い
て
の
理
論
を
提
示
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
︒
正
や
善
や
徳
の
概
念
の
意
味
を
規
定
す
る
文
脈
と
︑
一
部
に
は
︑
そ
の
文
脈
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
存
在
論
の
差
異
に

起
因
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
私
た
ち
は
と
り
あ
え
ず
そ
の
存
在
論
や
文
脈
の
差
異
に
留
意
し
つ
つ
︑
そ
れ
ら
の
概
念
の
意
味
を
的
確
に
捉

え
る
よ
う
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
徳
に
つ
い
て
の
理
論
と
正
に
つ
い
て
の
理
論
の
架
橋
を
試
み
る
と
い
う
ほ
ど

野
心
的
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
普
遍
主
義
と
個
別
主
義
の
違
い
の
よ
う
に
︑
倫
理
理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
関
わ
る

違
い
を
含
ん
だ
こ
の
主
題
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
は
主
題
を
考
え
る
た
め
の
地
歩
を
固
め
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
︒

＊
本
論
文
は
︑
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
課
題
番
号
一
七
Ｋ
〇
二
一
九
五
に
よ
る
研
究
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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註
︵
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︶
こ
の
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
は
︑
こ
こ
で
は
ま
だ
十
分
に
論
じ
る
用
意
が
な
い
︒
徳
倫
理
学
を
文
化
相
対
主
義
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
論
者
の
ひ
と

り
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
い
る
︒
彼
女
は
︑﹁
徳
に
も
と
づ
く
倫
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
最
近
の
多
く
の
擁
護
者
﹂
と
し
て
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ラ
ス
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ッ
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ン
タ
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︑
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ー
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ー
ド
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リ
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ィ
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ッ
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︑
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者
た
ち
が
立
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は
大
き
く
違
う
の
で
あ
れ
︱
︱
共
同
体
主
義
者
と

目
さ
れ
る
の
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
だ
け
だ
が
︱
︱
︑﹁
倫
理
学
は
︑
正
し
く
理
解
す
る
な
ら
︑
普
遍
的
な
人
間
的
妥
当
性
を
も
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
理
由
を

引
き
合
い
に
出
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
︑
ま
た
そ
れ
に
言
及
す
れ
ば
善
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
ロ
ー
カ
ル
な
構
想
を
的
確
に
批
判
で
き
る
よ
う

な
も
の
を
引
き
合
い
に
出
し
て
正
当
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
超
文
化
的
な
諸
規
範
を
提
示
し
は
し
な
い
と
い
う
相
対
主
義
的
な
否
定
と
徳
倫
理
学
と
を
結
び

つ
け
て
い
る
﹂
点
で
一
致
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
︒
し
か
し
他
方
で
︑
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
︑
徳
倫
理
学
が
相
対
主
義
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
行
論
は
︑﹁
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
関
す
る
か
ぎ
り
︑
奇
妙
な
結
論
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
徳
に
も
と
づ
く
倫
理
理
論
の
擁
護
者

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
人
間
に
と
っ
て
の
善
︑
な
い
し
は
人
間
が
開
花
し
繁
栄
す
る
こ
と
︵
flourishing
︶
に
つ
い
て
の
単
一
の
客
観
的
な
説
明
の
擁
護

者
で
も
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
﹂︵
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ト
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ス
の
所
論
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解
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し
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い
る
文
献
に
お
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て
も
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有
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行
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者
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る
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け
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