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カントの心愉倫理学と普遍化原理（波平恒男）1

カ
ン
ト
の
哲
学
は
一
般
に
批
判
哲
学
と
呼
ば
れ
、
そ
の
哲
学
的
立
場
は
主
箸
を
な
す
三
批
判
脅
ｌ
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
一
七

八
一
年
）
、
『
実
蓬
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
）
、
『
判
断
力
批
判
』
（
’
七
九
○
年
）
Ｉ
に
よ
っ
て
体
系
だ
っ
た
形
で
棗
さ
れ

て
い
る
。
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
彼
の
批
判
哲
学
の
全
体
体
系
に
一
部
門
と
し
て
属
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
は

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
と
し
よ
う
。
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
属
す
る
著
作
と
し
て
は
、
右
の
第
二
批
判
書
す
な
わ
ち
『
実
践
理
性

批
判
』
の
ほ
か
に
、
同
書
に
劣
ら
ず
重
要
な
著
作
と
し
て
そ
れ
に
先
行
す
る
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
二
七
八
五
年
）
、

第
四
の
主
著
と
も
い
う
べ
き
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
（
一
七
九
七
年
）
、
さ
ら
に
は
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
二
七
八
四
年
）
、
『
理
論
と

実
践
に
関
す
る
俗
言
』
（
一
七
九
三
年
）
、
『
永
遠
の
平
和
の
た
め
に
」
（
一
七
九
五
年
）
、
『
学
部
の
争
い
』
（
一
七
九
八
年
）
そ
の
他

は
じ
め
に

は
じ
め
に

第
一
節
カ
ン
ト
の
心
情
倫
理
学

第
二
節
定
言
命
法
と
普
遍
化
原
理

小
括 カ
ン
ト
の
心
情
倫
理
学
と
普
遍
化
原
理

波
平
恒
男
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（
１
）

の
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
書
か
れ
た
政
治
哲
学
的
、
歴
史
哲
学
的
な
小
著
や
小
論
文
が
あ
る
。

人
間
理
性
の
認
識
能
力
を
批
判
的
に
吟
味
し
た
理
論
哲
学
に
お
け
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
同
様
、
カ
ン
ト
は
実
践
哲
学

に
お
い
て
も
、
道
徳
や
法
に
つ
い
て
の
新
た
な
理
解
、
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
人
間
や
そ
れ
が
構
成
す
る
社
会
や
国
家
に
つ
い
て
の

新
た
な
観
方
を
提
出
し
た
。
そ
の
深
遠
な
る
独
創
性
は
、
す
で
に
同
時
代
人
た
ち
に
よ
っ
て
十
分
に
認
め
ら
れ
、
今
日
に
い
た
る
ま

で
い
さ
さ
か
も
色
槌
せ
て
は
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
Ｒ
・
Ｍ
・
ヘ
ア
や
Ｍ
・
Ｇ
・
シ
ン
ガ
ー
以
降
の
現
代
の
倫
理
学
、
Ｊ
・
ロ
ー

ル
ズ
の
正
義
論
以
降
の
現
代
の
法
哲
学
や
政
治
哲
学
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
基
本
的
立
場
の
擁
護
、
展
開
、
洗
練
を
め
ぐ
る
議
論

が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
様
々
な
批
判
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
学
問
分
野
に
お
け
る
議
論
や
論
争
の
中
心
的
な
場
所
の
一
つ
を
占
め
て
い

（
２
）

る
と
一
一
三
っ
て
よ
い
。
カ
ン
ト
哲
学
の
そ
れ
自
体
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
影
響
史
や
カ
ン
ト
主
義
を
め
ぐ
る
現
代
の
議
論
や
論
争
に
立
ち

入
る
こ
と
は
勿
論
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
が
、
カ
ン
ト
と
の
そ
れ
な
り
の
批
判
的
対
決
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
理
論
と
し
て
は
、
や
は

り
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
存
在
と
当
為
の
二
元
論
を
継
受
し
な
が
ら
も
そ
の
「
心
情
倫
理
」
に
対
し
て
「
資
任
倫
理
」
の
原
則
を
対
置

し
た
Ｍ
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
、
カ
ン
ト
の
法
論
の
構
成
主
義
的
読
解
に
基
づ
き
な
が
ら
独
自
の
正
義
論
を
展
開
し
た
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
の

理
論
と
と
も
に
、
わ
け
て
も
「
討
議
倫
理
学
」
と
い
う
形
で
カ
ン
ト
倫
理
学
の
対
話
論
的
拡
大
を
試
み
た
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
理

（
３
）

論
を
、
わ
れ
わ
れ
と
し
て
Ｊ
Ｄ
特
に
重
要
視
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
稿
は
、
筆
者
の
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
研
究
の
一
環
と
し
て
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
概
観
し
た
論
稿
の
前
半
部
で
あ
る
。
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
お
よ
び
Ｋ
・
１
０
・
ア
ー
ペ
ル
）
の
討
議
倫
理
学
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
批
判
的
受

容
を
そ
の
本
質
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
受
容
と
批
判
の
あ
り
方
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に

（
４
）

解
釈
さ
れ
て
き
た
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
な
り
の
正
確
な
理
解
が
前
提
上
」
な
ろ
う
。

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
本
体
的
部
分
は
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
自
由
で
自
律
的
な
個
人
の
内
面
道
徳
を
主
題
と
す
る
狭
義
の
倫
理
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学
と
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
諸
主
体
の
平
等
な
社
会
的
共
存
の
諸
条
件
を
主
題
と
し
た
法
と
政
治
の
哲
学
的
考
察
と
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
。
本
稿
は
主
と
し
て
前
者
に
考
察
を
限
っ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い

て
は
、
主
と
し
て
前
者
が
後
者
の
基
礎
を
な
す
と
い
う
形
で
、
両
者
は
内
的
に
密
接
に
関
連
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
と

（
５
）

し
て
も
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
全
体
を
で
き
る
だ
け
統
一
的
に
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
筆
者
と
し

て
は
、
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
ち
つ
つ
カ
ン
ト
の
倫
理
学
お
よ
び
実
践
哲
学
に
つ
い
て
一
定
の
自
己
解
を
確
保
し
た
上
で
、
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
（
お
よ
び
ア
ー
ペ
ル
）
の
討
議
倫
理
学
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
批
判
的
受
容
の
問
題
と
い
う
本
来
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
本
来
の
研
究
意
図
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
自
己
了
解
の
た
め
の
予
備
研
究
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
予
め
記
し
て
お
き
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
今
日
的
受
容
と
い
う
問
題
を
念
頭
に
入
れ
な
が
ら
も
、
本
稿
自
体
の
課
題
は
き
わ
め
て

限
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主
要
に
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
副
次
的
に
は
ア
ー
ペ
ル
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
ロ
ー
ル
ズ
）
に
よ
る

カ
ン
ト
の
批
判
的
受
容
の
適
切
な
理
解
に
資
す
る
と
い
う
一
定
の
視
角
か
ら
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
を
概
観
す
る
と
い
う
の
が
こ

こ
で
の
直
接
的
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
第
一
節
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
「
心
情
倫
理
学
」
と
し
て
の
特
質
を
考
察
す

る
。
そ
し
て
第
二
節
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
核
心
を
な
す
定
言
命
法
の
理
論
に
お
け
る
普
遍
化
原
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ

ら
の
考
察
を
と
お
し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
本
質
的
な
強
さ
と
弱
点
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
そ
の
他
に
よ
る
カ
ン

ト
の
批
判
的
超
克
の
試
み
が
生
じ
て
く
る
所
以
を
示
唆
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
根
本
概
念
は
、
自
由
な
い
し
自
律
の
概
念
で
あ
る
。
第
一
批
判
書
す
な
わ
ち
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、

意
志
の
自
由
（
超
越
論
的
自
由
）
と
い
う
も
の
が
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か

が
示
さ
れ
た
が
、
第
二
批
判
雷
す
な
わ
ち
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
意
志
の
自
由
が
実
践
的
に
実
在
的
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
い
か

に
し
て
そ
う
で
あ
る
か
の
証
示
が
意
図
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
序
文
に
お
け
る
有
名
な
定
式
化
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
は
道
徳
法
則
の
存

（
６
）

在
根
拠
で
あ
り
、
道
徳
法
則
は
自
由
の
認
識
根
拠
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
カ
ン
ト
の
基
本
的
一
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

カ
ン
ト
で
は
、
自
由
に
は
消
極
的
、
積
極
的
の
二
義
が
区
別
さ
れ
る
。
行
為
主
体
は
、
カ
ン
ト
が
「
傾
向
性
」
と
総
称
す
る
感
性

的
な
諸
欲
求
や
諸
情
念
の
自
然
的
経
験
的
規
定
か
ら
（
さ
ら
に
は
他
人
や
外
的
権
威
の
強
制
か
ら
）
自
由
で
あ
る
と
き
、
消
極
的
意

味
で
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行
為
主
体
は
、
自
ら
（
の
内
な
る
純
粋
実
践
理
性
）
が
立
て
た
道
徳
法
則
に
従
っ
て
行
為
す

る
と
き
、
積
極
的
意
味
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
自
律
的
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
道
徳
理
論
の
中
心
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
道
徳
的
事
柄
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
積
極
的
意
味
に
お
い
て
自
由
で
あ
り
、
自
律
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
し
て
自
律

（
７
）

的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
主
張
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
律
的
と
は
、
そ
の
際
、
自
壹
ｂ
の
則
る
べ
き
原
則
の
理
性
的

な
自
己
定
立
す
な
わ
ち
「
自
己
立
法
」
を
意
味
す
る
が
、
か
か
る
立
法
の
原
理
が
「
定
言
命
法
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
後
に
見
る
よ

う
に
、
何
よ
り
も
ま
ず
普
遍
化
可
能
な
格
律
に
従
っ
て
行
為
す
べ
き
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
自
由
な
い
し
自
律
の
概
念
は
、
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
が
「
徳
論
」
と
と
も
に
「
法
論
」
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に

端
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
で
は
広
範
な
社
会
的
政
治
的
な
含
意
を
有
し
て
い
る
。
道
徳
的
事
柄
に
お
い
て
自

由
で
あ
り
、
自
律
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
点
で
、
わ
れ
わ
れ
は
平
等
で
も
あ
る
。
か
か
る
自
由
で
自
律
的
で
平
等
な
諸
主
体
と
い
う

第
一
節
カ
ン
ト
の
心
情
倫
理
学
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道
徳
的
直
感
の
う
ち
に
は
、
一
定
の
社
会
秩
序
像
が
含
意
さ
れ
て
い
て
当
然
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
の
よ
う
に
、

た
と
え
カ
ン
ト
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
異
な
っ
た
形
で
、
そ
の
含
意
の
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
し
て
も
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
射
程
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
の
狭
義
の
倫
理
学

な
い
し
道
徳
哲
学
が
、
個
人
の
道
徳
的
内
面
性
を
著
し
く
（
あ
る
い
は
過
度
に
）
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
意
味
で
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、
一
般
に
、
「
心
情
倫
理
学
」
「
義
務
倫
理
学
」
「
格
律
倫
理
学
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
。
Ｍ
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
が
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
「
心
情
倫
理
」
に
対
し
て
、
「
責
任
倫
理
」
の
原
則
を
批
判
的
に
対
置
し
た
こ
と

（
８
）

は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
最
初
に
、
「
善
意
志
」
お
よ
び
「
義
務
」
の
概
念
か
ら
定
言
命
法
の
理
論
を
展
開
し
て
い
る
『
基

（
９
）

礎
づ
け
』
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
心
情
倫
理
学
と
し
て
の
カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
を
見
て
い
く
一
」
と
に
し
よ
う
。

『
基
礎
づ
け
』
の
第
一
章
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
次
の
一
節
か
ら
始
憲
っ
て
い
る
ｌ
「
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
お

よ
そ
こ
の
世
界
の
外
に
お
い
て
さ
え
、
無
制
限
に
善
い
と
見
な
さ
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
全
く
た
だ
善
い
意
志

（
Ⅲ
）

（
の
旨
曾
←
の
Ｈ
三
』
」
の
）
の
み
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
「
無
制
限
に
善
い
」
も
の
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
上
の
道
徳

曇
な
い
し
は
Ｉ
現
代
の
黒
に
換
薑
す
れ
ば
ｌ
純
粋
種
「
道
徳
墨
点
」
の
析
出
に
狙
い
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、

さ
し
あ
た
り
、
「
善
意
志
」
を
そ
の
よ
う
な
無
制
限
に
善
い
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
は
「
絶
対
的
価
値
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
最

高
善
」
で
あ
る
と
さ
え
、
規
定
し
て
い
る
。

し
か
も
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
絶
対
的
価
値
と
し
て
の
善
意
志
の
概
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
ご
く
普
通
の
常
識
に
す
で
に
具
わ
つ

く
ｕ
）

て
お
り
、
「
〔
改
め
て
は
た
か
、
ｂ
〕
教
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
た
だ
啓
蒙
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
」
。
善
意
志

は
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
「
善
い
」
と
評
価
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
が
成
立
し
う
る
た
め
の
最
上
の
条
件
を
な
し
て
い
る
。
例
え
ば



琉大法学第54号（1995） ６
知
力
、
才
気
、
判
断
力
と
い
っ
た
精
神
的
才
能
、
あ
る
い
は
勇
気
、
果
断
、
根
気
強
さ
と
い
っ
た
気
質
の
特
性
な
ど
は
、
あ
ら
ゆ
る

点
で
望
ま
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
能
力
を
使
用
す
る
意
志
が
善
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
極
め
て
悪
性
で
有
害
な
も
の

に
な
り
か
ね
な
い
。
事
情
は
、
権
力
、
富
、
健
康
と
い
っ
た
「
幸
運
の
賜
物
」
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
は
「
幸
福
」
に
つ
い
て
さ
え
、

同
様
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
は
善
意
志
を
無
制
限
に
善
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
道
徳
的
考
察
を
意
欲
の
内
的
原
理
に
集
中
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
は
、
外
面
的
な
行
為
や
行
為
の
結
果
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
の
動
機
、
す
な
わ
ち

行
為
の
由
来
す
る
心
情
（
○
の
巴
目
目
、
）
こ
そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
で
、
カ
ン
ト
は
そ
の
倫
理
学
の
原
則
的

立
場
を
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

「
善
意
志
は
、
そ
れ
が
実
現
し
あ
る
い
は
達
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
ま
た
何
か
あ
る
所
期
の
目
的
の
達
成
に
役
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
善
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
意
欲
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
の
み
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
と
し
て
善
な
の
で
あ

る
。
善
意
志
は
、
そ
れ
だ
け
と
し
て
見
て
も
、
意
志
に
よ
っ
て
何
か
一
つ
の
傾
向
性
〔
欲
求
〕
の
た
め
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

も
し
お
望
み
と
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
傾
向
性
の
総
和
の
た
め
に
成
就
さ
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
す
べ
て
の
も
の
〔
幸
福
〕
よ
り

も
、
比
較
を
絶
し
て
は
る
か
に
高
く
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
運
命
の
特
別
な
不
幸
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
継
母
め
い
た

自
然
が
僅
か
ば
か
り
の
天
分
し
か
与
え
な
か
っ
た
た
め
に
こ
の
意
志
に
は
そ
の
目
的
を
貫
徹
す
る
能
力
が
欠
け
て
い
る
に
せ
よ
、

さ
ら
に
は
ま
た
、
こ
の
意
志
の
最
大
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ひ
と
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
仕
遂
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
お
よ
そ
こ
の
善
意
志
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
た
ん
な
る
願
望
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
す
べ
て

の
手
段
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
）
が
残
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
宝
石
の
よ
う
に
、
ま
こ
と
に
そ
れ
自
身
だ
け
で
、
そ

の
全
価
値
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
蔵
す
る
も
の
と
し
て
、
光
り
輝
く
の
で
あ
る
。
役
に
立
つ
と
か
、
あ
る
い
は
効
果
が
な
い
な



７ カントの心燗倫理学と普遍化原理（波平恒男）

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
「
そ
れ
自
体
と
し
て
善
で
あ
る
」
と
こ
ろ
の
善
意
志
の
概
念
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の

道
徳
的
直
感
に
属
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
か
か
る
善
意
志
の
概
念
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
「
義
務
」
の

概
念
を
取
り
上
げ
、
「
義
務
に
適
っ
た
（
□
臣
・
三
目
麓
侭
）
」
行
為
と
「
義
務
に
も
と
づ
く
（
自
切
ロ
］
】
・
亘
）
」
行
為
と
の
間
の
概

念
的
区
別
を
導
入
す
る
。
外
面
的
に
「
義
務
に
適
っ
た
」
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
由
来
を
尋
ね
て
み
る
と
、
純
粋
に
「
義
務
に
も
と

づ
い
て
」
行
為
が
な
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
は
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
「
傾
向
性
に
も
と
づ
い
て
（
目
の
ご
巴
巴
ロ
、
）
」
行
為
が

な
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
傾
向
性
に
基
づ
く
行
為
と
言
う
の
は
、
感
性
的
な
欲
求
、
衝
動
、
感
情
な
ど
に
由
来
す
る
行
為

の
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
に
善
き
行
為
と
は
、
そ
れ
が
た
ん
に
「
義
務
に
適
っ
て
」
い
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
純
粋
に
「
義
務
に

も
と
づ
い
て
」
な
さ
れ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
、
小
売
商
人
が
買
い
物
に
不
慣
れ
な
客
に
対
し
て
掛
け
値
を
せ
ず
、
子
供
で

も
安
心
し
て
買
い
物
が
で
き
る
と
す
る
。
彼
の
客
あ
し
ら
い
は
正
直
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
た
し
か
に
義
務
に
適
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
行
為
が
同
時
に
義
務
に
も
と
づ
い
て
も
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
外
面
的
な
行
為
の
観
察
か
ら
は
必
ず
し

も
知
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
純
粋
に
正
直
と
い
う
義
務
か
ら
生
じ
た
可
能
性
も
あ
り
う
る
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
掛
け
値
を
し
た
こ

と
が
知
ら
れ
て
評
判
を
落
と
し
た
り
、
商
売
仲
間
の
信
用
を
失
っ
た
り
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
つ
ま
り
は
私
利
を
は
か
ろ
う
と
す
る

意
図
、
自
愛
と
い
う
傾
向
性
か
ら
為
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
後
者
の
場
合
、
す
な
わ
ち
正
直
な
客
あ
し
ら
い
と
い
う

行
為
が
た
ん
な
る
私
利
や
自
愛
と
い
う
傾
向
性
か
ら
為
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
は
、
そ
れ
は
義
務
に
適
っ
て
は
い
て
も
、
義
務

に
も
と
づ
く
行
為
、
道
徳
的
な
行
為
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
傾
向
性
」
と
は
区
別
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
は
対
立
す
る
「
義
務
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
カ
ン
ト
は

ど
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
価
値
に
何
も
の
も
増
し
加
え
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
こ
の
価
値
か
ら
何
も
の
も
減
じ
る
こ
と
が
な

（
肥
》

い
。
」
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そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
道
徳
的
価
値
を
持
つ
行
為
は
（
傾
向
性
に
で
は
な
く
）
義
務
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
命
題
を
提
出
す
る
。
そ
し
て
こ
の
一
般
的
抽
象
的
な
指
摘
は
、
次
の
よ
う
な
「
第
二
命
題
」
に
具
体
化
さ
れ
る
。
「
義
務
に
も

、
も
も
も
む
じ
じ
じ
じ
ｂ

と
づ
く
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
意
図
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の

格
律
に
あ
る
。
」
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
、
行
為
の
結
果
、
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
目
的
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、

「
格
律
」
に
、
す
な
わ
ち
「
意
志
の
〔
規
定
〕
原
理
」
「
意
欲
一
般
の
形
式
的
原
理
」
の
う
ち
以
外
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
し
て

以
上
の
二
つ
の
命
題
か
ら
、
結
論
と
し
て
次
の
「
第
三
命
題
」
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
「
義
務
と
は
、
〔
道
徳
〕
法
則
に
対
す
る

、
、
。
、
。
、
、
、
。
・
・
・
、
。
。
。
（
皿
》

尊
敬
に
も
と
づ
く
行
為
の
必
然
性
で
あ
る
。
」

か
く
し
て
、
「
善
意
志
」
の
概
念
は
「
義
務
」
の
そ
れ
を
、
義
務
の
概
念
は
「
道
徳
法
則
」
の
そ
れ
を
指
示
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

第
三
命
題
に
い
う
「
法
則
」
や
「
必
然
性
」
は
、
自
然
法
則
や
そ
の
必
然
性
と
は
厳
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
然
過
程
は
因

果
必
然
の
法
則
に
従
が
い
、
そ
の
法
則
は
い
わ
ゆ
る
存
在
命
題
と
い
う
形
を
と
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
道
徳
法
則
は
、
汝
し
か
じ
か

に
行
為
す
べ
し
と
い
う
当
為
命
題
す
な
わ
ち
命
令
の
形
を
と
る
。
た
し
か
に
、
自
然
法
則
が
客
観
的
普
遍
的
妥
当
性
を
有
す
る
よ
う

に
、
道
徳
法
則
も
ま
た
、
法
則
と
し
て
、
特
定
の
主
体
や
特
定
の
行
為
状
況
の
み
に
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
主
体
、

あ
ら
ゆ
る
行
為
状
況
に
対
す
る
客
観
的
普
遍
的
妥
当
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
理
性
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
感
性
的
存
在
で
も
あ
る

わ
れ
わ
れ
は
、
傾
向
性
に
誘
わ
れ
て
道
徳
法
則
に
背
く
こ
と
も
あ
り
う
る
。
因
果
必
然
の
自
然
法
則
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
道
徳

法
則
は
破
ら
れ
る
（
従
わ
れ
な
い
）
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
為
な
い
し
命
令
と
い
う
実
践
的
強
制
の
形
態
を
と

以
上
を
言
い
換
え
れ
ば
、
道
徳
的
行
為
は
法
則
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、
「
法
則
の
表
象
」
に
従
う
の
で
あ
る
。
「
自
然
の
あ
ら

＄
Ｂ
も
い
む
、

ゆ
る
事
物
は
法
則
に
従
っ
て
作
用
す
る
。
た
だ
理
性
的
存
在
者
の
み
が
法
則
の
表
象
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
諸
原
理
に
従
っ
て
行
為

る
の
で
あ
る
。
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（
Ⅱ
）

す
る
能
力
を
、
換
言
す
れ
ば
意
志
を
持
つ
。
」
「
か
か
る
表
象
は
、
そ
れ
が
…
・
・
・
意
志
の
規
定
根
拠
で
あ
る
限
り
、
一
一
一
一
□
う
ま
で
も
な

。
、
、
。
。
、
。
、
。
、
、
。
。
・
・
・
（
旧
》

く
理
性
的
存
在
者
に
お
い
て
の
み
生
じ
る
。
」
カ
ン
ト
の
一
ナ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
法
則
の
表
象
が
義
務
の
感
情
、
す
な
わ

ち
「
法
則
に
対
す
る
尊
敬
」
と
い
う
特
有
の
感
情
を
生
み
だ
す
。
わ
れ
わ
れ
は
傾
向
性
の
対
象
や
自
然
法
則
に
対
し
て
は
尊
敬
の
念

を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
ひ
と
り
道
徳
法
則
に
対
し
て
の
み
尊
敬
の
念
を
、
し
た
が
っ
て
ま
た
義
務
拘
束
の
感
情
を
持
つ
。
一
」
の
義
務

の
感
情
は
、
ま
さ
に
純
粋
な
実
践
理
性
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
、
通
常
の
感
覚
的
・
経
験
的
な
感
情
と
は
厳
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
通
常
の
あ
ら
ゆ
る
感
情
は
感
性
に
由
来
す
る
が
、
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
み
は
理
性
に
由
来
し
、
む
し
ろ
理
性
が
感
性
に

及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
有
限
な
理
性
的
存
在
者
（
人
間
）
の
み
が
持
ち
う
る
感
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が

傾
向
性
の
あ
ら
ゆ
る
邪
悪
な
る
誘
い
を
断
っ
て
純
粋
に
義
務
に
も
と
づ
い
て
行
為
す
る
と
き
、
そ
こ
に
は
常
に
法
則
に
対
す
る
尊
敬

が
存
立
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
第
二
批
判
書
で
よ
り
前
景
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
い
わ
ゆ
る
「
二
世
界
説
」
を
前

提
に
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
感
性
的
存
在
（
現
象
人
）
と
し
て
経
験
的
な
感
性
界
（
現

象
界
）
の
成
員
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
そ
れ
を
超
え
て
、
理
性
的
存
在
（
英
知
人
）
と
し
て
可
想
界
（
英
知
界
）
の
成
員
で

も
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
批
判
書
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
「
義
務
よ
－
．
汝
、
崇
高
に
し
て
偉
大
な
る
名
よ
」
と
義
務
を
讃
え

た
上
で
、
そ
の
高
貴
な
る
素
性
、
そ
の
よ
っ
て
き
た
る
根
源
を
尋
ね
、
そ
の
答
え
を
わ
れ
わ
れ
を
し
て
英
知
界
の
成
員
た
ら
し
め
る

「
人
格
性
」
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
。
「
そ
の
根
源
は
人
格
性
、
す
な
わ
ち
全
自
然
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
の
自
由
と
独
立
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
も
同
時
に
そ
れ
は
、
独
特
な
、
す
な
わ
ち
彼
自
身
の
理
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
純
粋
な
実
践
的
法
則
に
服
従
し

て
い
る
存
在
者
の
能
力
と
も
見
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
感
性
界
に
属
す
る
も
の
と
し
て
の
人
格
が
、
そ
れ
が
同
時
に
可
想
界
に
属

〈
胴
）

す
る
か
ぎ
り
で
、
そ
れ
自
身
の
人
格
性
に
服
従
し
て
い
る
Ｊ
Ｃ
の
と
も
見
ら
れ
る
。
」
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
善
意
志
お
よ
び
義
務
の
概
念
は
、
道
徳
法
則
の
概
念
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
善
意
志
な
い
し
義
務
に
も

と
づ
く
行
為
と
は
、
実
践
理
性
が
自
ら
定
立
す
る
と
こ
ろ
の
法
則
の
表
象
に
従
い
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
を
も
意
志
の
規
定
と
は
し

な
い
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
志
の
規
定
根
拠
か
ら
あ
ら
ゆ
る
傾
向
性
の
影
響
や
行
為
の
対
象
（
結
果
）
を
取
り
去
る
と
、

「
そ
こ
に
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
行
為
の
普
遍
的
合
法
則
性
一
般
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
｝
」
の
普
遍
的
合
法
則
性
だ
け
が
意
志
の
唯

９
ｑ
も
も
も
■
も
■
■
も
も
む
ら
ｑ
■
ｂ
ｂ
ｓ
●
ｂ
■
■
も
ｂ
Ｑ

－
の
〔
規
定
〕
原
理
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
原
理
と
は
、
わ
た
し
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
べ
き
一
」
と
を
わ
た
し
も
ま

｛
Ⅳ
｝

た
欲
し
う
る
よ
う
に
行
動
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
カ
ン
ト
の
「
定
言
命
法
」
の
教
説
に
行
き
着
く
地
点
に
ま
で
達
し
た
こ
と
に
な
る
。
既
に
み
た

よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
行
為
の
道
徳
的
価
値
は
行
為
の
結
果
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
「
善
意
志
」
や
「
義
務
か
ら
」
な
さ
れ

る
と
い
う
動
機
づ
け
の
質
の
う
ち
に
あ
り
、
そ
し
て
義
務
と
は
「
道
徳
法
則
」
へ
の
尊
敬
に
も
と
づ
く
実
践
的
強
制
を
意
味
し
て
い

た
。
道
徳
法
則
は
実
践
理
性
の
定
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
理
性
を
有
す
る
す
べ
て
の
存
在
者
に
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も

の
で
あ
る
。
定
言
命
法
と
は
、
ま
さ
に
行
為
者
の
意
志
の
原
理
す
な
わ
ち
「
格
律
」
が
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
法
則
に
合
致
す
べ
き

こ
と
を
命
ず
る
理
性
の
無
条
件
の
命
令
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
て
み
れ
ば
、
善
意
志
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
定
言
命
法
に
規
定
さ
れ

た
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
そ
れ
〔
定
言
命
法
〕
は
、
行
為
の
実
質
〔
意
図
、
目
的
〕
や
、
行
為
か
ら
結
果
と
し
て
生
ず
る
は
ず
の
も
の
に
関
わ
る
の
で

は
な
く
、
行
為
の
形
式
と
、
そ
こ
か
ら
行
為
そ
の
も
の
が
起
こ
っ
て
く
る
原
理
と
に
関
わ
る
。
そ
し
て
行
為
の
本
質
的
善
を
な

す
も
の
は
心
情
（
○
の
、
甘
口
目
、
）
で
あ
っ
て
、
行
為
の
成
果
が
ど
う
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
命
法

（
Ⅲ
〉

は
道
徳
性
の
命
法
と
呼
ば
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
」

さ
て
、
右
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
す
で
に
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
意
志
規
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定
す
な
わ
ち
意
欲
の
主
観
的
な
原
理
と
し
て
の
「
格
律
」
と
、
客
観
的
原
理
た
る
「
法
則
」
と
を
区
別
す
る
。

「
格
律
は
、
意
欲
の
主
観
的
原
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
客
観
的
原
理
（
す
な
わ
ち
理
性
が
欲
求
能
力
を
支
配
す
る
十
分
な

力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
に
主
観
的
に
も
ま
た
実
践
的
原
理
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
原
理
）

（
Ⅲ
》

は
、
実
践
的
法
則
で
あ
る
。
」

「
鬘
的
原
則
は
意
志
の
薑
的
規
定
ｌ
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
実
誇
規
則
が
従
属
す
る
ｌ
を
含
む
命
題
で
あ
る
・
こ

れ
ら
の
原
則
は
、
〔
意
志
の
普
遍
的
規
定
と
い
う
〕
こ
の
条
件
づ
け
が
た
だ
主
体
の
意
志
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
と
し

て
、
そ
の
主
体
か
ら
見
ら
れ
る
と
き
は
主
観
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
格
律
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
そ
の
条
件

づ
け
が
客
観
的
と
し
て
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
理
性
的
存
在
者
の
意
志
に
対
し
て
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
き
は
、

（
加
）

客
観
的
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
実
践
的
法
則
で
あ
る
。
」

右
の
引
用
が
定
義
す
る
よ
う
に
、
格
律
と
は
個
々
の
主
体
に
妥
当
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
れ
こ
れ
の
主
体
の
意
欲
の
規

定
原
理
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
さ
し
あ
た
っ
て
は
そ
れ
が
客
観
的
で
も
あ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
存
在
者
の
意

志
に
と
っ
て
妥
当
な
も
の
と
承
認
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
実
践
的
法
則
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主
観
的

原
理
と
し
て
、
格
律
は
主
体
に
応
じ
て
様
々
な
も
の
で
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
若
干
の
格
律
、
ま
さ
に
道
徳
的
な

諸
格
律
は
、
す
べ
て
の
主
体
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
実
践
理
性
が
定
立
す
る
法
則
だ
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
は
、
格
律
に
は
一
一
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
た
ん
に
主
観
的
に
の
み
妥

当
し
（
た
ん
な
る
格
律
）
、
そ
れ
ゆ
え
道
徳
的
で
は
な
い
格
律
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
妥
当
し
、
そ
れ

ゆ
え
実
践
的
法
則
と
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
道
徳
的
な
格
律
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
格
律
は
さ
し
あ
た
っ
て
は
意
欲
の
た
ん
な
る
主
観
的
原
理
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
定
言
命
法
は
、
そ
の
よ
う
な
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格
律
と
客
観
的
原
理
と
し
て
の
法
則
と
の
一
致
を
要
求
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
普
遍
化
可
能
な
格
律
の
み
に
従
う
こ
と
を
わ

れ
わ
れ
に
要
求
す
る
。
カ
ン
ト
倫
理
学
の
意
義
は
、
彼
が
こ
の
よ
う
な
定
言
命
法
の
理
論
と
と
も
に
、
道
徳
的
な
る
も
の
の
規
準
と

し
て
の
普
遍
化
可
能
性
の
原
則
を
最
初
に
明
確
に
定
式
化
し
た
点
に
あ
る
。
こ
の
普
遍
化
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
論
及

す
る
と
し
て
、
そ
の
前
に
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
格
律
の
役
割
に
つ
い
て
再
確
認
の
た
め
の
若
干
の
評
注
を
付
し
て

ま
ず
留
意
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
は
、
格
律
は
自
発
的
行
為
の
基
礎
に
あ
る
意
志
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
性
的
－

感
性
的
存
在
者
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
意
志
は
、
も
ち
ろ
ん
、
常
に
理
性
の
み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
感
性
的
自
然
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
大
い
に
影
響
さ
れ
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
格
律
は

意
志
の
自
覚
的
な
規
定
と
し
て
、
意
識
的
か
つ
自
由
意
志
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、

あ
る
行
為
が
道
徳
的
で
あ
り
う
る
た
め
の
必
要
条
件
は
、
そ
れ
が
意
志
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
十
分
条
件
は
、
そ
れ
が
善

意
志
に
、
つ
ま
り
は
善
な
る
格
律
、
定
言
命
法
に
合
致
し
た
格
律
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
格
律
が
原
理
と
し
て
意
志
を

自
覚
的
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ
わ
れ
は
自
己
の
格
律
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
行
為
に
対
し
て
道
徳
的
に
資
任
を
問

（
Ⅲ
）

お
こ
う
。

第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
格
律
は
、
個
々
の
主
体
自
身
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
あ
る
い
は
採
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
格
律
は
そ
の
妥
当
な
い
し
効
力
を
、
当
事
者
自
身
に
よ
る
定
立
や
承
認
に
負
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
行
為
者
自
身
の
、
彼
自
身

に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
格
律
で
あ
る
。
し
か
も
カ
ン
ト
の
定
義
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
た
ん
に
主
観
的
な
規
定
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

原
Ⅷ
な
い
し
原
理
で
も
あ
る
・
す
種
わ
ち
そ
れ
は
、
先
の
引
用
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
意
志
の
薑
的
規
定
ｌ
こ
れ
に
は
い
く
つ

（
配
）

か
の
実
践
的
規
則
が
従
属
す
る
ｌ
を
含
む
命
題
で
あ
る
」
．
し
た
が
っ
て
格
律
は
、
す
で
に
一
定
濯
慶
の
錘
團
適
性
と
、
行
為
の
具

わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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体
的
脈
絡
か
ら
の
抽
象
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
行
為
者
が
そ
の
都
度
従
っ
て
い
る
個
々
の
具
体
的
な
規
範
や
意
図
で
は
な
く
、

む
し
ろ
多
く
の
規
則
や
規
範
を
内
に
統
合
し
た
よ
り
一
般
的
な
原
則
な
い
し
原
理
な
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
格
律
は
意
志
な
い
し
意
欲
の
原
則
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
一
回
限
り
の
行
為
を
導
く
意
図
で
は
な
く
、
数

多
く
の
場
合
に
適
用
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
意
欲
の
一
定
の
同
形
性
や
規
則
性
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
意

欲
の
内
的
原
則
で
あ
る
か
ら
し
て
、
行
為
の
外
面
的
な
同
形
性
や
規
則
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
観
察
者
が
行
為

者
の
一
連
の
行
為
の
う
ち
に
観
察
す
る
同
形
性
や
規
則
性
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
行
為
者
自
身
の
意
欲
の
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の

み
が
行
為
の
道
徳
的
な
質
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
場
合
、
意
志
な
い
し
意
欲

（
別
》

と
は
「
た
ん
な
る
願
望
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
限
り
の
す
べ
て
の
手
段
を
尽
く
す
」
も
の
で
は
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、
現
実
の
世
界
と
の
関
係
を
欠
い
た
た
ん
な
る
心
情
倫
理
学
、
外
的
世
界
へ
表
出
す
る
こ
と

の
な
い
た
ん
な
る
内
面
性
の
倫
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
行
為
や
そ
の
結
果
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
力
の
及
ぶ
諸
手
段
に
依
存

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
力
を
超
え
た
自
然
的
、
社
会
的
諸
条
件
に
も
依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳

的
存
在
と
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
後
者
の
偶
然
的
諸
条
件
に
対
し
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
能
力
の
及
ぶ
範
囲

内
の
事
柄
に
関
し
て
の
み
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
、
観
察
可
能
な
行
為
や
そ
の
客
観
的
結
果
で
は
な
く
、

行
為
者
自
身
が
主
体
的
に
定
立
す
る
内
面
的
な
意
志
の
原
則
で
あ
る
格
律
の
み
が
、
行
為
の
道
徳
性
の
如
何
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。



琉大法学第54号（1995） 1４

既
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
道
徳
的
行
為
の
基
礎
に
あ
る
べ
き
善
意
志
を
「
無
制
限
に
善
い
」
も
の
と
い
い
、
そ
の
絶
対
的
価

値
は
行
為
の
あ
り
う
べ
き
結
果
に
は
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
と
し
た
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
た
無
条
件
の
善
と
相
対
的
な
善
と
の

区
別
に
は
、
カ
ン
ト
の
命
法
論
に
お
け
る
「
定
言
命
法
」
と
「
仮
言
命
法
」
の
区
別
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。

一
般
に
わ
れ
わ
れ
は
、
行
為
に
さ
い
し
て
従
う
べ
き
合
理
的
規
則
の
こ
と
を
実
践
的
規
則
と
呼
び
う
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
則
は
、

理
性
的
－
感
性
的
存
在
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
命
令
な
い
し
は
命
法
と
い
う
形
を
と
る
。
「
こ
れ
ら
の
〔
実
践
的
〕
規
則

は
、
理
性
だ
け
が
意
志
の
唯
一
の
規
定
根
拠
で
な
い
よ
う
な
存
在
者
に
対
し
て
は
命
法
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
行
為
の
客
観

〈
別
）

的
強
制
を
い
い
あ
ら
わ
す
当
為
（
の
ｏ
臣
の
ロ
）
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
規
則
で
あ
る
。
」
お
よ
そ
実
践
的
規
則
は
「
な
す
べ
し
」
と

い
う
命
法
の
形
式
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
さ
い
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
命
法
に
二
つ
の
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
タ

イ
プ
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
何
か
「
他
の
た
め
に
善
い
」
（
手
段
と
し
て
の
）
行
為
を
命
ず
る
も
の
、
す
な
わ
ち

仮
言
命
法
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
い
」
行
為
を
命
ず
る
も
の
、
す
な
わ
ち
定
言
命
法
で
あ
る
。

「
お
よ
そ
命
法
は
、
仮
言
的
に
命
令
す
る
か
、
そ
れ
と
も
定
言
的
に
命
令
す
る
か
、
二
つ
の
う
ち
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
仮
言
命

法
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
そ
の
も
の
と
は
別
に
欲
し
て
い
る
何
か
或
る
も
の
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
欲
す
る
こ
と
が
、
と
に
か
く

可
能
な
何
か
或
る
も
の
）
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
可
能
的
行
為
を
実
践
的
に
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
提
示
す
る
。
ま
た

定
言
命
法
は
、
行
為
を
何
か
ほ
か
の
目
的
に
関
係
さ
せ
ず
に
、
そ
れ
自
体
だ
け
で
客
観
的
－
必
然
的
で
あ
る
と
し
て
提
示
す
る

（
鰯
〉

命
法
で
あ
る
と
い
一
え
る
だ
ろ
う
」
。

仮
言
命
法
は
、
「
も
し
…
…
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
…
…
せ
よ
」
と
い
う
条
件
付
き
の
命
令
の
こ
と
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
か
か
る

第
一
一
節
定
言
命
法
と
普
遍
化
原
理
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形
式
を
持
つ
仮
言
命
法
に
つ
い
て
、
「
熟
練
の
規
則
」
と
、
「
怜
例
の
勧
告
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
熟
練
の
規
則
は
、
任
意
の
目

的
の
た
め
の
適
切
な
手
段
を
提
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
技
術
的
」
規
則
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
怜
例
の
勧
告
は
、
一
般
に
望
ま
し
い

と
さ
れ
る
あ
る
目
的
（
幸
福
と
福
祉
）
を
促
進
す
る
手
段
を
提
示
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
実
用
的
」
と
呼
び
う
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
れ
ら
の
命
法
は
あ
く
ま
で
条
件
付
き
の
命
法
で
あ
り
、
命
法
と
し
て
は
必
然
性
を
表
す
が
、
し
か
し
必
然
的
で
な
い
前
提

と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
条
件
節
に
含
ま
れ
た
目
的
を
わ
が
も
の
と
し
う
る
特
定
の
主
体
に
と
っ
て
の
み
拘
束
的
で
あ
る
。

今
日
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
特
定
の
目
的
に
対
す
る
適
切
な
手
段
を
指
示
す
る
技
術
的
な
い
し
道
具
的
理
性
の
命
令

で
あ
る
。
幸
福
と
い
う
抽
象
的
目
的
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
明
確
に
規
定
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
怜
捌
の
勧
告
は
熟
練
の
規
則

に
合
致
し
、
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
暖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
勧
告
は
規
則
な
い
し
は
厳
密
な
意
味
で
命
法
と
言
い

う
る
ほ
ど
の
具
体
性
を
持
ち
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
定
言
命
法
は
、
お
よ
そ
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
存
在
一
般
に
対
す
る
実
践
理
性
の
無
条
件
の
断
固
と
し
た

命
令
を
意
味
す
る
。
か
か
る
定
言
命
法
の
み
が
、
無
制
限
の
妥
当
性
を
有
し
、
そ
れ
ゆ
え
「
法
則
」
の
名
に
値
す
る
。
「
わ
た
し
が

一
般
に
仮
言
的
命
法
な
る
も
の
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
と
、
か
か
る
命
法
の
条
件
が
わ
た
し
に
示
さ
れ
る
ま
で
は
、
わ
た
し
は

命
法
が
何
を
含
む
か
を
あ
ら
か
じ
め
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
は
、
必
然
的
な
い
し
最
適
な
手
段
は
何
か
に

つ
い
て
提
示
し
う
る
ま
え
に
、
目
的
や
目
標
が
何
か
に
つ
い
て
ま
ず
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
し
か
し
、
定
言
的
命
法
を

思
い
浮
か
べ
る
と
な
る
と
、
わ
た
し
は
こ
の
命
法
が
何
を
含
む
か
を
直
ち
に
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
定
言
命
法
が
法

則
の
ほ
か
に
含
む
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
格
律
は
こ
の
法
則
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て

こ
の
法
則
は
、
そ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
条
件
を
も
含
む
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
残
る
も
の
は
た
だ
法

則
一
般
の
普
遍
性
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
行
為
の
格
律
は
適
合
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
適
合
性
だ
け
を
こ
の
命
法
は
本
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す
な
わ
ち
、

、
。
。
（
郷
）

為
せ
よ
。
」

来
必
然
的
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
言
命
法
は
た
だ
一
つ
だ
け
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

も
も
ｂ
、
も
も
９
９
勺
も
ｂ
■
ｏ
も
も
も
い
も
、
９
９
０
ｂ
■
ｑ
■
９
９
０
勺
０
９
Ｃ
Ｑ
ｂ
も
ｑ
□
■
■
乃
口
９
℃

す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
汝
が
同
時
に
欲
し
う
る
と
こ
ろ
の
そ
の
格
律
に
従
っ
て
の
み
行

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
定
言
命
法
を
様
々
な
箇
所
で
様
々
な
仕
方
で
定
式
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
数
や
順

序
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
と
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
右
に
述
べ
ら
れ
た
そ
の
根
本
法
式
と
、
三
つ
の

（
幻
）

下
位
法
式
を
区
別
し
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う
に
、
「
そ
れ
が
並
曰
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
汝
が

同
時
に
欲
し
う
る
と
こ
ろ
の
そ
の
格
律
に
従
っ
て
の
み
行
為
せ
よ
」
、
と
い
う
の
が
そ
の
根
本
法
則
で
あ
る
。
少
し
表
現
を
変
え
て
、

『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
汝
の
意
志
の
格
律
が
、
常
に
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当

（
棚
）

し
う
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
さ
ら
に
ま
た
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
序
論
で
は
よ
り
端
的
な
表
現
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
同
時

〈
四
）

に
並
曰
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
し
う
る
よ
う
な
格
律
に
従
っ
て
行
為
せ
よ
。
」

定
言
命
法
の
第
一
の
下
位
法
式
、
す
な
わ
ち
自
然
法
則
の
法
式
は
、
格
律
の
形
式
に
関
わ
る
。
普
遍
的
法
則
に
従
っ
た
事
物
の
存

在
と
い
う
の
が
自
然
の
形
式
的
概
念
を
な
す
の
で
、
命
法
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
汝
の
行
為
の
格
律
が
汝
の
意
志
に
よ
っ
て
あ
た

、
、
ｃ
ｃ
、
、
、
。
、
、
ｃ
ｃ
Ｃ
Ｇ
ｃ
Ｃ
、
。
。
・
・
・
・
・
・
・
（
釦
）

か
も
普
遍
的
自
然
法
則
と
な
る
べ
き
で
あ
る
か
の
ど
と
く
行
為
せ
よ
。
」
第
二
の
下
位
法
式
、
す
な
わ
ち
人
間
／
目
的
の
法
式
は
、

格
律
の
実
質
に
関
連
し
、
目
的
そ
れ
自
体
と
し
て
の
人
間
の
理
性
的
本
性
に
言
及
す
る
。
「
汝
の
人
格
お
よ
び
他
の
す
べ
て
の
人
格

。
、
、
、
、
、
。
、
、
。
、
、
、
。
・
・
・
、
、
０
０
、
・
・
・
、
、
。
、
、
、
。
、
。
．
・
・
・
、
、
。
、
、
、
。
（
別
〉

に
お
け
る
人
間
性
を
常
に
同
時
に
目
的
と
し
て
使
用
し
、
決
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
使
用
せ
ぬ
よ
う
に
行
為
せ
よ
。
」
第
三

、
、
、
、
、
、
。
、
、
、
、
、
。
・
・
・
○
・
・
・
・
・
・
・
・
、
。
。
、
、
、
。
（
犯
〉

の
自
律
性
の
法
式
は
、
「
意
志
が
そ
の
格
律
を
と
お
し
て
自
己
自
身
を
普
遍
的
立
法
的
と
み
な
し
う
る
よ
う
に
」
行
為
す
る
こ
と
を

し
た
が
っ
て
、

の
規
準
で
あ
る
。

わ
た
し
の
行
為
の
基
礎
に
あ
る
格
律
の
無
矛
盾
的
な
普
遍
化
可
能
性
が
、
道
徳
的
行
為
の
た
め
の
唯
一
か
つ
最
高
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カ
ン
ト
は
以
上
の
よ
う
な
普
遍
化
の
原
理
を
、
『
基
礎
づ
け
』
や
第
二
批
判
書
に
お
い
て
様
々
な
格
律
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
正
当

化
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
た
し
は
窮
境
に
際
し
て
、
初
め
か
ら
守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
し
て
は
い
け
な
い
か
、

と
い
う
問
題
が
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
窮
境
を
脱
す
る
に
偽
り
の
約
束
を
も
っ
て

す
る
と
い
う
格
律
は
普
遍
化
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
た
し
か
に
わ
た
し
は
、
嘘
を
欲
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し

嘘
を
つ
く
一
」
と
の
普
遍
的
法
則
を
欲
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
が
か
か
る
普
遍
的

法
則
に
従
う
と
な
る
と
、
約
束
な
る
も
の
は
も
と
も
と
成
立
〔
存
立
〕
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
う
し
て
わ
た
し
の
格
律
を

は
拒
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
法
式
は
す
べ
て
等
価
の
も
の
と
み
な
し
う
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
、
先
に
「
唯
一
の
定
言

命
法
」
と
さ
れ
た
そ
の
根
本
法
式
、
お
よ
び
そ
れ
と
と
も
に
「
普
遍
性
の
形
式
」
を
言
い
表
す
第
一
の
下
位
法
式
に
注
意
を
集
中
し

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
は
、
定
言
命
法
が
道
徳
（
人
倫
）
的
な
る
も
の
の
判
定
規
準
と
し
て
よ
り
簡
明
に
表
現

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
法
式
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
は
わ
れ
わ
れ
に
、
普
遍
的
（
自
然
）
法
則
と
し
て
欲
し
う
る
よ

う
な
格
律
の
み
に
従
っ
て
行
為
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
。
格
律
の
普
遍
化
可
能
性
が
、
道
徳
的
な
る
も
の
の
規
準
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
わ
た
し
は
自
分
自
身
に
、
自
己
吟
味
の
た
め
に
常
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
は
、
わ
た
し
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と

な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
れ
が
（
わ
た
し
の
み
な
ら
ず
）
他
の
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
格
律
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ

と
を
同
時
に
欲
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
。
答
え
が
否
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
格
律
や
そ
れ
に
基
づ
い
た
行
為

求
す
る
。

要
求
す
る
。
さ
ら
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
目
的
の
国
の
法
式
は
第
三
の
法
式
の
派
生
法
式
と
み
な
し
う
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
理
性

（
鋤
）

的
存
在
者
に
「
そ
の
格
律
を
と
お
し
て
並
曰
遍
的
な
目
的
の
国
に
お
け
る
立
法
の
成
員
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
行
為
す
べ
き
こ
と
を
要
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普
遍
的
法
則
に
仕
立
て
る
や
否
や
、
こ
の
格
律
は
自
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
」
さ
ら
に
カ
ン
ト
は
同
様
の
例
と
し
て
、
「
ど

の
よ
う
な
侮
辱
に
も
復
讐
せ
ず
に
は
お
か
な
い
」
「
あ
ら
ゆ
る
確
実
な
手
段
を
尽
く
し
て
自
分
の
財
産
を
殖
や
す
」
と
い
う
格
律
を

（
調
｝

挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
格
律
は
い
ず
れ
４
℃
、
そ
れ
が
普
遍
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
そ
れ
ら
は
無
矛
盾
的
な
普
遍

化
の
テ
ス
ト
手
続
き
に
耐
え
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
反
道
徳
的
な
格
律
と
し
て
拒
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
理
論
で
は
、
定
言
命
法
は
最
高
の
道
徳
原
理
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
普
遍
化
の
手
続

原
理
が
道
徳
的
な
る
も
の
の
判
断
規
準
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
例
の
二
世
界
説
の
前
提
に
立
つ
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
格
律

の
普
遍
化
と
い
う
手
続
き
に
お
け
る
わ
た
し
の
意
志
ｌ
わ
た
し
の
「
欲
し
う
る
」
や
「
欲
し
え
な
い
」
ｌ
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る

理
性
的
存
在
者
の
意
志
と
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
普
遍
主
義
的
な
理
性
倫
理

学
の
い
わ
ゆ
る
認
知
主
義
的
な
立
場
は
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
仮
定
と
成
否
を
と
も
に
す
る
と
も
言
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
根
拠
づ

（
妬
）

け
に
は
、
以
下
に
例
一
不
的
に
論
及
さ
れ
る
よ
う
な
困
難
な
問
題
が
伴
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
カ
ン
ト
は
、
あ
ら
ゆ
る
普
遍
化
可
能
な
格
律
は
、
そ
れ
自
体
、
実
践
的
法
則
で
あ
る
と
定
式
化
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
格
律
は
個
別
的
な
諸
主
体
の
意
欲
の
主
観
的
な
原
理
で
あ
る
の
で
、
何
が
普
遍
的
法
則
と
し
て
妥
当
す
べ
き
か
の
判
断
も
、

主
体
が
何
を
自
己
の
格
律
と
す
る
か
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
困
難
に
あ
っ
て
も
弱
さ
を
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
己
の
格
律
と
し
て
い
る
者
が
、
そ
れ
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
、
す
な

わ
ち
す
べ
て
の
者
の
格
律
と
な
る
こ
と
を
欲
し
う
る
（
実
際
に
欲
す
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
困
難
に
際
し
て
は
む
し
ろ
素
直
に
（
誠
実
に
）
弱
み
を
見
せ
る
と
い
う
逆
の
格
律
を
自
己
の
格
律
と
す
る
者
が
、
そ
れ
が
普
遍

的
法
則
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
を
欲
し
う
る
こ
と
も
同
様
に
十
分
に
あ
り
う
る
。
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
人
が
自
己
の
格
律
の
普
遍
化

を
欲
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
格
律
が
法
則
で
あ
る
こ
と
の
十
分
条
件
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
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そ
こ
で
、
多
く
の
解
釈
者
た
ち
は
、
普
遍
化
原
理
は
第
一
次
的
に
は
む
し
ろ
否
定
的
な
仕
方
で
、
す
な
わ
ち
普
遍
化
不
可
能
な
格

（
抑
》

律
を
禁
止
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
道
徳
的
妥
当
を
根
拠
づ
け
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
た
と
壹
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
カ
ン
ト

に
し
た
が
え
ば
、
窮
境
を
脱
す
る
に
偽
り
の
約
束
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
格
律
は
、
無
矛
盾
的
な
普
遍
化
が
不
可
能
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
そ
の
格
律
が
普
遍
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
約
束
と
い
う
社
会
的
な
制
度
な
い
し
慣
行
そ
れ
自
体
が
存
立
し
え
な
く

な
る
が
、
そ
の
格
律
は
か
か
る
制
度
な
い
し
慣
行
の
存
続
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
自
愛
や
私
利
な
ど
の
傾
向
性
の
た
め
に
自
己
を
例

外
と
す
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
己
を
例
外
と
す
る
格
律
は
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
化
不
可
能
で
あ
り
、

反
道
徳
的
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
特
定
の
種
類
の
格
律
は
、
普
遍
化
の
テ
ス
ト
手
続
き
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
の
格
律
が
普
遍
的
法
則
と
な
っ
た
事
態
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
も
し
く
は
欲
す
る
こ
と

（
洲
）

が
で
き
な
い
（
す
な
わ
ち
、
あ
る
事
柄
を
欲
す
る
と
同
時
に
欲
し
な
い
と
い
う
意
士
心
に
お
け
る
矛
盾
が
生
じ
る
）
か
ら
で
あ
る
。

普
遍
化
原
理
は
、
こ
の
よ
う
に
否
定
的
な
仕
方
で
、
普
遍
化
が
不
可
能
な
格
律
を
排
除
す
る
機
能
を
も
つ
。
そ
の
場
合
、
わ
た
し

が
わ
た
し
の
格
律
を
普
遍
的
法
則
と
し
て
欲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
格
律
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
端
的
に
反
道
徳

的
で
あ
る
か
ら
（
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
は
わ
た
し
自
身
を
例
外
と
す
る
か
ら
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
わ
た
し
が
こ
の
よ
う
に

排
除
さ
れ
禁
止
さ
れ
た
格
律
に
従
っ
て
は
行
為
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
の
新
し
い
格
律
と
す
る
な
ら
、
そ
の
新
し
い
格
律

は
、
た
し
か
に
普
遍
化
が
可
能
で
あ
る
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
否
定
に
媒
介
さ
れ
た
形
で
普
遍
化
可
能
な

格
律
は
、
（
少
な
く
と
も
わ
た
し
に
と
っ
て
は
）
｜
つ
の
道
徳
的
義
務
づ
け
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
否
定
を
媒
介
に
し
て
得
ら
れ
た
あ
る
格
律
が
わ
た
し
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
他
の
す
べ
て
の
理
性

的
存
在
者
に
よ
っ
て
も
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
、
た
だ
ち
に
同
一
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
次
に
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
普
遍
主
義
的
要
求
に
関
連
し
た
別
の
問
題
に
つ
い
て
も
少
し
ば
か
り
触
れ
て
お
こ
う
。
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カ
ン
ト
の
テ
１
ゼ
に
よ
れ
ば
、
定
言
命
法
に
合
致
し
た
道
徳
的
諸
規
範
は
、
何
時
い
か
な
る
所
で
も
普
遍
的
無
条
件
的
に
妥
当
し
、

例
外
を
許
さ
な
い
拘
束
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
テ
ー
ゼ
の
問
題
性
に
つ
い
て
、
「
虚
言
の
禁
止
」
と
い
う
よ
く
知
ら

（
柵
〉

れ
た
例
題
に
即
し
な
が
ら
、
若
干
の
考
察
を
加
一
え
て
お
き
た
い
。

た
し
か
に
カ
ン
ト
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
虚
言
の
禁
止
な
い
し
は
誠
実
性
（
正
直
）
の
命
令
が
一
つ
の
道
徳
的
要
求
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
偽
り
の
約
束
の
例
の
場
合
と
同
様
、
一
般
に
、
他
人
に
は
誠
実
性
の
命
令
の
遵
守
を
期
待
し

な
が
ら
、
し
か
し
自
分
の
み
は
例
外
と
す
る
よ
う
な
格
律
に
従
っ
た
行
為
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
道

徳
的
直
感
に
照
ら
し
て
も
正
当
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
誠
実
性
の
命
令
や
虚
言
の
禁
止
の
よ
う
な
道
徳
規
範
は
、
は
た
し

て
い
か
な
る
例
外
も
許
さ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
次
の
よ
う
な
状
況
を
仮
定
し
て
み

よ
う
。
そ
れ
は
、
迫
害
者
（
例
え
ば
ゲ
シ
ュ
タ
ポ
）
に
命
を
狙
わ
れ
追
わ
れ
て
い
る
一
人
の
無
実
の
友
人
が
避
難
先
を
求
め
て
わ
た

し
の
家
に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
全
体
主
義
体
制
や
内
乱
な
ど
の
条
件
下
に
お
い
て
は
十
分
に

あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
や
が
て
や
っ
て
来
て
尋
ね
る
で
あ
ろ
う
刺
客
の
問
い
、

す
な
わ
ち
わ
た
し
の
家
に
そ
の
友
人
が
逃
げ
込
ま
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
わ
た
し
に
は
友
人
の
命
を
救
う
た
め
に
嘘

（
Ⅲ
〉

を
つ
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
の
小
論
『
人
間
愛
か
ら
の
虚
一
一
一
三
』
に
し
た
が
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う

な
場
合
、
決
し
て
嘘
の
答
え
を
な
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
誠
実
で
あ
る
こ
と
に
無
条
件
に
義
務
づ

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
さ
い
結
果
を
顧
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
で
き
る
こ
と
は
と
言
え
ば
、
そ
の

友
人
が
時
宜
を
逸
す
る
こ
と
な
く
裏
口
か
ら
逃
れ
去
っ
て
い
る
こ
と
を
ひ
た
す
ら
望
む
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に

は
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
心
情
を
満
足
さ
せ
る
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
、
わ
が
友
人
の
生
命
を
賭
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
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見
方
を
変
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
先
の
例
は
、
二
つ
の
規
範
な
い
し
義
務
が
相
克
し
て
い
る
状
況
を
描
出
し
た
も
の
と
し
て
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
カ
ン
ト
自
身
に
従
っ
て
も
、
困
窮
に
あ
る
他
人
を
で
き
る
だ
け
助
け
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
つ
の
義
務

で
あ
る
。
先
の
状
況
は
、
無
実
の
罪
で
追
わ
れ
て
い
る
者
に
助
け
を
拒
む
べ
き
で
な
い
と
い
う
規
範
と
虚
言
禁
止
の
規
範
と
が
、
い

ず
れ
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
で
相
対
立
し
、
葛
藤
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
い
ず

れ
の
規
範
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
状
況
が
い
か
に
解
釈
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
後

者
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
わ
れ
わ
れ
が
社
会
的
現
実
や
わ
れ
わ
れ
の
諸
欲
求
を
解
釈
す
る
さ
い
の
諸
概
念
の
体
系
、
わ
れ
わ
れ
の
多
か

れ
少
な
か
れ
個
人
的
な
解
釈
枠
組
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

右
の
鬘
に
は
、
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
あ
り
う
べ
書
弱
点
ｌ
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
直
感
に
反
し
た
、
非
生
産
的
な

心
情
鐘
的
厳
格
主
義
ｌ
が
議
現
さ
れ
て
い
る
．
カ
ン
ト
の
倫
理
学
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
的
薑
に
際
し
て
、
格
律
の

も
■
も
■
も
ｂ
■
＄
巳
、

道
徳
的
な
質
に
の
み
注
意
を
集
中
し
て
、
そ
の
適
用
が
も
た
ら
す
諸
結
果
を
体
系
的
に
度
外
視
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
場
合

に
よ
っ
て
は
否
応
な
く
反
道
徳
的
な
、
少
な
く
と
も
無
責
任
な
帰
結
を
招
来
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
諸
結

果
と
い
う
も
の
を
原
則
的
に
考
慮
に
入
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
鍾
的
な
讃
範
の
ｌ
正
当
化
な
い
し
根
拠
づ
け
の

闘
題
と
区
別
さ
れ
た
ｌ
適
用
の
問
題
と
体
系
的
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
・
す
極
わ
ち
、
虚
言
禁
止
の
よ
う
極
規
範

は
、
も
は
や
い
か
な
る
条
件
の
下
で
も
遵
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
必
要
な
場
合
に
は
」
そ
の
例
外
が
許
容
さ
れ
、

あ
る
い
は
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
先
の
例
で
言
え
ば
、
嘘
を
つ
く
以
外
に
友
人
を
救
う
手
立
て
が
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
い
て

は
、
巧
み
な
虚
言
を
用
い
た
戦
略
的
行
為
に
よ
っ
て
彼
を
救
う
こ
と
は
、
た
ん
に
道
徳
的
に
許
容
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
む
し

は
、
巧
み
な
虚
言
を
用
い
」

ろ
要
求
さ
れ
て
も
い
よ
う
。

ろ
う
か
。
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わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
「
心
情
倫
理
学
」
と
し
て
の
若
干
の
特
徴
、
定
言
命
法
と
そ
こ
に
含
ま
れ

た
「
普
遍
化
原
理
」
の
理
論
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
「
無
制
限
に
善
い
」
と
こ
ろ
の
「
善
意
志
」
と

い
う
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
道
徳
的
直
感
か
ら
出
発
し
、
最
上
の
道
徳
原
理
と
し
て
の
「
定
言
命
法
」
を
定
式
化
す
る
に
至
っ
た
。

か
か
る
も
の
と
し
て
定
言
命
法
は
、
純
粋
実
践
理
性
の
無
条
件
の
命
令
を
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
定
言
命
法
の
特
有
の
意

義
は
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
様
々
な
道
徳
的
諸
規
範
や
諸
判
断
を
統
括
す
る
最
高
の
理
性
規
範
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
道
徳
的
な
諸
規
範
や
諸
判
断
に
お
け
る
諸
々
の
当
為
は
、
定
言
命
法
の
唯
一
の
当
為
に
還
元
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
説
明
を
要
す

る
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
唯
一
の
定
言
的
当
為
（
無
条
件
の
「
な
す
べ
し
」
）
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
説
明
し
根
拠
づ
け
る

こ
と
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
自
ら
に
課
し
た
課
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
の
最
も
重
要
な
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
に
倫
理
的
規
範
と
合
理
性
な
い
し
は
理
性
性
と
の
本
質
的
連
関
を
主

張
す
る
い
わ
ゆ
る
認
知
主
義
的
立
場
を
採
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
本
来
、
こ
の
連
関
を
保
証
す
る
は
ず
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
、

格
律
の
吟
味
手
続
き
と
し
て
の
定
言
命
法
に
含
ま
れ
た
普
遍
化
原
理
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
カ
ン
ト
で
は
、
そ
の
心
情
倫
理
学
的
諸

前
提
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
規
範
の
道
徳
的
な
質
を
吟
味
す
る
手
続
き
と
し
て
は
、
個
々
の
行
為
主
体
が
い
わ
ば
独
白
的
に
、

自
己
の
格
律
の
普
遍
化
可
能
性
に
つ
い
て
自
問
す
る
と
い
う
構
図
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
化
可
能
性
の

独
白
的
自
問
に
よ
っ
て
、
主
観
的
な
格
律
か
ら
１
１
規
範
の
相
互
主
観
的
な
妥
当
性
と
い
う
意
味
で
の
－
－
客
観
的
道
徳
を
導
き
出

す
と
い
う
行
き
方
に
は
根
本
的
な
困
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
難
点
を
は
じ
め
と
し
て
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
特
徴
お
よ
び
そ
れ
と

結
び
つ
い
た
問
題
性
が
、
本
稿
で
は
不
十
分
な
が
ら
も
考
察
さ
れ
た
。

小
括
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注（
１
）
本
稿
に
お
け
る
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
〈
宍
日
】
『
、
、
の
、
円
日
日
①
］
←
の
、
Ｃ
冒
昌
の
Ｐ
旨
い
、
．
ご
◎
ロ
号
吋

【
。
ｐ
】
、
］
】
呂
勺
『
の
こ
い
、
】
、
ロ
ゴ
の
ロ
レ
【
日
の
目
】
の
□
の
用
言
一
ｍ
ｍ
の
口
の
。
冨
帛
←
の
ロ
》
国
の
則
］
旨
．
］
。
Ｓ
「
）
に
も
と
づ
き
、
巻
数
と
頁
数
を
記
す
こ
と
と
す

る
。
邦
訳
と
し
て
は
、
理
想
社
刊
の
『
カ
ン
ト
全
集
』
の
巻
数
と
頁
数
を
記
す
こ
と
と
す
る
が
、
訳
文
は
適
宜
変
更
し
て
あ
る
。

（
２
）
ぐ
、
」
・
雪
。
］
『
、
目
、
【
の
『
、
冒
頭
・
国
目
］
の
盲
目
国
員
弓
用
島
の
ロ
Ｐ
色
、
、
息
の
』
忍
山
・
宍
日
二
目
□
＆
の
で
。
］
昼
、
８
の
勺
宮
』
ｏ
ｍ
ｏ
ｐ
亘
の
。
の
甸

○
の
、
の
ロ
ョ
日
。
←
・
旨
⑭
」
の
門
、
》
二
．
ご
ｍ
の
。
『
日
扇
訂
可
則
の
号
の
一
一
・
句
『
目
弄
冒
『
亘
冨
、
旨
］
ｇ
四
・

（
３
）
ヘ
ア
お
よ
び
シ
ン
ガ
ー
に
お
け
る
「
普
遍
化
原
理
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
四
．
冨
日
富
・
西
日
の
円
声
の
伊
目
四
』
、
、
の
。
『
三
．
国
］
ｍ
・

Ｈ
６
ｇ
ｏ
ｐ
へ
Ｃ
Ｈ
さ
ａ
量
の
乏
目
◎
鼻
］
忠
噌
（
小
泉
・
大
久
保
訳
『
道
徳
の
言
語
』
頚
草
書
房
、
一
九
八
一
一
年
）
》
国
冨
・
国
日
の
『
厚
の
８
．
日
自
己

罰
の
閉
。
Ｐ
い
◎
且
◎
己
。
Ｈ
｛
。
ａ
へ
ｚ
の
二
目
。
『
丙
后
＄
（
山
内
訳
『
自
由
と
理
性
』
理
想
社
、
一
九
八
二
年
）
》
冨
閂
２
ｍ
○
の
。
『
函
の
、
】
ロ
、
月

○
の
ロ
の
日
］
旨
巴
】
◎
ロ
旨
固
一
宮
Ｃ
の
．
ｚ
の
三
国
◎
鼻
后
巴
を
参
照
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
の
理
騎
と
ヘ
ア
や
シ
ン
ガ
ー
そ
の
他
の
「
普
遍
化
原
理
」

鏡
と
の
比
較
と
し
て
は
、
以
下
を
参
照
。
Ｚ
，
凶
。
の
旬
⑩
芯
『
・
尻
臼
】
－
，
斤
Ｐ
←
の
ｍ
ｏ
１
ｍ
ｏ
冨
門
弓
日
口
の
日
冒
巳
⑪
弓
の
、
←
目
、
の
円
の
門
、
旨
］
】
島
の
曰

カ
ン
ト
の
基
本
的
立
場
に
結
び
つ
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
諸
困
難
の
克
服
を
志
向
す
る
立
場
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
、

様
々
な
対
案
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
よ
り
直
接
的
な
関
心
を
よ
せ
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
（
お
よ
び
ア
ー
ペ
ル
）
の
討

議
倫
理
学
は
、
そ
の
最
も
有
力
な
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
独
白
的
な
「
わ
れ
は
欲
す
る
」
に
対
し
て
、

規
範
的
な
妥
当
要
求
の
討
議
的
吟
味
に
お
け
る
「
わ
れ
わ
れ
は
欲
す
る
」
が
代
置
さ
れ
る
形
で
、
普
遍
化
原
理
の
対
話
論
的
拡
大
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
カ
ン
ト
倫
理
学
の
対
話
論
的
拡
大
の
試
み
の
考
察
や
、
そ
の
前
提
作
業
と
し
て
の
、
カ
ン
ト
倫

理
学
の
法
論
的
、
政
治
哲
学
的
な
含
意
や
展
開
の
考
察
は
、
い
ず
れ
も
別
稿
の
課
題
と
し
よ
う
。
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勺
冨
◎
ロ
話
亘
旨
坤
冨
・
幻
】
の
」
の
』
（
国
『
の
、
．
）
》
罰
の
ぎ
Ｐ
宮
一
量
の
『
巨
口
、
口
の
『
ロ
日
宍
←
』
、
◎
房
巨
石
宮
』
○
い
◎
已
冨
の
毫
国
ｇ
・
戸
司
円
の
］
す
口
用
、
】
①
『
』
可
困
◎
す
の
ユ

シ
】
の
捌
箏
弓
冨
。
且
の
」
の
汁
］
日
】
切
茸
、
◎
ず
の
ロ
ン
局
巨
日
の
目
国
一
Ｐ
Ｃ
Ｐ
可
日
口
汚
『
巨
旦
へ
三
巴
ロ
】
召
、
皷
切
の
旨
⑦
旬
三
』
日
日
の
『
『
ロ
コ
ー
ぐ
の
『
、
巳
薗
の
２
口
宛
】
ロ

：
ｎ
国
一
三
戸
・
匂
『
目
憲
目
一
へ
富
、
旨
皀
ｇ
・
ロ
ー
ル
ズ
の
カ
ン
ト
解
釈
に
つ
い
て
は
、
』
・
勾
巴
己
伽
・
宍
目
←
旨
ロ
○
・
口
、
一
目
。
旨
】
、
日
日
富
０
日
］

弓
琶
の
。
ご
『
冒
坤
弓
冨
］
ｏ
冒
口
巴
。
【
旧
亘
」
ｏ
ｍ
ｏ
ｇ
］
．
ご
◎
一
・
い
潴
〆
ぐ
員
］
⑫
ｇ
》
ロ
の
可
、
》
弓
冨
日
の
、
冒
宍
Ｐ
三
ｍ
三
○
日
］
句
冨
］
。
、
Ｃ
Ｄ
ど
の
》
ヨ
四

両
。
ｐ
、
一
旦
ロ
の
日
の
ｎ
Ｐ
ｐ
ｅ
雪
昌
旨
目
】
』
悼
日
の
、
国
。
。
←
ず
（
固
□
・
）
・
【
Ｐ
ロ
ー
砕
勺
。
】
旨
◎
巳
勺
亘
」
。
、
。
□
す
篭
・
弓
豈
の
ｏ
ｃ
ｇ
－
の
日
ロ
。
『
、
『
］
い
の
ｍ
Ｐ
Ｑ
・

Ｚ
の
急
出
自
の
ロ
へ
田
。
且
◎
ロ
』
⑫
忠
・
カ
ン
ト
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
二
「
◎
属
、
自
由
、
。
三
口
。
頁
の
『
》
”
の
」
】
、
】
ｏ
ｐ
Ｐ
ｐ
ｇ

田
の
ヶ
の
ロ
、
『
ｇ
『
口
ロ
、
》
□
§
９
房
の
旨
日
の
ロ
目
三
Ｐ
Ｘ
二
の
す
の
『
い
【
■
］
盲
『
‐
色
目
。
こ
の
旦
昏
の
。
且
Ｐ
勾
引
：
西
口
『
一
彦
｛
日
ロ
』
＄
』
を
参
照
。

（
４
）
カ
ン
ト
と
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
の
倫
理
学
を
比
較
し
た
研
究
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
上
記
の
罰
・
一
富
日
日
の
『
の
著
窃
の
ほ
か
、
以
下
の
も

の
を
参
照
。
ど
耳
の
。
ご
雪
の
二
日
の
曰
固
←
宣
汚
巨
且
目
ｐ
］
◎
函
．
旬
日
員
冒
暮
へ
三
巴
曰
ご
患
》
○
の
甸
冨
ａ
、
◎
す
ｏ
ｐ
１
・
戸
口
の
］
○
の
］
の
、
の
目
の
』
←

、
】
、
丙
巨
制
・
旬
日
口
唇
Ｅ
１
へ
冨
巴
ロ
』
①
置
・

（
５
）
ぐ
ぬ
』
・
再
巳
『
□
『
の
一
の
『
一
国
口
『
国
ロ
ゴ
①
諄
口
の
『
ロ
日
曹
一
ｍ
目
の
ロ
勺
冨
］
ｏ
ｍ
ｏ
で
三
の
【
、
ご
訂
・
【
Ｐ
ｐ
－
ｍ
罰
の
ｏ
亘
、
ロ
亘
一
。
、
。
□
三
日
目
【
。
ご
←
の
Ｋ
←
⑪
の
】
ロ
の
吋

冨
ｏ
ｎ
Ｐ
一
己
三
一
。
、
。
□
豆
の
．
】
口
旦
の
『
ｍ
・
両
の
、
旨
‐
三
．
Ｂ
』
「
屋
の
。
］
◎
巴
Ｐ
句
『
Ｐ
口
汚
『
巨
１
へ
三
巴
ご
］
①
巴
。

（
６
）
曰
日
日
：
臣
の
一
【
Ｐ
ロ
ー
・
【
旬
】
一
房
：
射
已
『
Ｐ
宍
←
】
、
９
の
ロ
ぐ
の
ｇ
目
津
・
ぐ
。
ｑ
の
：
》
口
已
・
ぐ
・
の
．
←
・
全
集
第
七
巻
、
一
三
七
頁
。

（
７
）
カ
ン
ト
の
自
由
論
の
簡
潔
か
つ
要
を
得
た
考
察
と
し
て
、
ｏ
ｇ
１
の
切
目
■
］
』
の
円
．
尻
目
一
㎡
弓
豈
の
。
ｇ
ｏ
『
句
『
の
①
ｇ
ｏ
目
】
・
旨
坤
国
・
缶
・
勺
の
］
ｎ
Ｎ
目
切
弄
】

画
目
。
』
・
○
可
の
罠
（
の
：
．
）
。
。
■
８
℃
一
一
．
曰
。
『
巨
丘
の
１
】
旨
勺
。
］
菖
○
巴
勺
三
一
．
叩
。
ロ
ゴ
菫
・
田
。
口
Ｑ
ｏ
ｐ
后
麗
・
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
テ
イ
ラ
ー
「
カ
ン
ト
」

（
ｚ
・
Ａ
・
ペ
ル
チ
ン
ス
キ
ー
／
Ｊ
・
グ
レ
イ
編
「
自
由
論
の
系
譜
「
ｌ
政
治
哲
学
に
お
け
る
自
由
の
観
念
ｌ
』
行
人
社
．
’
九
八
七

年
、
所
収
）
、
さ
ら
に
は
、
矢
島
羊
吉
『
カ
ン
ト
の
自
由
の
概
念
』
増
補
版
、
福
村
出
版
、
’
九
七
四
年
、
を
参
照
。

（
８
）
も
っ
と
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
は
こ
の
二
つ
の
倫
理
は
、
一
方
に
お
い
て
和
解
不
可
能
な
根
本
的
対
立
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
な
が
ら
、

他
方
で
は
、
あ
る
種
の
究
極
的
状
況
に
お
け
る
両
者
の
相
互
補
完
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
事
柄
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

（
９
）
『
基
礎
づ
け
』
を
中
心
に
し
な
が
ら
カ
ン
ト
倫
理
学
を
手
際
よ
く
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
小
倉
貞
秀
『
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
礎
』
以

文
社
、
一
九
九
一
年
、
を
参
照
。
さ
ら
に
は
詳
細
な
研
究
と
し
て
、
小
西
國
夫
『
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
』
創
文
社
、
一
九
八
一
年
、
小
倉
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志
祥
『
カ
ン
ト
の
倫
理
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
、
を
参
照
。

閂
・
宍
目
｛
》
Ｑ
２
且
］
の
血
目
殉
：
矧
菖
の
厨
日
曽
⑪
鼻
骨
Ⅳ
、
旨
の
Ｐ
国
曰
』
ご
『
、
。
＄
四
・
全
集
第
七
巻
、
二
一
頁
。

ロ
ロ
・
弓
ｂ
・
＄
ｍ
・
第
七
巻
、
二
六
頁
。

口
Ｐ
・
弓
－
，
．
＄
』
・
第
七
巻
、
二
二
－
二
三
頁
。

国
口
・
弓
．
②
．
＄
畠
・
第
七
巻
、
三
一
頁
以
下
。

ロ
ロ
．
。
．
ｍ
・
造
凹
・
第
七
巻
、
五
○
頁
。

国
Ｑ
・
目
ご
》
ｍ
・
ち
つ
・
第
七
巻
、
三
一
一
一
頁
。

国
」
．
ご
・
ｍ
・
患
‐
『
・
第
七
巻
、
二
六
○
頁
。

国
」
．
。
》
の
・
さ
函
・
第
七
巻
、
三
四
頁
。

国
二
・
コ
．
、
．
偉
の
・
第
七
巻
、
五
六
頁
。

国
」
・
二
ｈ
．
一
ｓ
・
第
七
巻
、
一
一
一
二
頁
。

宍
已
ご
》
□
良
く
・
、
．
こ
・
第
七
巻
、
一
五
七
頁
。

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
○
一
『
１
の
』
国
◎
廟
の
．
尻
目
一
ｍ
百
一
の
、
◎
風
：
ず
周
】
日
己
の
『
且
『
巳
、
【
臥
一
の
甸
旨
目
：
、
、
豊
］
】
・
旨
Ｐ
曰
汕

：
厨
・
固
昏
陦
巨
口
已
宅
。
】
葺
戸
句
『
：
屋
日
亘
冨
巴
口
』
①
『
垣
を
参
照
。

前
掲
注
（
別
）
を
参
照
。

前
掲
注
（
皿
）
を
参
照
。

【
□
ぐ
・
国
日
ぐ
．
、
．
ｇ
・
第
七
巻
、
一
五
八
頁
。

国
』
・
弓
功
・
凸
匡
・
第
七
巻
、
五
六
頁
。

国
已
・
目
ぐ
．
、
Ｌ
巴
・
第
七
巻
、
六
一
一
－
六
三
頁
。

カ
ン
ト
の
定
言
命
法
論
に
つ
い
て
は
、
因
・
』
・
勺
ｇ
ｏ
目
白
冨
○
Ｐ
←
の
、
。
１
日
］
『
。
】
己
の
司
質
】
ご
Ｐ
少
の
←
Ｅ
Ｓ
目
尻
目
一
㎡
富
・
日
］
勺
図
］
。
⑪
。
ご
葛
》

唇
・
目
・
冨
這
亀
白
．
Ｊ
・
ペ
イ
ト
ン
『
定
一
一
寳
命
法
ｌ
カ
ン
ト
倫
理
学
究
」
杉
田
轤
訳
行
路
社
、
一
九
八
六
年
を
参
照
。
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グー、

３７
、､ゾ

（
釦
）
カ
ン
ト
は
、
格
律
が
普
温
的
自
然
法
則
と
な
る
こ
と
を
無
矛
盾
的
に
考
え
う
る
（
」
の
口
汚
の
ロ
百
コ
ロ
の
ロ
）
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
は
無
矛
盾
的

に
欲
し
う
る
（
三
．
］
］
の
ロ
百
口
ロ
の
ロ
）
か
ど
う
か
に
従
っ
て
、
義
務
を
不
完
全
義
務
と
完
全
義
務
に
分
け
て
い
る
。
こ
の
一
一
種
類
の
義
務
は
、

さ
ら
に
、
自
己
に
対
す
る
義
務
と
他
人
に
対
す
る
義
務
へ
と
分
割
さ
れ
、
四
つ
の
義
務
が
区
別
さ
れ
る
。
ぐ
ぬ
］
・
国
已
』
ぐ
》
、
台
』
『
『
・
第
七

巻
、
六
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
羽
）
ぐ
、
」
・
○
・
Ｏ
Ｂ
ｍ
Ｂ
目
員
四
・
○
ず
の
８
吋
〈
餌
『
の
、
．
）
・
尻
目
ニ
ロ
ロ
ロ
目
、
罰
の
。
彦
己
の
村
田
二
ｍ
Ｐ
三
号
：
旨
、
】
ｃ
忠
・

（
佃
）
宍
：
一
．
ロ
ワ
閂
の
曰
く
の
吋
日
の
旨
、
幻
の
。
ご
『
Ｐ
Ｅ
ｍ
冨
の
ｐ
ｍ
９
の
已
后
す
の
目
旨
、
の
ロ
・
国
□
・
言
．
ｍ
・
禽
黒
｛
・
全
集
第
十
六
巻
、
二
一
五
頁
以
下
。

』
函
■
」
の
、
②
，

国
』
・
く
め
・
９
．
第
十
一
巻
、
一
七
七
頁
。

尻
ｐ
ロ
ー
・
言
の
←
Ｐ
ｂ
ご
ｍ
民
。
閂
、
三
の
Ｐ
ｍ
ｇ
ぐ
［
・
の
・
圏
○
・
第
八
巻
、
四
八
頁
。

尻
目
←
・
ｏ
２
ａ
－
①
、
巨
口
囚
国
ｇ
ぐ
閂
．
⑰
．
』
巳
・
第
七
巻
、
六
一
一
一
頁
。

国
９
コ
》
ｍ
・
台
垣
・
第
七
巻
、
七
五
頁
。

国
□
》
弓
》
の
．
←
農
・
第
七
巻
、
八
二
頁
。

ｍ
ｅ
弓
．
ｍ
・
溢
垣
・
第
七
巻
、
八
八
－
八
九
頁
。

国
。
》
。
》
の
．
←
ｇ
‐
四
・
第
七
巻
、
三
五
－
一
一
一
六
頁
。

宍
己
ぐ
》
国
旦
ぐ
》
、
。
】
Ｐ
臼
・
第
七
巻
、
’
五
八
、
一
七
一
頁
。

以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
少
・
雪
の
』
］
日
の
『
》
固
言
房
目
且
□
旨
］
◎
四
○
・
の
ｏ
ｇ
１
ｏ
戸
口
の
】
○
の
）
の
、
の
目
の
一
一
口
、
汚
冒
、
一
○
・
四
○
［
【
の
．

【
目
←
⑩
百
一
の
ｍ
ｏ
１
ｍ
８
の
『
ロ
日
ロ
の
『
ｇ
】
ご
巴
い
【
『
】
←
の
『
旨
日
旦
の
、
の
】
三
一
ロ
ゴ
の
。
を
参
照
。

く
、
］
・
」
。
：
亘
日
少
巨
】
『
し
、
□
の
屡
の
口
の
⑩
ロ
ロ
旨
の
『
、
巳
』
巴
の
目
ｐ
ｍ
ｍ
ｂ
ｏ
⑪
二
Ｐ
一
ｍ
目
尻
Ｐ
員
、
固
晉
房
・
旨
“
Ｚ
の
口
の
出
の
『
←
の
胃
『
勺
亘
一
．
叩
。
己
亘
の
三
四
・


