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︿
双
書
現
代
倫
理
学
﹀
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
編
ま
れ
た
こ
の
﹃
現
代
倫
理
学
基
本
論
文
集
﹄
全
三
巻
は
︑
二
〇
世
紀

半
ば
以
降
の
英
米
圏
に
お
け
る
倫
理
学
の
展
開
を
追
う
上
で
︑
ま
ず
お
さ
え
て
お
く
べ
き
重
要
文
献
を
集
成
し
た
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
で
あ
る
︒

第
Ⅰ
巻
は
メ
タ
倫
理
学
︑
第
Ⅱ
巻
お
よ
び
第
Ⅲ
巻
は
規
範
倫
理
学
の
分
野
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
画
期
的
な
主
題
や
問
い

を
提
示
し
た
記
念
碑
的
文
献
を
採
録
し
て
い
る
︒︵
そ
の
た
め
︑
論
文
集

0

0

0

と
銘
打
っ
て
は
い
る
が
︑
文
献
の
重
要
度
な
ど
に
鑑
み
︑
制

度
化
さ
れ
た
狭
義
の
論
文
だ
け
で
は
な
く
︑
著
書
か
ら
の
抜
粋
を
採
録
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
ま
た
︑
現
代
倫
理
学
に
巨
大
な
足
跡
を
残

し
て
い
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ウ
ィ
ギ
ン
ズ
︑
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
ダ
ウ
ェ
ル
︑
サ
イ
モ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
︑
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
著
作
に
関
し
て
は
︑︿
双
書
現
代
倫
理
学
﹀
シ
リ
ー
ズ
内
に
お
い
て
個
々
に
単
独
の
巻
を
刊
行
し
て
い
る
た
め
︑
今
回
の
﹃
現
代
倫
理
学

基
本
論
文
集
﹄
に
は
採
録
し
て
い
な
い
︒︶

そ
の
う
ち
︑
こ
こ
に
他
巻
に
先
駆
け
て
上
梓
す
る
第
Ⅲ
巻
は
︑
契
約
論
お
よ
び
契
約
主
義
︑
そ
し
て
徳
倫
理
学
に
関
す
る

主
要
な
文
献
を
収
め
て
い
る
︒

本
巻
に
入
っ
て
い
る
各
文
献
の
概
要
や
位
置
づ
け
な
ど
に
関
し
て
は
︑
監
訳
者
解
説
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
︒
こ
こ
で
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は
︑
こ
の
三
巻
本
が
成
立
し
た
経
緯
を
簡
単
に
説
明
す
る
︒

勁
草
書
房
編
集
部
が
大
庭
健
さ
ん
│
│
生
前
の
御
本
人
の
意
向
を
尊
重
し
︑
敢
え
て
﹁
先
生
﹂
と
は
呼
ば
な
い
│
│
に
論

文
集
の
編
纂
を
打
診
し
た
の
は
︑
十
年
以
上
前
の
二
〇
一
〇
年
に
遡
る
︒
メ
タ
倫
理
学
と
規
範
倫
理
学
の
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ

一
巻
ず
つ
刊
行
す
る
企
画
が
立
て
ら
れ
︑
二
〇
一
二
年
初
頭
に
は
収
録
文
献
が
確
定
し
︑
訳
者
の
選
定
も
大
庭
さ
ん
の
構
想

に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
た
︒

し
か
し
そ
れ
以
降
︑
大
庭
さ
ん
は
体
調
を
崩
さ
れ
︑
監
訳
の
作
業
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
企
画
は
事
実
上
中
断
す

る
こ
と
と
な
っ
た
︒
病
状
が
悪
化
す
る
な
か
︑
大
庭
さ
ん
は
監
訳
の
作
業
を
奥
田
と
古
田
に
託
し
た
後
︑
惜
し
く
も
二
〇
一

八
年
一
〇
月
に
逝
去
さ
れ
た
︒

そ
の
後
︑
奥
田
と
古
田
の
両
名
な
ら
び
に
勁
草
書
房
編
集
部
の
土
井
美
智
子
氏
が
三
人
で
協
議
を
重
ね
な
が
ら
︑
企
画
の

再
起
動
と
再
検
討
を
行
っ
た
︒
特
に
︑
規
範
倫
理
学
の
文
献
に
関
し
て
は
訳
稿
の
分
量
が
嵩
ん
だ
た
め
︑
当
初
の
予
定
を
変

更
し
て
二
分
冊
で
刊
行
す
る
判
断
を
下
し
た
︒
そ
の
結
果
︑︿
第
Ⅰ
巻 

メ
タ
倫
理
学
篇
﹀︑︿
第
Ⅱ
巻 

規
範
倫
理
学
篇
①
﹀︑

︿
第
Ⅲ
巻 

規
範
倫
理
学
篇
②
﹀
と
い
う
三
巻
本
の
か
た
ち
に
最
終
的
に
落
ち
着
い
た
︒

ま
た
︑
企
画
の
立
ち
上
げ
か
ら
す
で
に
相
当
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
︑
刊
行
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ

を
図
る
た
め
に
︑
第
Ⅰ
巻
の
監
訳
作
業
は
奥
田
が
︑
第
Ⅱ
巻
と
第
Ⅲ
巻
の
監
訳
作
業
は
古
田
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
行
う
体

制
に
変
更
し
た
︒︵
と
は
い
え
︑
企
画
全
体
の
進
行
は
︑
奥
田
・
古
田
・
土
井
の
チ
ー
ム
で
終
始
協
力
し
て
担
っ
て
き
た
こ
と
は
︑
こ
こ

に
記
録
し
て
お
き
た
い
︒︶

二
〇
二
〇
年
に
は
す
べ
て
の
巻
の
訳
稿
が
揃
い
︑
そ
れ
と
前
後
し
て
︑
訳
者
同
士
で
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
や
︑
専
門
家
に
よ
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る
外
部
チ
ェ
ッ
ク
︑
監
訳
者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
を
繰
り
返
し
︑
訳
稿
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
し
て
き
た
︒
思
い
も
か
け

ず
か
な
り
長
い
道
の
り
と
な
っ
た
が
︑
い
ま
よ
う
や
く
︑
第
Ⅲ
巻
の
刊
行
に
漕
ぎ
着
け
る
こ
と
が
で
き
た
︒
今
後
も
随
時
︑

第
Ⅱ
巻
︑
第
Ⅰ
巻
の
順
に
刊
行
が
続
く
予
定
で
あ
る
︒

こ
の
﹃
現
代
倫
理
学
基
本
論
文
集
﹄
全
三
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
れ
も
︑
大
庭
健
と
い
う
︑
九
〇
年
代
以
降
日
本

の
倫
理
学
界
を
牽
引
し
て
き
た
碩
学
が
厳
選
し
た
必
読
の
文
献
で
あ
り
︑
そ
の
選
定
自
体
に
︑
彼
が
捉
え
て
き
た
倫
理
学
の

風
景
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
︒

大
庭
さ
ん
は
常
に
︑
次
の
世
代
に
よ
っ
て
本
格
的
な
哲
学
的
倫
理
学
の
議
論
が
新
た
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
き
た
︒

今
回
の
訳
業
が
そ
の
ひ
と
つ
の
礎
を
与
え
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
︑
監
訳
者
と
し
て
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
︒

奥
田
太
郎

古
田
徹
也
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な
お
︑
同
書
前
半
部
の
メ
タ
倫
理
学
上
の
理
論
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
岡
本
慎
平
﹁
Ｔ
．
Ｍ
．
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
と
価
値
の
責
任

転
嫁
説
明
│
│「
理
由
へ
の
転
回
」
の
里
程
標
﹂︵﹃
フ
ィ
ル
カ
ル
﹄
三
︵
一
︶︑
二
〇
一
八
年
︑
四
二
～
八
〇
頁
︶
に
お
い
て
︑
詳
し

い
紹
介
と
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
安
倍
里
美
﹁
理
由
の
規
範
性
に
よ
っ
て
義
務
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
│
│

ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
議
論
を
理
由
中
心
主
義
の
観
点
か
ら
評
価
す
る
﹂︵﹃
先
端
倫
理
研
究
﹄
一
二
︑
二
〇
一
八
年
︑
五
～
二
六
頁
︶
お

よ
び
﹁
価
値
と
理
由
の
関
係
は
双
条
件
的
な
の
か
│
│
価
値
の
バ
ッ
ク
パ
ッ
シ
ン
グ
説
明
論
の
擁
護
﹂︵﹃
倫
理
学
年
報
﹄
六
八
︑

二
〇
一
九
年
︑
二
一
五
～
二
二
九
頁
︶
も
︑
ス
キ
ャ
ン
ロ
ン
の
理
由
中
心
主
義
的
理
論
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
行
っ
て
い

る
︒

第
II
部
　
徳
倫
理
学
、
ま
た
は
そ
の
先
駆

︽
3
︾
第
三
章　

Ｇ
・
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
﹁
現
代
道
徳
哲
学
﹂︵
一
九
五
八
年
︶

現
代
倫
理
学
を
代
表
す
る
論
攷
の
ひ
と
つ

Ｇ
・
Ｅ
・
Ｍ
・
ア
ン
ス
コ
ム
は
︑
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
高
弟
で
あ
り
︑
彼
の
遺
稿
の
管
理
人
お
よ
び
英
訳
者
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
い
ま
や
そ
れ
以
上
に
︑
現
代
の
英
語
圏
を
代
表
す
る
哲
学
者
の
ひ
と
り
と
い
う
評
価
が
確
立
し
て

い
る
︒
な
か
で
も
︑
本
書
で
取
り
上
げ
る
ア
ン
ス
コ
ム
の
論
文
﹁
現
代
道
徳
哲
学
﹂
は
︑
倫
理
学
の
分
野
に
お
け
る
彼
女
の

仕
事
の
な
か
で
最
も
著
名
な
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
実
際
︑
本
論
文
は
︑
現
代
に
お
い
て
徳
倫
理
学
の
復
興
を
準
備
し
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た
と
も
言
わ
れ
る
画
期
的
な
仕
事
で
あ
る
︒︵
な
お
︑
現
代
の
徳
倫
理
学
の
特
徴
に
つ
い
て
は
︑
後
の
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ロ
ー
ト
﹁
行
為

者
基
底
的
な
徳
倫
理
学
﹂
の
解
説
に
お
い
て
触
れ
る
︒︶

本
論
文
の
主
張
は
︑
次
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
︒

①
現
時
点
で
は
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
︑
意
図
や
動
機
︑
あ
る
い
は
性
格
と
い
っ
た
︑
心
理
に
ま
つ
わ
る
適
切
な
哲
学
を

手
に
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
を
手
に
す
る
ま
で
は
︑
道
徳
哲
学
を
研
究
す
る
こ
と
は
有
益
で
は
な
い
︒

②
道
徳
的
な
意
味
で
の
﹁
義
務
﹂
や
﹁
正
し
さ
﹂︑﹁
べ
き
﹂
と
い
っ
た
概
念
は
︑
倫
理
を
神
の
法
と
い
う
観
点
か
ら

理
解
す
る
昔
の
︵
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
︶
捉
え
方
を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
種
の
捉
え
方
な

し
で
は
上
記
の
諸
概
念
は
意
味
を
成
さ
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
も
は
や
こ
の
種
の
捉
え
方
を
共
有
し
て
い
な
い
現
代

の
わ
れ
わ
れ
は
︑
上
記
の
諸
概
念
を
放
棄
す
る
べ
き
で
あ
る
︒

③
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
以
降
︑
今
日
に
至
る
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
の
諸
々
の
道
徳
哲
学
の
間
に
見
ら
れ
る
違
い
に
重
要
な
と

こ
ろ
は
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
皆
︑
帰
結
主
義
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
︑
共
通
の
根
本

的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
︒

ア
ン
ス
コ
ム
は
こ
れ
ら
三
つ
の
過
激
な
テ
ー
ゼ
を
︑
行
き
つ
戻
り
つ
︑
か
な
り
錯
綜
し
た
仕
方
で
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
︑

こ
の
論
文
に
﹁
難
解
﹂
と
い
う
悪
名
が
つ
い
て
ま
わ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
︒
一
読
し
た
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
そ
の
内

容
を
消
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ゆ
え
以
下
で
は
︑
論
文
の
構
成
を
適
宜
組
み
替
え
た
り
例
を
改
変
し
た
り
し
つ
つ
︑
他
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の
論
攷
の
解
説
よ
り
も
幾
分
丁
寧
に
︑
そ
の
議
論
の
内
実
を
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒

テ
ー
ゼ
①
を
め
ぐ
っ
て

ま
ず
ア
ン
ス
コ
ム
が
強
調
す
る
の
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
と
現
代
の
道
徳
哲
学
の
噛
み
合
わ
な
さ
だ
︒﹃
ニ
コ

マ
コ
ス
倫
理
学
﹄
等
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
︑
道
徳
的
な

0

0

0

0

非
難
や
義
務
や
善
と
い
っ
た
概
念
に
議
論
の
中
心
を
置
い

て
個
別
に
論
じ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
な
い
│
│
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
感
じ
︑
そ
れ
が
な
ぜ
か
と
疑
問
を
覚
え
る
と
し
た

ら
︑
道
徳
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
捉
え
方
が
現
代
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒
し
か
も
︑
そ
う
し

た
現
代
風
の
捉
え
方
に
は
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
が
ア
ン
ス
コ
ム
の
基
本
的
な
立
場
だ
が
︑
そ
の
点
は
後
で
語
ら
れ

る
︒
さ
し
あ
た
り
論
文
の
冒
頭
部
で
は
︑
現
代
の
道
徳
哲
学
の
方
向
性
に
直
接
資
す
る
よ
う
な
知
見
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

倫
理
学
か
ら
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
点
が
確
認
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
れ
ば
︑
ジ
ョ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
︵
一
六
九
二
～
一
七
五
二
︶
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
︵
一

七
一
一
～
七
六
︶︑
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
︵
一
七
二
四
～
一
八
〇
四
︶︑
そ
し
て
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
︵
一
七
四
八
～
一
八
三

二
︶
お
よ
び
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
︵
一
八
〇
六
～
七
三
︶
と
い
う
︑
し
ば
し
ば
現
代
の
道
徳
哲
学
の
源
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
論
者

た
ち
も
︑
実
は
︑
道
徳
的
な

0

0

0

0

非
難
や
義
務
や
善
に
関
し
て
直
接
的
な
見
識
を
与
え
て
は
く
れ
な
い
︒
た
だ
し
そ
の
理
由
は
︑

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
探
究
の
方
向
性
や
諸
概
念
の
捉
え
方
自
体
が
現
代
の
道
徳
哲
学
と
異
な
る
か
ら
︑
と
い
う
よ
り

も
︑
彼
ら
の
理
論
自
体
に
明
確
な
欠
点
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
︒
以
下
︑
ア
ン
ス
コ
ム
の
指
摘
を
列
挙
し
よ
う
︒

ま
ず
︑
バ
ト
ラ
ー
は
︑
欲
求
や
自
己
愛
な
ど
に
対
す
る
良
心
に
よ
る
監
督
を
称
揚
す
る
け
れ
ど
も
︑
人
間
は
と
き
に
良
心
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に
導
か
れ
て
下
劣
な
行
為
を
な
し
う
る
と
い
う
︑
当
た
り
前
の
事
実
に
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
︒

ま
た
︑
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
︙
︙
で
あ
る
﹂
と
い
う
真
理
な
い
し
事
実
か
ら
︑﹁
︙
︙
べ
き
﹂
と
い
う
道
徳
的
判
断
は
導
け
な

い
と
論
じ
た
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
の
ギ
ロ
チ
ン
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
道
徳
的
判
断
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
な
か

た
ち
で
真
理
︵
事
実
︶
を
定
義
し
た
上
で
︑
真
理
か
ら
道
徳
的
判
断
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
︑
ま
さ
し
く
論
点
先
取
を
犯
し

て
い
る
︒
ま
た
︑
彼
の
議
論
に
従
う
な
ら
ば
︑﹁
で
あ
る
﹂
か
ら
は
﹁
べ
き
︵ought

︶﹂
と
同
様
に
︑﹁
負
っ
て
い
る
︵ow

e

︶﹂

や
﹁
必
要
が
あ
る
︵need
︶﹂
も
導
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
︑
こ
れ
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
結
論
で
あ
る
︒︵
な

ぜ
受
け
入
れ
な
い
か
に
つ
い
て
は
後
で
議
論
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
に
は
︑
歴
史
的
状
況
を
鑑
み
れ
ば
一
理
あ
る
と

も
言
え
る
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
も
後
述
さ
れ
る
︒︶

さ
ら
に
︑
カ
ン
ト
は
︑
自
身
の
道
徳
哲
学
の
基
本
的
な
原
理
と
し
て
﹁
自
己
立
法
︵
自
己
が
自
己
に
対
し
て
法
を
立
て
る
︶﹂

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
導
入
し
た
が
︑
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
明
ら
か
に
馬
鹿
げ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
立
法
と
い
う
概
念
は

そ
も
そ
も
︑
立
法
者
が
他
者
│
│
立
て
ら
れ
た
法
に
従
う
べ
き
者
︑
た
と
え
ば
個
々
人
│
│
に
優
る
権
力
を
有
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
か
ら
だ
︒︵
そ
れ
ゆ
え
︑
立
法
者
は
神
や
王
︑
議
会
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
︒︶
ま
た
︑
な
す
べ
き
行
為
の
規

準
な
い
し
規
則
を
カ
ン
ト
は
定
式
化
し
よ
う
と
し
た
が
︑
そ
こ
に
は
︑
何
が
そ
の
行
為
の
有
意
味
な
記
述
と
さ
れ
る
の
か
に

関
す
る
規
定
が
抜
け
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
殺
人
鬼
に
追
わ
れ
て
い
る
友
人
Ａ
を
家
に
匿
っ
て
い
る
と
し
よ
う
︒
こ
の
と
き
︑

家
に
押
し
入
っ
て
き
た
殺
人
鬼
に
対
し
て
︑﹁
Ａ
は
こ
の
家
に
は
い
な
い
﹂
と
言
う
こ
と
は
︑
一
方
で
は
﹁
嘘
を
つ
く
﹂
と

い
う
行
為
と
し
て
記
述
さ
れ
う
る
が
︑
他
方
で
は
︑﹁
殺
人
鬼
か
ら
友
人
を
助
け
る
﹂
と
い
う
行
為
と
し
て
も
記
述
さ
れ
う

る
︒
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
点
を
適
切
に
考
慮
で
き
て
い
な
い
の
だ
︒



290

ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
の
問
題
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
快
﹂
と
い
う
概
念
の
不
可
解
さ
︑
捉
え
が
た
さ
と
い
う
も
の
に
気
づ
い
て
い

な
い
点
に
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
ジ
レ
ン
マ
﹄︵
篠
澤
和
久
訳
︑
勁
草
書
房
︑
一
九
九
七
年
︶
第
四

章
に
お
い
て
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
快
﹂
と
は
身
体
的
な
苦
痛
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
感
覚
的
体
験

で
あ
る
︑
と
い
う
近
代
以
降
の
通
念
は
様
々
な
点
で
問
題
が
あ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
そ
う
し
た
内
的
印
象
と
し
て
の
﹁
快
﹂

に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
の
動
機
等
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

さ
ら
に
ま
た
︑
ミ
ル
の
理
論
に
は
カ
ン
ト
と
同
様
の
問
題
も
あ
る
︒
ミ
ル
は
︑
行
為
が
多
様
な
仕
方
で
記
述
さ
れ
う
る
と

い
う
こ
と
に
十
分
に
考
え
が
及
ん
で
い
な
い
︒
あ
る
行
為
が
功
利
に
基
づ
く
何
ら
か
の
原
理
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
と
し
て
も
︑

そ
の
行
為
は
別
の
多
様
な
原
理
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
よ
う
に
も
再
記
述
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ア
ン
ス
コ
ム
は
以
上
の
よ
う
に
︑
行
為
を
導
く
動
機
や
規
則
︑
道
徳
的
判
断
な
ど
の
原
理
︑
あ
る
い
は
行
為
そ
の
も
の
に

つ
い
て
︑
近
代
の
道
徳
哲
学
者
た
ち
の
理
論
が
抱
え
る
欠
陥
を
列
挙
し
︑
そ
の
延
長
線
上
で
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
︒

心
理
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
の
分
析
を
適
切
に
遂
行
す
る
哲
学
を
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
手
に
し
て
い
な
い
︒
何
が
行
為
の
有
意
味

な
記
述
と
さ
れ
る
の
か
︒
ま
た
︑
意
図
や
動
機
︑
判
断
︑
性
格
な
ど
に
よ
っ
て
行
為
の
記
述
が
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
る
の

か
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
︑
意
図
や
動
機
と
は
い
か
な
る
概
念
な
の
か
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
行
為
へ
と
例
化
さ
れ
る
﹁
徳
﹂
と
は

ど
の
よ
う
な
種
類
の
性
格
な
の
か
︒
│
│
こ
れ
ら
の
問
い
に
応
え
る
べ
き
哲
学
が
︑
目
下
の
と
こ
ろ
欠
け
て
い
る
の
だ
︒

ア
ン
ス
コ
ム
に
よ
れ
ば
︑
心
理
に
ま
つ
わ
る
そ
う
し
た
適
切
な
哲
学
を
構
築
す
る
ま
で
は
︑﹁
不
正
な
行
為
﹂
と
か
﹁
正

義
﹂
と
い
う
徳
と
い
っ
た
も
の
を
め
ぐ
る
研
究
│
│
つ
ま
り
︑
道
徳
哲
学
な
い
し
倫
理
学
の
研
究
│
│
を
行
っ
て
も
益
は
な

い
︒︵
そ
し
て
︑
こ
の
論
文
の
前
年
の
一
九
五
七
年
に
彼
女
が
上
梓
し
た
﹃
イ
ン
テ
ン
シ
ョ
ン
﹄︵
菅
豊
彦
訳
︑
産
業
図
書
︑
一
九
八
四
年
︶
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は
︑
こ
う
し
た
意
味
で
の
心
理
に
ま
つ
わ
る
哲
学
を
彼
女
自
身
で
開
拓
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
と
し
て
捉
え
う
る
だ
ろ
う
︒︶

ヒ
ュ
ー
ム
の
ギ
ロ
チ
ン
が
明
る
み
に
出
す
、
近
代
以
降
の
道
徳
概
念
の
歪
み

こ
の
よ
う
し
て
ア
ン
ス
コ
ム
は
前
掲
の
テ
ー
ゼ
①
を
示
す
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
と
平
行
し
て
︑
論
文
全
体
に
か
か
わ
る
重
要

な
論
点
も
提
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
事
実
の
相
対
的
な
厳
然
性
︵bruteness

：
生な

ま

さ
︶
と
彼
女
が
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え

ば
︑
以
下
の
三
つ
の
文
を
見
て
み
よ
う
︒

A
私
が
店
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
百
個
を
注
文
し
︑
店
が
そ
れ
を
供
給
し
︑
私
に
請
求
書
が
送
ら
れ
た
の
が
現
状
で
あ
る

0

0

0

︒

B
私
は
店
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
百
個
の
代
金
分
の
債
務
を
負
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

︵ow
e

︶︒

C
私
は
店
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
百
個
の
代
金
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

︵ought

︶︒

こ
こ
で
ア
ン
ス
コ
ム
は
︑
A
が
表
し
て
い
る
事
実
は
︑
B
が
表
し
て
い
る
事
実
に
対
し
て
相
対
的
に
厳
然
た
る
事
実
で
あ

る
│
│
生な
ま

の
事
実
︑
剝
き
出
し
の
事
実
で
あ
る
│
│
と
い
う
表
現
の
仕
方
を
す
る
︒
そ
し
て
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
A
か
ら

B
へ
は
︑
論
理
的
な
導
出
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
︑
全
く
無
理
の
な
い
自
然
な
移
行
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
少
な
く
と
も
上
記
の
例
の
場
合
︑﹁
で
あ
る
﹂
か
ら
﹁
負
っ
て
い
る
﹂
の
移
行
は
不
可
能
と
す
る
の

は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒

で
は
︑
B
か
ら
C
の
移
行
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
移
行
も
無
理
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹁ought

︵
べ
き
︶﹂
が
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﹁ow
e

︵
負
っ
て
い
る
︶﹂
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
尚
更
だ
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
B
と
C
の
違
い
も

ま
た
︑
事
実
の
厳
然
さ
の
程
度
差
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
し
か
し
︑
ヒ
ュ
ー
ム
に
従
う
な
ら
﹁
で
あ
る
﹂
か
ら
﹁
べ

き
﹂
へ
の
移
行
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
だ
︒
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
ギ
ロ
チ
ン
は
︑
B
と
C
の
間
に
落
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ

ろ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
本
当
は
A
と
B
の
間
に
す
で
に
落
と
し
て
お
く
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ア
ン
ス
コ
ム
の
考
え
で
は
︑
A
と
B
と
C
の
違
い
は
︑
事
実
の
厳
然
さ
の
相
対
的
な
違
い
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
場
合
に
は
│
│
す
な
わ
ち
︑﹁
負
っ
て
い
る
﹂
や
﹁
べ
き
﹂
を
あ
る
種
の
事
実
を
示
す
表
現
と
し
て
捉
え
た
場
合
に

は
│
│
︑
A
か
ら
C
に
至
る
ま
で
の
移
行
︑
す
な
わ
ち
︑﹁
で
あ
る
﹂
か
ら
﹁
べ
き
﹂
へ
の
移
行
は
自
然
に
可
能
で
あ
る
︒

︵
同
様
に
彼
女
は
︑﹁
で
あ
る
﹂
か
ら
﹁
必
要
で
あ
る
︵need

︶﹂
へ
の
移
行
に
も
不
自
然
な
と
こ
ろ
は
な
い
と
指
摘
す
る
︒
な
お
︑
そ
の
よ

う
に
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ン
ス
コ
ム
は
︑﹁
負
っ
て
い
る
﹂︑﹁
べ
き
﹂︑﹁
必
要
﹂
と
い
っ
た
概
念
が
︑
価
値
で
は
な
く

0

0

0

0

事
実
の
範
疇
で

あ
る
︑
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
ヒ
ュ
ー
ム
の
ギ
ロ
チ
ン
が
示
唆
す
る
よ
う
な
事
実
と
価
値
の
二
分
法
自
体
に
疑
義
を

示
し
︑
後
に
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
厚
い
概
念
︵
あ
る
い
は
︑
濃
い
概
念
︶﹂
へ
と
倫
理
学
的
探
究
の
矛
先
を

向
け
る
よ
う
促
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒︶

た
だ
し
︑
彼
女
に
よ
れ
ば
︑﹁
べ
き
﹂
を
特
に
近
代
以
降
の
特
異
な
道
徳
概
念
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑﹁
で
あ
る
﹂
か
ら

﹁
べ
き
﹂
へ
の
移
行
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
う
通
り
不
可
能
だ
と
い
う
︒
こ
の
点
で
彼
女
は
ヒ
ュ
ー
ム
を
皮
肉
交
じ
り
に
賞
賛
し

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
彼
女
に
よ
れ
ば
ヒ
ュ
ー
ム
は
︑﹁
で
あ
る
﹂
と
﹁
べ
き
﹂
の
間
に
ギ
ロ
チ
ン
を
落
と
す
こ
と
に
よ
っ

て
︑
近
代
以
降
の
道
徳
に
ま
つ
わ
る
諸
概
念
が
何
か
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
│
│
も
っ
と
言
え
ば
︑
歪
ん
だ
も
の
で
あ
り
︑

打
ち
棄
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
│
│
を
︑
そ
れ
と
知
ら
ず
に
明
る
み
に
出
し
て
い
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒


