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はじめに

は
じ
め
に
─
─
徳
本
位
の
代
替
案
？

自
分
た
ち
が
貪
欲
で
、
臆
病
で
、
短
気
で
、
自
惚
れ
屋
で
、
社
会
に
お
け
る
振
る
舞
い
方
の
規
則
に
従
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
規
則
を
紙
の
上
に
書
き
出
し
て
み
る
こ
と
に

何
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
社
会
制
度
や
経
済
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
考
慮
し
な

く
て
よ
い
、
真
剣
に
考
慮
す
べ
き
で
な
い
な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、

個
々
の
人
び
と
の
勇
気
や
無
私
無
欲
の
精
神
が
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
制
度
で
あ
れ
決
し
て
適
切
に
機
能

し
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
う
し
た
考
察
は
絵
空
事
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
…
…
（
略
）
…
…
法
で
善
良
な
人
び
と
を
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
善
良
な
人

び
と
が
い
な
け
れ
ば
、
善
い
社
会
は
成
立
し
な
い
。
個
人
の
内
な
る
道
徳
性
…
…
（
略
）
…
…
に
つ
い
て

考
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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性
格
と
環
境
倫
理
学

　
環
境
に
つ
い
て
の
公
的
論
議
は
も
っ
ぱ
ら
法
律
や
規
制
の
用
語
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
せ
い
で
環
境
倫
理
学
は
、
ど
の
よ
う

な
活
動
が
許
可
さ
れ
る
べ
き
か
、
も
し
く
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
固
執
し
が
ち
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
は
人

の
性
格
で
は
な
く
振
る
舞
い
に
つ
い
て
法
を
制
定
す
る
の
で
あ
り
、
政
策
も
考
え
方
で
は
な
く
行
動
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所

に
よ
る
基
準
の
運
用
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
行
動
し
、
政
策
を
推
し
進
め
、
法
案
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
す
る
の
は
、
性
格
特
性

や
考
え
方
や
気
質
と
い
う
も
の
を
備
え
た
人
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
山
頂
除
去
方
式
に
よ
る
採
炭
や
湿
地
の
埋
め
立
て
や

毒
餌
に
よ
る
狼
駆
除
を
非
難
し
た
り
、
法
律
家
や
法
廷
、
そ
し
て
一
般
市
民
を
前
に
主
張
を
行
う
か
た
わ
ら
、
人
の
性
格
に
つ
い
て
も
検

討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
人
が
環
境
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
う
か
は
、
そ
の
人
の
考
え
方
に
影
響
さ
れ
る
。
環
境
の
乱
開
発
を

引
き
起
こ
す
主
な
原
因
は
、
自
然
は
人
間
の
欲
求
や
ニ
ー
ズ
を
満
た
す
た
め
の
資
源
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
方
に
あ
る
。
多
く
の
人
は

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
が
『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』
の
序
文
で
述
べ
て
い
る
通
り
、「
私
た
ち

が
土
地
を
乱
用
す
る
の
は
、
土
地
を
私
た
ち
が
所
有
す
る
商
品
と
見
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
土
地
を
自
分
た
ち
が
所
属
す
る
共
同
体

と
し
て
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
愛
情
と
敬
意
を
持
っ
て
土
地
を
使
う
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い1
」。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
本
章
冒
頭

の
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
に
よ
る
一
節
の
要
点
を
環
境
問
題
の
文
脈
で
具
体
化
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
社
会
を
そ
の
自
然
環
境
と
の
関
係
も
含

め
て
改
善
し
よ
う
と
い
う
試
み
も
、
実
行
に
移
す
た
め
の
性
格
と
献
身
性
が
そ
の
市
民
に
欠
落
し
て
い
る
と
し
た
ら
絵
空
事
で
し
か
な
い

だ
ろ
う
。

　
環
境
に
つ
い
て
の
好
ま
し
い
性
格
は
、
適
切
な
行
為
に
つ
な
が
る
が
ゆ
え
に
有
益
だ
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
性
格
の
持
ち
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主
の
た
め
に
も
な
る
。
自
然
に
感
謝
し
、
敬
意
を
抱
き
、
感
嘆
の
念
を
抱
き
、
自
然
を
愛
す
る
人
は
、
自
然
と
の
関
わ
り
に
や
り
が
い
や

充
足
感
、
そ
し
て
安
ら
ぎ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
科
学
者
で
あ
れ
門
外
漢
で
あ
れ
、
地
球
の
美
し
さ
と
神
秘
に
囲
ま
れ
た
人
は
決

し
て
孤
独
で
は
な
く
、
人
生
に
倦
む
こ
と
も
な
い2
」
と
レ
イ
チ
ェ
ル
・
カ
ー
ソ
ン
〔『
沈
黙
の
春
』
で
知
ら
れ
る
環
境
保
護
活
動
家
：
以
降
と

く
に
注
記
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
訳
者
に
よ
る
注
〕
は
述
べ
た
。
そ
し
て
ジ
ョ
ン
・
ミ
ュ
ー
ア
〔「
国
立
公
園
の
父
」
と
評
さ
れ
る
環
境
保
護
活

動
家
〕
は
「
誰
も
が
パ
ン
と
同
じ
よ
う
に
美
を
必
要
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
自
然
に
癒
さ
れ
、
心
身
に
力
を
も
ら
し
て
く
れ
る
、
遊
び

や
祈
り
の
場
も
必
要
で
あ
る3
」
と
信
じ
て
い
た
。
自
然
を
受
け
入
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
自
然
は
歓
び
と
安
ら
ぎ
、
再
生
、
そ
し
て
知

識
の
安
定
し
た
源
泉
と
な
る
。

　
以
上
の
予
備
的
考
察
は
、
人
の
性
格
と
環
境
の
関
係
に
見
ら
れ
る
多
様
さ
と
豊
か
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
適
切
な
環
境
倫
理
に
は
、
こ

の
複
雑
さ
を
均
一
化
し
た
り
歪
め
た
り
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
る
だ
け
の
、
記
述
的
お
よ
び
評
価
的
な
リ
ソ
ー
ス
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
徳
と
悪
徳
の
言
語
は
こ
の
リ
ソ
ー
ス
を
提
供
す
る
。
ル
ー
ク
・
フ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ン
ス
フ
ェ
ー
ン
は
、
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
徳
の
言

語
の
歴
史
と
進
展
に
つ
い
て
の
傑
出
し
た
著
作
で
「
生
態
学
に
鋭
敏
な
哲
学
や
神
学
や
倫
理
学
の
文
献
で
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
徳
の
言

語
を
組
み
込
ん
で
い
な
い
も
の
を
い
ま
だ
か
つ
て
目
に
し
た
こ
と
が
な
い4
」
と
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ン
ス
フ
ェ
ー
ン
は
、
現
代
の
環
境
倫

理
学
の
文
献
に
登
場
し
た
一
八
九
の
徳
の
用
語
と
一
七
四
の
悪
徳
の
用
語
の
一
覧
を
作
成
し
、
徳
の
言
語
の
使
用
が
不
可
欠
で
、
多
様
で
、

弁
証
法
的
で
、
動
的
で
、
そ
し
て
先
見
的
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
徳
の
言
語
は
、
た
だ
言
説
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
の
で

は
な
い
。
必
須
な
の
で
あ
る
。
十
分
に
注
意
を
傾
け
れ
ば
、
徳
の
言
語
は
環
境
問
題
へ
の
理
解
と
対
応
力
を
高
め
う
る
評
価
概
念
と
視
点

の
強
力
な
一
式
を
私
た
ち
に
提
示
し
て
く
れ
る
と
ヴ
ェ
ン
ス
フ
ェ
ー
ン
は
結
論
づ
け
る
。
彼
女
が
言
う
よ
う
に
「
も
う
一
つ
の
言
語
、
す

な
わ
ち
も
う
一
つ
の
機
会5
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
、
も
う
一
つ
の
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
が
抱
え
て
い
る
環
境
問
題
は
単
純
で
は
な
く
、
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静
的
な
も
の
で
も
な
い
。
初
期
の
環
境
保
護
主
義
を
支
配
し
て
い
た
原
生
自
然
と
土
地
利
用
の
問
題
は
理
論
（
た
と
え
ば
保
全
や
保
存
、

修
復
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
）
と
実
践
（
た
と
え
ば
国
有
林
に
お
け
る
オ
フ
ロ
ー
ド
車
の
使
用
と
道
路
建
設
、
火
災
抑
制
政
策
、
狼
の
「
管
理
」
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
、
そ
し
て
種
の
保
存
）
の
両
面
で
、
今
な
お
私
た
ち
と
と
も
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
に
と
っ
て
喫
緊
の
環
境
問
題
は
、

土
地
の
利
用
や
「
あ
ち
ら
側
」
の
動
物
相
や
植
物
相
の
扱
い
に
関
わ
る
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に

か
け
て
、
環
境
問
題
は
汚
染
や
化
学
物
質
と
い
う
形
で
、
私
た
ち
の
「
こ
ち
ら
側
」
に
や
っ
て
き
て
、
初
期
の
問
題
と
は
違
っ
た
こ
の
問

題
自
体
の
理
論
的
不
一
致
（
た
と
え
ば
環
境
に
関
す
る
意
思
決
定
の
た
め
の
費
用
便
益
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ
と
自
由
市
場
ア
プ
ロ
ー
チ
、
分
配
的
お

よ
び
手
続
き
的
正
義
ア
プ
ロ
ー
チ
、
そ
し
て
環
境
権
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
い
だ
の
不
一
致
な
ど
）
と
、
実
践
上
の
問
題
（
た
と
え
ば
産
業
用
地
の
区

分
け
や
許
可
証
の
発
行
、
製
造
業
と
消
費
者
の
廃
棄
物
処
理
、
水
道
民
営
化
、
そ
し
て
環
境
正
義
な
ど
）
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
第
一
世
代
の

問
題
と
第
二
世
代
の
問
題
に
加
え
て
、
今
で
は
「
あ
ち
ら
側
」
と
「
こ
ち
ら
側
」
だ
け
で
な
く
、「
い
た
る
と
こ
ろ
」
で
み
ら
れ
る
第
三

世
代
の
問
題
が
あ
る
。
地
球
温
暖
化
や
オ
ゾ
ン
層
の
減
少
や
人
口
増
加
な
ど
の
問
題
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
理
論
上
お
よ
び
実
践
上
の
課
題
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
特
定
の
個
人
に
責
任
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、（
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
）
隔
た
り

の
あ
る
集
団
的
行
為
の
問
題
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
膨
大
な
数
の
決
定
の
、
意
図
せ
ぬ
累
積
的
な
影

響
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
世
代
の
環
境
問
題
は
相
関
関
係
に
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
、
消
費
パ
タ
ー
ン
、
貿

易
政
策
、
共
有
財
の
民
営
化
、
行
政
能
力
、
企
業
の
影
響
力
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
の
問
題
に
も
関
係
し
て
い
る
。
特
定
の
世
代
間
問
題
も

ま
た
、
天
然
資
源
か
ら
消
費
材
へ
と
い
う
同
一
過
程
の
異
な
る
段
階
（
た
と
え
ば
天
然
資
源
の
採
取
、
輸
送
、
精
製
と
製
造
、
消
費
、
そ
し
て

廃
棄
処
理
）
に
お
け
る
問
題
が
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
第
四
世
代
の
問
題
が
姿
を
現
す
こ
と
が
な
い

と
考
え
る
理
由
も
な
い
。
遺
伝
子
工
学
や
ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
Ｓ
Ｆ
の
題
材
で
し
か
な
か
っ
た
環
境
上
の
課
題
を
現
実
の

も
の
に
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
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私
た
ち
が
自
然
環
境
と
の
あ
い
だ
に
築
い
て
い
る
関
係
の
豊
か
さ
と
複
雑
さ
、
そ
し
て
環
境
問
題
の
多
様
性
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
や
連
動

性
を
考
え
る
と
、
環
境
倫
理
学
へ
の
よ
く
知
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
く
が
一
元
論
的
で
あ
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
驚
く
に
値
す
る
。
こ

れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
あ
る
一
つ
の
タ
イ
プ
の
考
慮
事
項
（
た
と
え
ば
生
き
物
の
固
有
の
価
値
〔inherent�w

orth

〕、
感
覚
を
持
つ
存
在
の

利
害
関
心
、
人
の
選
好
、
人
権
、
あ
る
い
は
生
態
系
の
統
合
性
〔integrity

〕）
を
環
境
に
つ
い
て
の
道
徳
的
配
慮
の
根
拠
と
し
て
強
調
し
、

ま
た
こ
の
根
拠
に
も
と
づ
い
て
あ
る
一
つ
の
タ
イ
プ
の
応
答
（
た
と
え
ば
価
値
の
尊
重
、
苦
痛
の
最
小
化
、
選
好
充
足
の
最
大
化
、
権
利
の
尊

重
、
あ
る
い
は
生
態
系
の
統
合
性
維
持
）
を
正
当
化
す
る
。
環
境
問
題
の
多
元
性
と
、
私
た
ち
が
対
応
で
き
る
環
境
存
在
の
多
様
性
お
よ
び

そ
れ
に
対
し
て
考
え
う
る
私
た
ち
の
応
答
の
形
を
考
慮
す
る
と
、
適
切
な
環
境
倫
理
が
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
方
法
で
あ
れ
、
一
元
論
的
な
も

の
で
あ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
一
元
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
そ
の
証
左
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
私
た
ち
と
自
然
環
境
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
、
道
徳
に
関
わ
る
多
く
の
側
面
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
を
と
ら
え

る
こ
と
で
一
定
の
信
憑
性
を
手
に
し
て
い
る
。
自
然
環
境
は
人
間
に
物
質
的
な
財
を
提
供
す
る
。
自
然
に
は
価
値
と
、
人
間
に
よ
る
評
価

に
依
存
し
な
い
価
値
を
備
え
た
個
体
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ケ
ア
的
、
美
的
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的
、
そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
さ
ま

ざ
ま
な
関
係
と
経
験
を
可
能
に
す
る
。
こ
れ
ら
を
単
一
の
道
徳
的
根
拠
で
説
明
し
よ
う
と
し
た
り
、
単
一
の
道
徳
的
応
答
の
様
式
に
当
て

は
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
非
経
済
的
な
財
を
経
済
的
単
位
に
換
算
す
る
た
め
に
支
払
意
思
額
や
仮
想
評
価
の
手
法
を
用
い
る
と
き
と
同
じ
よ

う
に
、
対
象
を
歪
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
道
徳
的
応
答
の
あ
ら
ゆ
る
根
拠
と
形
式
か
ら
、
一
つ
の
共
通
の
道
徳
通
貨
を
抽
出
す
る
方

法
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
私
は
、
一
元
論
的
な
環
境
倫
理
学
は
環
境
が
も
た
ら
す
財
と
価
値
の
多
様
性
に
も
、
環
境
問
題
の
複
雑
性
に
も
、
ま
た
環
境

問
題
が
根
ざ
し
て
い
る
諸
々
の
個
人
的
・
社
会
的
・
文
化
的
・
政
治
的
・
経
済
的
文
脈
に
も
十
分
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
環
境
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
主
張
に
共
感
し
て
い
る
。
し
か
し
、
環
境
倫
理
学
へ
の
多
元
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
ず
し
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
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ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
環
境
が
持
つ
財
や
価
値
に
つ
い
て
の
多
元
論
は
、
環
境
倫
理
学
に
お
け
る
理
論
的
な
い
し
は
基
礎

的
な
事
柄
が
余
計
な
雑
念
で
あ
る
と
か
、
手
に
お
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
相
反
す
る
一

元
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
い
だ
の
実
践
的
・
政
策
的
目
標
の
収
束
に
専
念
す
る
た
め
に
、
そ
う
し
た
事
柄
を
棚
上
げ
す
べ
き
だ
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。
環
境
問
題
へ
の
応
答
性
の
正
当
化
や
基
盤
や
形
態
に
お
け
る
多
元
性
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら

れ
た
環
境
倫
理
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
環
境
保
護
の
一
元
論
と
環
境
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
双
方
へ
の
代
替
案
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

　
私
が
提
唱
す
る
環
境
倫
理
学
に
対
す
る
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
以
下
の
そ
れ
ぞ
れ
の
点
で
多
元
的
な
も
の
と
な
る
。
す
な
わ
ち
1
．

性
格
特
性
を
環
境
徳
た
ら
し
め
る
財
と
価
値
の
タ
イ
プ
─
─
道
徳
的
応
答
性
の
正
当
化
に
つ
い
て
、
2
．
環
境
徳
が
働
く
物
や
出
来
事
や

存
在
─
─
道
徳
的
応
答
性
の
基
盤
に
つ
い
て
、
そ
し
て
3
．
環
境
徳
に
よ
る
反
応
と
振
る
舞
い
─
─
道
徳
的
応
答
性
の
形
態
に
つ
い
て
で

あ
る
。
十
全
な
環
境
倫
理
に
は
性
格
倫
理
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
人
間
と
自
然
環
境
と
の
関
係
と
相
互
作
用
が
持
つ
豊
か
さ

と
複
雑
さ
を
引
き
受
け
、
具
体
的
な
環
境
問
題
や
そ
の
争
点
に
つ
い
て
の
指
針
を
提
供
す
る
包
括
的
な
環
境
倫
理
の
基
礎
と
な
り
う
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
の
倫
理
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
こ
の
本
の
主
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。

本
書
の
概
要

　
ど
の
よ
う
な
環
境
の
性
格
倫
理
に
と
っ
て
も
中
核
と
な
る
問
題
、
そ
し
て
本
書
に
動
機
と
方
向
性
を
与
え
て
い
る
問
題
は
、
以
下
に
挙

げ
る
も
の
で
あ
る
。
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1
．
何
が
性
格
特
性
を
環
境
徳
あ
る
い
は
環
境
悪
徳
た
ら
し
め
る
の
か

2
．
環
境
の
徳
と
悪
徳
を
構
成
す
る
特
有
の
考
え
方
と
気
質
は
何
か

3
．
環
境
倫
理
に
お
け
る
性
格
倫
理
の
適
切
な
役
割
と
は
何
か

4
．
性
格
倫
理
は
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
環
境
の
課
題
を
適
切
に
理
解
し
対
応
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
な
助
け
と
な
る
の
か

　
何
が
性
格
特
性
を
環
境
徳
あ
る
い
は
環
境
の
悪
徳
た
ら
し
め
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
第
一
章
で
は
、
何
が
性
格
特
性
を
美
徳
や
悪
徳
た
ら
し
め
る
の

か
に
つ
い
て
の
、
自
然
主
義
的
、
目
的
論
的
、
か
つ
多
元
論
的
な
説
明
を
擁
護
す
る
。
こ
の
説
明
が
自
然
主
義
的
で
あ
る
の
は
、
科
学
的

自
然
主
義
と
一
致
し
て
お
り
、
か
つ
こ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
目
的
論
的
で
あ
る
の
は
、
特
定
の
目
的
を
促

進
す
る
助
け
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
特
性
が
徳
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
性
格
特
性
を
悪
徳
た
ら
し
め
る
の
は
、
こ
の
特
性
が
そ
う
し

た
目
的
の
実
現
の
妨
げ
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
多
元
論
的
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
諸
々
の
目
的
が
、
行
為
者
相
対
的

（
で
あ
る
が
ゆ
え
に
多
元
的
）
か
つ
行
為
者
に
依
存
し
な
い
（
ゆ
え
に
ま
た
多
元
的
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
概
括
的
な
説
明
は
、
徳
と
悪
徳

を
見
極
め
る
べ
く
人
間
活
動
の
特
定
の
領
域
や
タ
イ
プ
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
自
然
環
境
と
の
相
互
作
用
や
関
係

も
含
ま
れ
る
。

　
環
境
の
徳
と
悪
徳
を
構
成
す
る
特

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

有
の

0

0

考
え
方
と
気
質
は
何
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
第
2
章
で
は
、
何
が
性
格
特
性
を
徳
た
ら
し
め
る
の
か
と
い
う
説
明

を
用
い
る
こ
と
で
、
人
間
的
繁
栄
と
環
境
と
の
関
係
に
立
ち
現
れ
る
環
境
徳
と
環
境
悪
徳
の
実
質
的
な
詳
細
を
提
示
す
る
。
徳
に
は
人
間

の
健
康
に
必
要
な
財
を
生
み
出
せ
る
よ
う
に
生
態
系
の
統
合
を
促
進
す
る
気
質
（
持
続
可
能
性
の
徳
）、
自
然
環
境
を
享
受
し
そ
の
恩
恵
を

手
に
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
気
質
（
自
然
と
の
交
わ
り
の
徳
）、
こ
う
し
た
財
や
恩
恵
の
機
会
を
維
持
す
る
助
け
と
な
る
気
質
（
環
境
ス

テ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
〔
神
の
創
造
物
で
あ
る
自
然
を
適
切
に
管
理
す
る
責
任
が
人
間
に
は
あ
る
と
い
う
、
一
神
教
的
考
え
方
〕
の
徳
と
環
境
保
護
活
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動
の
徳
）
が
あ
る
。
環
境
徳
は
、
環
境
の
文
脈
で
の
私
た
ち
の
経
験
を
増
進
す
る
性
格
特
性
、
た
と
え
ば
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
こ
と
や
感
謝
、

受
容
性
、
愛
情
、
感
嘆
の
念
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
節
制
や
不
屈
さ
、
献
身
性
、
楽
観
主
義
、
協
調
性
な
ど
、
環
境
が
も

た
ら
す
財
や
資
源
、
機
会
を
確
保
す
る
た
め
に
効
果
的
に
尽
力
す
る
う
え
で
好
ま
し
い
特
性
も
ま
た
環
境
徳
で
あ
る
。
こ
の
章
で
論
じ
る

環
境
悪
徳
に
は
、
人
間
と
し
て
の
繁
栄
に
必
要
な
財
を
提
供
す
る
う
え
で
求
め
ら
れ
る
環
境
の
健
全
性
の
水
準
を
維
持
す
る
こ
と
の
妨
げ

と
な
る
気
質
（
貪
欲
、
不
節
制
、
浪
費
な
ど
）、
自
然
環
境
が
も
た
ら
し
う
る
恩
恵
へ
の
理
解
を
妨
げ
る
気
質
（
傲
慢
、
自
惚
れ
、
不
寛
容
な

ど
）、
環
境
財
の
保
護
と
維
持
を
妨
げ
る
気
質
（
無
関
心
、
悲
観
主
義
、
人
間
嫌
い
な
ど
）
が
含
ま
れ
る
。

　
第
3
章
で
私
は
、
環
境
徳
と
環
境
悪
徳
に
影
響
す
る
よ
う
な
、
人
間
と
し
て
の
繁
栄
と
の
関
係
か
ら
独
立
し
た
価
値
が
自
然
な
い
し
は

自
然
的
存
在
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
生
物
、
お
よ
び
十
分
な
ま
と
ま
り
と
組
織
化
が
見
ら
れ
る
環
境
集
団
の
一
部
に
は
そ
れ
自
身
の

善
が
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
私
た
ち
が
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。
こ
の
固
有
の
価
値
は
、
そ
う
し
た
存
在
に
対
す
る
ケ
ア
、

配
慮
、
思
い
や
り
と
い
う
気
質
（
自
然
に
対
す
る
敬
意
の
徳
）
の
正
し
さ
を
示
し
、
そ
う
し
た
存
在
に
対
す
る
冷
淡
さ
や
無
関
心
、
残
酷

さ
が
悪
徳
で
あ
る
こ
と
の
証
と
な
る
。
ま
た
、
生
態
系
や
種
は
そ
れ
自
身
の
善
を
持
つ
環
境
集
団
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
の
、
多
く
の
環

境
徳
（
土
地
の
徳
）
の
領
域
に
含
ま
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
示
す
。

　
環
境
倫
理
に
お
け
る
性
格
倫
理
の
適
切
な
役
割
と
は
何
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
第
4
章
で
は
、
環
境
に
関
す
る
意
思
決
定
に
焦
点
を
移
す
。
私
は
、
正
し

い
行
為
に
つ
い
て
の
徳
本
位
の
原
則
と
、
意
思
決
定
に
つ
い
て
の
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
擁
護
し
て
い
る
。
行
為
は
、
あ
る
特
定
の
状

況
に
お
か
れ
て
い
る
特
定
の
行
為
者
に
と
っ
て
、
作
用
し
て
い
る
徳
の
目
標
を
最
も
よ
く
成
し
遂
げ
る
な
ら
ば
正
し
い
と
私
は
主
張
す
る
。

徳
は
状
況
と
行
為
者
の
固
有
性
に
も
と
づ
い
て
正
し
さ
の
基
準
を
提
供
す
る
も
の
な
の
で
、
具
体
的
な
状
況
に
適
用
さ
れ
て
は
じ
め
て
行

為
の
指
針
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
ど
の
よ
う
な
徳
が
関
係
し
て
い
る
か
を
見
極
め
、
次
に
関
連
す
る
徳
が
そ
の
状
況
で
支

持
す
る
一
連
の
行
動
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
徳
の
規
則
─
─
徳
の
実
体
を
具
体
化
し
た
規
則
─
─
の
使
用
や
他
者
と
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の
協
働
的
な
論
議
、
メ
ン
タ
ー
に
よ
る
助
言
、
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
の
研
究
、
道
徳
的
な
知
恵
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
私
は
、
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
環
境
の
文
脈
や
環
境
問
題
の
争
点
に
適
用
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。

　
第
5
章
で
は
、
す
で
に
こ
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
概
略
を
示
し
た
環
境
倫
理
と
し
て
の
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
持
す
る
議
論

を
提
示
し
、
環
境
倫
理
学
に
対
す
る
適
切
な
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
に
向
け
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
反
対
意
見
に
応
答

す
る
。
私
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
客
観
的
／
相
対
的
、
そ
し
て
人
間
中
心
的
／
非
─人
間
中
心
的
な
諸
々
の
方
法
を
議
論
し
、
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
多
元
論
的
で
あ
る
点
を
数
多
く
挙
げ
て
い
く
。
そ
し
て
、
環
境
倫
理
学
に
対
す
る
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ

ズ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
あ
い
だ
の
共
通
点
と
相
違
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
性
格
倫
理
は
私
た
ち
が
直
面
し
て
い
る
環
境
の
課
題
を
適
切
に
理
解
し
対
応
す
る
う
え
で
ど
の
よ
う
な
助
け
と
な
る
の
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
第
6
章
で

私
は
、
環
境
意
思
決
定
に
つ
い
て
の
徳
本
位
の
手
法
を
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
の
問
題
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
の
章
で
「
理
論

的
に
」
主
張
し
て
き
た
こ
と
を
「
実
践
的
に
」
提
示
し
て
み
せ
る
。
徳
本
位
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
具
体
的
な
環
境
問
題
に
お
け
る
効
果
的
で

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
行
為
指
針
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
を
選
択
的
に
受
け
入
れ
る

立
場
を
支
持
す
る
が
、
私
た
ち
が
抱
え
る
深
刻
さ
を
増
し
つ
つ
あ
る
農
業
上
の
課
題
へ
の
主
要
な
対
策
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
は
反
対
す

る
概
括
的
な
推
定
を
固
め
る
。
し
か
し
、
も
し
あ
る
特
定
の
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物
が
、
た
と
え
ば
広
範
囲
に
わ
た
る
栄
養
失
調
の
予
防

の
よ
う
な
、
切
実
な
農
業
上
の
課
題
に
取
り
組
む
対
応
、
し
か
も
そ
の
社
会
的
、
制
度
的
、
そ
し
て
生
態
学
的
な
点
も
含
め
た
包
括
的
な

対
応
の
一
部
と
し
て
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
そ
の
技
術
が
人
間
と
人
間
以
外
の
存
在
の
繁
栄
に
必
要
な
財
を
生
産
す
る
（
農
業
的

お
よ
び
非
農
業
的
）
生
態
系
の
可
能
性
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
強
力
な
証
拠
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
作
物
は
支
持
さ
れ
て

し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
締
め
く
く
り
と
な
る
章
で
は
、
本
書
の
主
要
な
テ
ー
マ
が
環
境
倫
理
学
お
よ
び
道
徳
哲
学
一
般
に
関
わ
る
と
私
が
見
な
す
点
を
振
り
返
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はじめに

る
。
ま
た
、
徳
本
位
の
環
境
倫
理
学
、
そ
し
て
人
の
性
格
と
自
然
環
境
の
関
係
に
ま
つ
わ
る
今
後
の
課
題
を
指
摘
す
る
。
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