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は
じ
め
に

　

本
書
は
、
一
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
を
考
察
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い

る
。

　

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
い
う
思
想
家
に
関
し
て
予
備
的
な
知
識
を
持
た
な
い
読
者
に
は
、
こ
の
一
文
に
対
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
疑
問

が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
く
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
な
の
か
？　

な
ぜ
経
済
学
者
で
は
な
く
哲
学
者
な
の

か
？　

な
ぜ
、『
国
富
論
』
で
は
な
く
『
道
徳
感
情
論
』
な
の
か
？　

一
般
的
に
は
、
経
済
思
想
の
起
点
と
も
言
え
る
体
系
的
な
経

済
理
論
を
『
国
富
論
』
で
提
示
し
た
「
経
済
学
の
父
」
と
し
て
ス
ミ
ス
は
知
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、「
経
済
的
自
由
主
義
」
や
「
自
由
放
任
主
義
」
の
象
徴
と
し
て
ス
ミ
ス
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
こ

と
が
あ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ス
ミ
ス
が
、
約
三
〇
〇
年
も
前
の
思
想
家
だ
と
い
う
こ
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
は
異
な
る
政
治
的
、
経
済
的
、
教
育
的
、
宗
教
的

状
況
に
あ
っ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
と
い
う
場
所
で
生
ま
れ
多
く
の
時
間
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
こ
と
、『
国
富
論
』（
一
七
七
六
）
よ
り

も
前
に
『
道
徳
感
情
論
』（
一
七
五
九
）
と
い
う
本
を
出
版
し
て
い
た
こ
と
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
で
は
最
初
に
論
理
学
の
教
授
と
し

て
就
任
し
た
こ
と
、
法
学
や
修
辞
学
、
自
然
神
学
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
講
義
内
容
を
知
る
た
め
の
手
が

か
り
と
な
る
よ
う
な
資
料
が
存
在
す
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
い
う
思
想
家
に
つ
い
て
特
別
な
関
心
を
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持
っ
て
調
べ
た
こ
と
の
な
い
人
に
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

筆
者
が
、
こ
の
「
は
じ
め
に
」
を
執
筆
し
て
い
る
二
〇
二
三
年
は
、
ス
ミ
ス
生
誕
三
〇
〇
周
年
に
あ
た
る
年
で
あ
り
、
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
で
は
、
そ
れ
に
関
連
し
た
多
く
の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
幸
運
な
こ
と
に
、
日
本
学
術
振
興
会
海
外
特
別
研
究
員

と
し
て
同
時
期
に
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
で
研
究
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
ら
の
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
研
究
領

域
や
問
題
関
心
か
ら
ス
ミ
ス
に
関
す
る
研
究
が
数
多
く
世
界
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
三
〇
〇
年
経
っ
た

今
な
お
、
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
に
対
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
理
由
と
し
て
は
、「
経
済
学
の
父
」
と

い
う
表
現
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
豊
か
な
側
面
が
ス
ミ
ス
に
認
め
ら
れ
る
と
、
と
り
わ
け
研
究
者
の
間
で
は
広
く
認
識
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
法
学
講
義
』、『
修
辞
学
・
文
学
講
義
』、『
哲
学
論
文
集
』
あ
る
い
は
、
書
簡

集
な
ど
の
資
料
を
参
照
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
現
在
の
ス
ミ
ス
研
究
の
水
準
か
ら
言
え
ば
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

本
書
の
考
察
対
象
で
あ
る
『
道
徳
感
情
論
』
は
、『
国
富
論
』
と
比
べ
た
場
合
に
一
般
に
広
く
知
ら
れ
た
著
作
と
は
言
え
な
い
が
、

ス
ミ
ス
思
想
の
多
様
な
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
現
在
で
も
、
ス
ミ
ス
研
究
に
お
い
て
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
の
一
つ
の
明
白
な
理
由
は
、『
道
徳
感
情
論
』
が
、
ス
ミ
ス
が
生
涯
の
う
ち
で
出
版
し
た
わ
ず
か
二
つ

の
著
作
の
う
ち
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
よ
り
内
在
的
な
理
由
と
し
て
、
ス
ミ
ス
が
早
く
か
ら
構
想
し
な
が
ら
も
完

成
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
道
徳
哲
学
体
系
の
基
礎
に
『
道
徳
感
情
論
』
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
道
徳

感
情
論
』
の
最
終
段
落
で
ス
ミ
ス
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、『
道
徳
感
情
論
』
を
基
礎
と
し
て
、
大
き
く
四
つ
の
部
門
か
ら
構
成
さ

れ
る
「
法
と
統
治
の
一
般
的
原
理
」
を
ス
ミ
ス
は
さ
ら
に
展
開
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、『
道
徳
感
情
論
』
初
版
か

ら
構
想
し
て
い
た
こ
の
大
き
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
ス
ミ
ス
は
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
一
部
と
し
て
構
想
さ
れ
て

い
た
も
の
が
後
に
『
国
富
論
』
と
し
て
独
立
し
て
出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ス
ミ
ス
研
究
の
進
展
と
と
も
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
。
ま
た
、
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
教
授
時
代
の
講
義
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
『
法
学
講
義
』
に
は
、
出
版
に
は
至
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ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
大
き
な
構
想
の
一
部
と
し
て
ス
ミ
ス
が
考
え
て
い
た
議
論
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
研
究
者

の
間
で
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、『
道
徳
感
情
論
』、『
法
学
講
義
』、『
国
富
論
』
の
三
つ
は
、
ス
ミ
ス
に
関

す
る
他
の
資
料
と
比
べ
た
場
合
に
、
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ス
ミ
ス
の
経
済
学
（『
国

富
論
』）
を
理
解
す
る
た
め
に
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
対
す
る
理
解
が
欠
か
せ
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
一
つ
の
大
き
な
理
由
は
以
上

の
よ
う
な
事
情
に
あ
る
。

　

だ
が
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
、『
道
徳
感
情
論
』
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。『
道
徳
感
情
論
』
は
、
道
徳
判
断
に
関
す
る
ス
ミ
ス
独
自
の
分
析
を
含
ん
だ
著
作
と
し
て
、
そ
れ
自
体
で
も
十

分
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。『
道
徳
感
情
論
』
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
道
徳
判
断
に
お
け
る
感
情
の
重
要
性
を
前

提
と
し
つ
つ
、
共
感
や
観
察
者
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
近
年
の
政
治
学
や
倫
理
学
で
も
、
感
情

や
共
感
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
研
究
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、『
道
徳
感
情
論
』
に
対
す
る
注
目
も
以
前
に
比
べ
て
徐
々
に
高

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（
（

。
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
が
、
現
代
の
問
題
や
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
『
道
徳
感
情
論
』
か
ら
私

た
ち
が
学
ぶ
こ
と
は
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、『
道
徳
感
情
論
』
を
理
解
す
る
際
の
一
つ
の
見
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
は
博
士
論
文
に
基
づ
い

て
い
る
た
め
、
一
般
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
提
示
す
る
解
釈
そ
れ
自
体
は
そ
れ
ほ
ど

複
雑
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
本
書
で
筆
者
が
論
じ
る
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
日
々
、
自
分
や
他
人
の
行
為
や
性
格
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
て
い
る
が
、
ス
ミ
ス
は
『
道
徳
感
情
論
』
で
、
私
た
ち

が
ど
の
よ
う
に
し
て
道
徳
判
断
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
説
得
的
な
理
論
を

提
示
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
理
論
が
し
っ
か
り
と
現
実
を
説
明
し
た
り
反
映
し
た
り
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
考
え
て
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い
た
。
自
然
哲
学
（
科
学
）
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
実
験
な
ど
を
行
い
正
確
な
デ
ー
タ
を
集
め
て
、
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
理
論

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
徳
哲
学
で
は
、
そ
う
し
た
実
験
を
行
う
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
実
際
に
行

わ
れ
て
い
る
道
徳
判
断
を
注
意
深
く
観
察
し
た
り
、
あ
る
い
は
道
徳
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
心
の
中
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か

を
意
識
的
に
考
え
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
に
根
ざ
し
た
道
徳
理
論
を
ス
ミ
ス
は
提
示
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
他
人

や
自
分
に
対
し
て
判
断
を
行
う
際
に
、
常
に
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
判
断
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ

か
の
異
な
る
視
点
を
採
り
な
が
ら
異
な
る
仕
方
で
私
た
ち
は
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
ス
ミ
ス
は
考
え
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
も
、

と
り
わ
け
私
た
ち
が
強
く
影
響
さ
れ
る
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
視
点
（
共
感
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
見
つ
け
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し

た
道
徳
判
断
の
現
実
を
『
道
徳
感
情
論
』
で
描
き
出
す
こ
と
で
、
私
た
ち
が
行
っ
て
い
る
道
徳
判
断
を
ス
ミ
ス
は
説
明
し
よ
う
と
し

た
。

　

こ
の
よ
う
な
整
理
を
見
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り
前
で
は
な
い
か
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
日

常
的
に
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
や
見
方
を
採
り
な
が
ら
物
事
を
捉
え
て
い
る
こ
と
は
少
し
考
え
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
、
本
書
が
解
釈
す
る
よ
う
な
仕
方
で
ス
ミ
ス
が
議
論
し
て
い
る
と
す
る
と
、
同
時
代
の
思
想

家
の
中
で
も
き
わ
め
て
特
徴
的
な
道
徳
理
論
を
ス
ミ
ス
は
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
ス
ミ
ス
生
誕
三
〇
〇
周
年
を
記
念
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
も
何
度
か
耳
に
し
た
こ
と
だ
が
、
ス
ミ
ス
の
思
想
は
過
度
に
単
純
化

さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
は
『
国
富
論
』
に
関
し
て
顕
著
で
あ
り
、
先
述
の
「
経
済
的
自
由
主
義
」
や

「
自
由
放
任
主
義
」
と
い
っ
た
表
現
は
そ
の
一
例
と
言
え
る
が
、
同
様
の
こ
と
は
『
道
徳
感
情
論
』
に
も
部
分
的
に
当
て
は
ま
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
で
提
示
し
た
解
釈
は
、
共
感
論
と
し
て
一
般
に
提
示
さ
れ
て
い
る
『
道
徳
感
情
論
』
へ
の
理
解
が
、
ス
ミ
ス

の
理
論
を
過
度
に
単
純
化
し
て
は
い
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
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先
述
の
よ
う
に
、
本
書
は
一
般
の
読
者
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
う
い
っ
た
読
者
が
少
し
で
も
読
み
や
す
い
と

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
序
論
を
除
け
ば
、
先
行
研
究
と
本
研
究
の
関
係
な
ど
の
専
門
的
な
問
題
は
、
可
能
な
限
り
注
に
記

載
す
る
よ
う
に
し
た
。
補
論
に
関
し
て
は
、
本
論
の
理
解
の
た
め
に
不
可
欠
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
人
に
よ
っ
て
は
、
議

論
全
体
の
流
れ
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
読
者
の
判
断
で
飛
ば
し
て
読
ん
で
い
た
だ
い
て

も
か
ま
わ
な
い
。

　

最
後
に
、
本
書
で
筆
者
が
提
示
す
る
解
釈
は
決
し
て
完
全
な
も
の
で
は
な
い
。
本
書
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
筆
者
は
、『
道

徳
感
情
論
』
の
す
べ
て
の
要
素
を
網
羅
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
筆
者
の
解
釈
に
は
い
く
つ
か
の
課
題
や
問
題
点

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
論
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
も
含
め
て
、
本
書
に
対
し
て
批
判
的
な
検
討
が
な
さ
れ
、
ス
ミ
ス
の
思
想
に

対
す
る
理
解
が
一
層
進
展
す
る
こ
と
を
強
く
願
っ
て
い
る
。

注（
1
）　
現
代
の
政
治
理
論
を
視
野
に
入
れ
て
一
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
感
情
論
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ばSchw

arze

（2020

）
が
あ
る
。


