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ミ
ル
の
倫
理
学
理
論
・
社
会
哲
学
は
、
人
間
主
体
が
そ
の
環
境
か
ら
独

立
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
な
い
し
要
請
し
て
い
る
。
こ
の
「
環
境
」
は
、

も
ち
ろ
ん
人
間
主
体
が
生
育
•
生
活
す
る
自
然
環
境
に
限
ら
れ
る
も
の
ば

か
り
で
は
な
く
、
接
触
す
る
他
者
、
取
り
囲
む
社
会
な
ど
、
そ
の
主
体
の

「
外
部
」
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
主
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
関
係
を
持

ち
う
る
も
の
の
す
べ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
A
人
間
主
体
の
独
立
性
の
要
件
V
が
、
ミ
ル
の
心
理

学
・
行
為
論
へ
と
関
わ
る
経
験
論
ー
現
象
論
的
形
而
上
学
を
背
景
に
し

て
、
ど
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
く
の
か
を
取
り
扱
う
。
そ
れ
は
習
慣
な
い
し

性
格
と
い
う
経
験
的
概
念
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
仮
説
を
検
証
す
る
の
が
、

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

は
じ
め
に

J
.
S
・
ミ
ル
に
お
け
る
主
体
と
性
格

個
的
主
体
の
周
囲
か
ら
の
独
立
性
の
要
件

(
1
)
 

よ
く
知
ら
れ
た
よ
う
に
『
自
由
論
』
に
お
い
て
、
ミ
ル
は
無
制
約
と
し

て
の
個
人
の
自
由
を
訴
え
て
い
る
。
そ
の
主
張
を
集
約
し
た
い
わ
ゆ
る

「
危
害
原
理
」
は
、
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
。

こ
の
論
文
の
目
的
は
用
い
ら
れ
る
手
段
が
法
的
刑
罰
と
い
う
形
の
物
理
的
力
で
あ
れ
、

世
論
と
い
う
道
徳
的
強
制
で
あ
れ
、
強
制
と
統
制
と
い
う
形
で
の
個
人
に
対
す
る
社

会
の
取
り
扱
い
を
絶
対
的
に
支
配
す
る
資
格
の
あ
る
、
…
原
理
を
主
張
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
原
理
と
は
、
人
類
が
、
個
人
的
に
ま
た
は
集
団
的
に
、
だ
れ
か
の
自
由

に
正
当
に
干
渉
し
う
る
唯
一
の
目
的
は
、
自
己
防
衛
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
文
明
社
会
の
成
員
に
対
し
、
彼
の
意
志
に
反
し
て
、
正
当
に
権
力
を
行
使
し

う
る
唯
一
の
目
的
は
、
他
人
に
対
す
る
危
害
の
防
止
で
あ
る
。

(
O
L
,
I
,
9
怜
さ

馬

嶋

裕

43 



こ
の
「
原
理
」
は
さ
ら
に
二
つ
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
。
「
個
人
は

自
己
の
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
自
分
以
外
の
人
の
利
害
に
関
係
し
な
い

限
り
、
社
会
に
対
し
て
責
任
を
と
る
必
要
は
な
い
。
」
「
他
人
の
利
益
に
損

害
を
与
え
る
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
個
人
は
責
任
が
あ
り
、
も
し
社
会

が
、
そ
の
利
益
の
防
衛
の
た
め
に
、
社
会
的
あ
る
い
は
法
的
処
罰
の
い
ず

れ
か
を
必
要
と
い
う
意
見
な
ら
ば
、
個
人
は
そ
の
処
罰
の
ど
ち
ら
か
を
う

け
て
よ
い
」

(
O
L
-
>
-
2
:
3
2
3
)

。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
は

個
人
の
自
由
で
あ
る
。
そ
の
個
人
に
対
す
る
「
強
制
と
統
制
」
は
公
権
力

（
法
）
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
社
会
（
世
論
）
に
よ
る
も
の
で

も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
公
権
力
・
社
会
に
よ
る
強
制
を
制
約
す
る
主
張
の

一
方
で
、
同
時
に
「
正
当
に
権
力
を
行
使
し
う
る
」
目
的
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
、
権
力
行
使
の
正
当
化
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
唯
一
の
目
的
」
は
「
社
会
防
衛
」
す
な
わ
ち

「
他
人
に
対
す
る
危
害
の
防
止
」
で
あ
る
。
上
に
自
由
原
理
の
パ
ラ
フ
レ

ー
ズ
を
示
し
た
が
、
前
者
が
個
人
の
制
約
か
ら
の
自
由
を
述
べ
、
後
者
が

制
約
の
正
当
化
の
場
合
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
対
照
的
な
主
張
が

同
時
に
な
さ
れ
う
る
の
は
、
載
然
と
し
た
「
公
私
」
区
分
概
念
を
前
提
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
は
い
う
。
「
人
間
の
行
為
の
中
で
、
社
会
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
は
、
他
人
に
関
係
す
る
部
分
だ
け
で
あ
る
。

彼
自
身
に
の
み
関
わ
る
部
分
に
お
い
て
は
彼
の
独
立
は
、
当
然
、
絶
対
で

あ
る
。
彼
自
身
に
関
し
て
は
、
彼
の
身
体
と
心
に
関
し
て
は
、
そ
の
個
人

が
主
権
を
有
す
る
is
sovereign
。」

(
O
L
I
,
9応
2
5
)

。
「
個
人
が
主
権
を
有

す
る
」
範
囲
に
つ
い
て
、
ミ
ル
は
「
人
間
の
自
由
に
固
有
な
領
域
」
と
し

て
具
体
的
に
列
挙
す
る
。
そ
れ
は
、
①
「
意
識
と
い
う
内
面
の
領
域
」
．

「
良
心
の
自
由
」
・
「
意
見
と
感
情
の
絶
対
的
自
由
」
、
②
「
嗜
好
の
自
由
、

職
業
p
日
suit
の
自
由
」
・
「
我
々
自
身
の
性
格
に
あ
っ
た
生
活
の
プ
ラ
ン

を
た
て
る
自
由
」
、
③
団
結
の
自
由
、
で
あ
る

(
O
L,
I
'
1
2
:
2
2
7
 ,
 
8
)

。
そ

れ
は
一
口
に
言
え
ば
、
「
我
々
自
身
の
幸
福
を
我
々
自
身
の
仕
方
で
追
求

す
る
自
由
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
自
由
の
価
値
は
功
利
主
義
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
ミ

ル
は
「
危
害
原
理
」
の
正
当
化
に
関
し
て
、
「
功
利
性
は
す
べ
て
の
倫
理

的
な
問
題
の
究
極
的
な
判
定
基
準
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

進
歩
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
の
恒
久
的
な
利
益
に
基
礎
を
お
く
、
も
っ

と
も
広
い
意
味
で
の
功
利
性
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
他
の
人
々
の
関
心

に
関
係
す
る
各
人
の
行
為
に
関
し
て
の
み
は
、
各
人
の
自
発
性
を
外
的
統

制
に
服
従
す
る
こ
と
を
権
威
づ
け
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
利
益
で
あ
る
、
と

私
は
王
張
す
る
。
」

(
O
L,
I
'
1
1
:
2
2
6
)

と
述
べ
て
い
る
。
相
互
不
干
渉
と

全
体
と
し
て
の
利
益
と
が
ど
う
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
こ
う
言
っ

て
い
る
。
「
人
類
は
、
各
人
が
自
分
で
よ
い
と
思
う
生
き
方
を
お
互
い
に

許
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
以
外
の
他
の
人
々
が
よ
い
と
思
う
生
き
方

を
彼
に
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
ず
っ
と
大
き
な
利
益
を
か
ち
う

る
の
で
あ
る
。
」

(OLII,1
3
:
2
2
8
)

こ
れ
を
逆
か
ら
言
え
ば
、
「
そ
の
人
自

身
の
性
格
で
な
く
て
他
の
人
々
の
伝
統
や
慣
習
が
行
為
の
規
則
と
な
っ
て
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い
る
と
こ
ろ
で
は
、
人
間
の
幸
福
の
主
要
な
構
成
要
素
の
一
っ
で
あ
り
か

つ
個
人
・
社
会
の
進
歩
の
ま
さ
に
第
一
の
構
成
要
素
を
な
す
も
の
が
、
欠

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
」

(
O
L
,II, 13
:
2
7
9
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

は
諸
個
人
に
と
っ
て
の
幸
福
に
つ
い
て
、
「
個
性
の
自
由
な
発
展
が
幸
福

の
も
っ
と
も
本
質
的
な
要
素
の
一
っ
」

(OLII'1斧
拐
O
)

と
ミ
ル
が
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
見
て
取
れ
る
お
お
ま
か
な
構
造
は
こ
う
で
あ
る
。
干
渉
•
制
約

の
欠
如
と
し
て
の
自
由
は
、
諸
個
人
に
と
っ
て
の
幸
福
の
た
め
に
求
め
ら

れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
制
約
・
強
制
•
干
渉
の
な
い
と
こ
ろ
で

な
け
れ
ば
、
個
人
に
と
っ
て
の
「
幸
福
の
主
要
な
構
成
要
素
」
で
あ
る
個

性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
い
く
つ
か
の
想
定
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
第
一
に
、
最
大
限
の
自
由
が
許
さ
れ
る
領
域
と
強
制
が
正
当
化
さ
れ

る
領
域
を
分
け
る
「
自
他
の
境
界
」
の
存
在
。
第
二
に
、
自
分
に
関
係
す

る
領
域
に
は
絶
対
の
主
権
を
持
つ
と
い
う
個
的
主
体
の
存
在
。
第
三
に
、

「
我
々
自
身
の
生
活
に
あ
っ
た
生
活
」
ま
た
は
「
個
性
」
と
い
わ
れ
る
も

の
に
関
す
る
個
人
に
内
発
的
な
方
向
性
、
で
あ
る
。
こ
の
土
台
に
あ
る
発

想
は
、
「
人
間
は
お
互
い
に
も
と
も
と
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
主
張
で

あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
点
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ミ
ル
の
消
極
的
自
由

の
教
義
が
成
り
立
た
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
制
約
・

強
制
・
干
渉
が
な
い
と
こ
ろ
で
諸
個
人
が
各
々
自
発
的
に
発
展
す
る
方
向

性
を
も
し
見
出
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
無
個
性
、
換
言
す
れ
ば
画
一
的
な
生

き
方
を
多
数
が
自
発
的
に
採
用
す
る
と
い
う
、
ミ
ル
の
自
由
の
教
義
が
打

ち
出
さ
れ
た
目
的
で
あ
る
個
性
豊
か
な
社
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
ま
っ
た
＜

合
致
し
な
い
帰
結
が
生
じ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
点
を
要
約
す

れ
ば
、
他
者
と
判
然
と
区
別
さ
れ
、
所
与
と
し
て
属
性
を
共
有
せ
ず
、
あ

る
領
域
に
対
し
て
絶
対
の
主
権
を
及
ぼ
す
主
体
_
自
我
が
想
定
さ
れ
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
『
功
利
主
義
論
』
を
中
心
に
、
問
題
の
所
在
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ

、つ
第
一
に
、
道
徳
的
責
任
と
い
う
概
念
を
功
利
主
義
的
に
ど
う
考
え
る
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
功
利
主
義
は
、
処
罰
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
苦
痛

を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
上
回
る
快
楽
な
い
し
苦
痛
の
減
少
が
全

体
と
し
て
見
込
ま
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
正
当
化
さ
れ
な
い
も
の

と
考
え
た
。
例
え
ば
、
「
本
人
が
非
行

(offence)
を
繰
返
さ
な
い
よ
う
、

他
人
が
ま
ね
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
最
小
必
要
量
を
少
し
で
も
こ
え
る
苦

痛
を
同
胞
に
与
え
る
の
は
、
少
な
く
と
も
同
じ
人
間
と
し
て
す
べ
き
こ
と

で
は
な
い
」
さ
T
,
V
,
2

昏
2
1
)
と
い
う
側
に
ミ
ル
は
立
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
あ
る
行
為
者
が
為
し
た
こ
と
が
罪
に
当
た
る
か
ら
処
罰
が
相
応
し
い

の
で
は
な
く
、
一
般
幸
福
へ
の
考
慮
か
ら
処
罰
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

専
ら
目
的
と
な
る
の
は
、
相
互
の
傷
つ
け
合
い
の
抑
止
で
あ
り
、
応
報
の

概
念
は
補
助
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る

(
U
T
-
>
,
3
守
5
2
5
)

。
こ
れ
に
対

し
て
ミ
ル
の
同
時
代
人
の
オ
ー
ウ
ェ
ン
ら
は
、
あ
る
行
為
が
罰
に
値
す
る

の
は
、
他
の
よ
う
に
行
為
す
る
自
由
が
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
は
ず
だ

45 



が
、
犯
罪
は
そ
の
人
の
性
格
の
必
然
的
結
果
で
あ
り
、
そ
の
人
は
性
格
を

ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
処
罰
に
値
す
る
と
す

る
1

つ
ま
り
道
徳
的
責
任
を
帰
属
さ
せ
る
の
は
不
正
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
ミ
ル
の
こ
う
し
た
問
い
か
け
に
つ
い
て
の
答
え
は
、
応
報
概
念

を
回
避
し
つ
つ
、
ま
た
処
罰
が
人
間
行
為
を
有
効
に
決
定
す
る
可
能
性
を

認
め
な
が
ら
、
な
お
か
つ
個
人
は
自
由
で
あ
る
と
主
張
す
る
、
と
い
う
苦

し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(EHP:454-6)

第
二
に
、
「
選
択
」
の
重
要
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
先
に
「
個
性
の
自
由

な
発
展
が
幸
福
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
要
素
」
と
い
う
文
言
を
引
い
た
が
、

「
個
性
の
自
由
な
発
展
」
と
は
、
そ
の
核
と
し
て
能
力
の
開
発
を
含
む
。

こ
の
こ
と
は
、
「
人
間
は
動
物
的
欲
望
よ
り
も
高
め
ら
れ
た
能
力
を
持
ち
、

一
度
そ
れ
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
ら
、
そ
の
充
足
を
ふ
く
ま
な
い
も
の
は
ど

れ
も
幸
福
と
は
見
な
さ
な
い
」

(UT,II4J
合
8
)

と
い
う
認
識
と
連
続
し

て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
考
え
で
は
、
能
力
を
発
達
さ
せ
た
人
に
と
っ
て
は
、

そ
の
能
力
の
充
足
を
伴
う
快
楽
が
選
好
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
の
選
好
が
、
ミ
ル
の
「
高
級
な
快
楽
」
の
主
張
の

基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
じ
た
「
能
力
は
、
選
択
と
い
う
行
為
を
す
る

際
に
の
み
訓
練
さ
れ
る
。
何
事
で
あ
れ
そ
う
す
る
の
が
慣
習
だ
か
ら
と
い

う
理
由
で
す
る
人
は
、
な
ん
の
選
択
も
し
な
い
。
彼
は
最
善
の
も
の
を
見

分
け
、
欲
求
す
る
練
習
が
で
き
な
い
。
筋
力
と
同
様
、
知
的
、
道
徳
的
能

力
も
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
向
上
す
る
」
(
O
L
I
I
I
,
3

拉
~
2
)の
で

あ
り
、
こ
の
た
め
に
も
選
択
の
余
地
と
し
て
の
自
由
が
功
利
主
義
的
に
正

当
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ

と
だ
が
、
選
択
が
選
択
と
し
て
成
り
立
っ
た
め
に
は
、
そ
れ
は
「
自
然
に

そ
ち
ら
に
な
っ
た
」
の
で
も
な
く
、
「
強
制
さ
れ
た
」
の
で
も
な
く
、
「
他

の
も
の
に
決
定
さ
れ
た
」
の
で
も
な
く
、
能
動
的
に
「
自
ら
が
決
定
す
る
」

自
我
が
要
請
さ
れ
る
。

『
自
由
論
』
の
検
討
の
箇
所
で
は
、
他
者
と
判
然
と
区
別
さ
れ
、
ア
プ

リ
オ
リ
に
属
性
を
共
有
せ
ず
、
あ
る
領
域
に
対
し
て
絶
対
の
主
権
を
及
ぼ

す
自
我
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
付
け
加

え
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
ミ
ル
が
処
罰
を
正
当
化
す
る
の
は
右
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ

の
処
罰
に
よ
っ
て
、
そ
の
処
罰
の
与
え
る
苦
痛
以
上
の
苦
痛
が
防
止
さ

れ
る
と
予
想
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
自
由
論
』

に
お
い
て
は
、
現
に
他
者
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
干

渉
・
強
制
が
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
干

渉
と
は
具
体
的
に
は
必
ず
彼
の
考
え
る
権
利
の
侵
害
で
あ
る
よ
う
な
処
罰

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
に
よ
る
強
制
が
可
能
で
あ
る
こ
と
自
体
が
、

個
的
王
体
に
対
す
る
周
囲
か
ら
の
影
響
可
能
性
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
は

(
3
)
 

論
を
待
た
な
い
。
こ
の
心
理
的
機
制
に
つ
い
て
は
、
後
に
触
れ
る
。
と
も

か
く
も
こ
の
よ
う
に
、
こ
う
し
た
種
類
の
い
わ
ゆ
る
権
カ
・
権
威
な
ど
の

環
境
は
個
的
主
体
の
行
為
に
と
っ
て
影
響
力
な
い
し
決
定
力
、
し
か
も
因

果
的
な
そ
れ
を
持
つ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
「
教
育
と
世
論
が
人
間
の
性

格
に
対
し
て
」
「
絶
大
な
力
」
を
も
つ
の
で
あ
る

(U,II'18)
。
さ
ら
に
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『
自
由
論
』
「
功
利
主
義
論
」
の
双
方
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、

幼
少
期
の
教
育
が
個
的
主
体
の
形
成
に
と
っ
て
、
無
制
限
に
近
い
決
定
カ

を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
個
的
主
体
に
と
っ
て

処
罰
・
教
育
す
る
力
は
、
決
定
的
な
影
響
を
及
ぽ
す
外
部
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
成
人
」
と
さ
れ
る
主
体
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
力
は
あ

く
ま
で
も
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
処
罰
・
教
育
だ

け
が
「
私
」
の
内
容
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
私
」
か
ら
「
私
」
の
受

け
た
処
罰
・
教
育
の
内
容
を
差
し
引
い
た
残
り
が
零
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

ミ
ル
の
主
体
と
は
処
罰
・
教
育
と
等
値
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

ミ
ル
の
想
定
す
る
個
人
は
自
発
的
に
見
出
し
た
善
を
追
求
す
る
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
自
発
性
に
お
い
て
こ
そ
、
多
様
な
本
性
に
即
し
た
幸
福
を
各
個

人
が
獲
得
す
る
と
見
込
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
の
こ
と
が
功
利
主
義
的
に
干

渉
か
ら
の
自
由
を
正
当
化
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
諸
個
人
が
処
罰
・
教

育
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
多
様

性
は
一
般
幸
福
の
最
大
化
に
と
っ
て
む
し
ろ
非
効
率
に
働
く
と
予
想
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
抹
消
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ル
の
自
由
の
教
義
が
多
様
性
を
擁
護
す
る
た
め

に
は
、
そ
れ
は

lだ
け
た
言
い
方
を
す
れ
ば
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
自
発
性
」
そ
し

て
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
性
の
根
拠
は
何
な
の
か
、
と
問
う
と
き
我
々

は
少
な
く
と
も
「
周
囲
に
決
定
さ
れ
尽
く
さ
れ
な
い
何
か
」
を
含
む
も
の

と
し
て
主
体
を
捉
え
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
選
好
に
即

.ヽ0
 

、
> し

て
い
え
ば
、
そ
れ
が
「
内
発
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。

第
二
に
、
オ
ー
ウ
ェ
ン
主
義
者
の
所
説
、
つ
ま
り
犯
罪
者
の
行
為
は
そ

の
性
格
に
原
因
が
あ
り
、
そ
の
性
格
は
本
人
の
力
で
決
定
で
き
る
も
の
で

は
な
い
以
上
、
処
罰
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
と
い
う
主
張
に
対
し
て
の
ミ

ル
の
見
解
は
、
抑
止
と
し
て
の
効
果
が
期
待
で
き
れ
ば
処
罰
は
正
当
化
さ

れ
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
個
的
主
体
に
は
そ
の
性
格
を

変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
E
H
P
:
4
5
6
)
。
し
か

し
こ
の
主
張
は
、
容
易
に
気
付
か
れ
る
よ
う
に
、
「
性
格
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
意
志
」
の
存
在
を
要
請
す
る
。
こ
の
意
志
が
、
「
本
人
に
は
ど
う

し
よ
う
も
な
い
」
周
囲
の
あ
り
方
と
は
独
立
に
成
立
す
る
の
で
な
く
て
は
、

処
罰
の
正
当
化
す
な
わ
ち
帰
責
を
環
境
で
は
な
く
本
人
に
為
す
、
と
い
う

こ
と
は
最
終
的
に
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
問
題
の
主
体
の
環

境
・
周
囲
で
は
な
く
、
そ
の
主
体
「
自
身
」
が
責
任
の
帰
属
せ
ら
れ
る
場

所
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ

で
も
、
周
囲
か
ら
独
立
の
主
体
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
の
倫
理
学
的
な
諸
見
解
は
、
個
的
主
体
の
独
立
性
を

要
請
す
る
の
で
あ
る
。
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前
節
で
は
、
ミ
ル
の
倫
理
学
的
主
張
が
、
個
的
主
体
の
周
囲
か
ら
の
独

立
性
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
ミ
ル
の
形
而
上

学
立
場
か
ら
主
体
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、
を
み

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

認
識
論
上
の
経
験
論
を
継
承
す
る
ミ
ル
に
と
っ
て
、
名
を
与
え
得
る
全

て
は
感
情
feeling
か
、
感
情
か
ら
の
論
理
的
構
成
物
と
さ
れ
る
(
S
L
:
5
1
)
。

こ
う
し
た
所
論
に
つ
い
て
ミ
ル
が
主
題
的
に
検
討
し
て
い
る
の
は
、
『
論

理
学
体
系
』

(
1

笠
3
)

、
『
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
哲
学
の
検

討
』
（
忌
5
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
で
は
順
番
に
、
「
実
体
」
で
あ
る
「
物
質
」

お
よ
び
「
自
我
E
g
o
」
が
、
感
情
の
一
種
で
あ
る
「
感
覚
」
か
ら
説
明
さ

れ
る
(
S
L
:
5
7
'
6
4
)
。
こ
れ
ら
は
双
方
と
も
「
感
覚
の
（
永
続
）
可
能
性
」

(
S
L
:
5
8
、
E
H
P
:
1
8
1
)

な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
隣
の
部
屋
に
あ
る
机
の

上
の
紙
片
」
と
い
う
物
質
的
対
象
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
る
「
白
さ
」
の
感
覚
は
、
そ
の
隣
の
部
屋
に
現
在
い
な
い
私
に
は
感
じ

ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
そ
の
「
紙
片
」
に
関
係
す
る
感
覚
は
現
存

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
隣
の
部
屋
に
入
れ
ば
、
そ
の
紙

片
か
ら
の
感
覚
を
得
る
だ
ろ
う
と
予
期
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
の

可
能
性
を
、
ミ
ル
は
単
に
現
に
あ
る
感
覚
を
越
え
た
存
在
と
し
て
の
物
質

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
あ
る
感
覚
が
、
あ
る
瞬
間
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
次

の
瞬
間
の
非
在
に
も
関
ら
ず
、
続
け
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
可
能

ミ
ル
の
形
而
上
学
|
|
「
感
覚
の
永
続
可
能
性
」

も
っ
と
も
、
こ
の
「
等
置
さ
れ
る
」
の
意
味
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈
が

あ
り
う
る
こ
と
に
は
一
応
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
第
一
は
、
そ
れ
は
「
還

元
」
を
指
す
、
と
い
う
説
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
「
意
味
論
的
同
定
」
が

考
え
ら
れ
る
。

A
．
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
説
明
に
従
う
な
ら
、
第
一
の
還
元
な

ら
「
物
質
」
と
い
う
日
常
的
な
言
い
方
は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
「
思
い

違
い
理
論
」
と
な
り
、
第
二
の
「
意
味
論
的
同
定
」
な
ら
「
我
々
は
感
覚

の
永
続
可
能
性
を
物
質
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
」
と
い
う
主
張
に
な
る

(
H目
臣
on
1
9
9
8
)

。
ハ
ミ
ル
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
は
こ
の
二
つ
の
立

場
を
揺
れ
動
い
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
元
来
の
連
想
心
理
学
と
い
う

信
条
が
重
要
で
あ
っ
た
限
り
で
は
前
者
、
つ
ま
り
、
我
々
が
「
物
質
」
と

呼
ぶ
も
の
は
観
念
連
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
構
成
物
で
あ
り
、
心
理
学
的
分

析
に
よ
っ
て
説
明
ー
消
去
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
だ
と
す
る
主
張
を
彼
は
為

し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
感
覚
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
―
つ
の
存
在

論
的
立
場

(11
現
象
論
）
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
物
質
は
実
在
し
な
い

と
い
う
王
張
に
等
し
い
。

ミ
ル
の
「
自
我
」
は
、
こ
う
し
た
「
物
質
」
の
分
析
を
精
神
に
も
適
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
感
覚
が
あ
る
と
い
う
と
き
、
感
覚
の
原
因
と
な
っ
て

い
る
実
体
と
感
覚
を
受
け
取
っ
て
い
る
実
体
と
が
存
在
す
る
。
ミ
ル
に
よ

る
と
、
こ
の
前
者
が
「
物
質
」
で
あ
り
、
後
者
が
「
精
神
」
「
自
我
」
で

あ
る
。
物
質
の
「
感
覚
の
永
続
可
能
性
」
を
予
期
し
、
「
自
ら
を
連
続
と

性
、
つ
ま
り
「
感
覚
の
永
続
可
能
性
」
が
物
質
と
等
置
さ
れ
る
の
で
あ

る。
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し
て
意
識
で
き
る
感
情
の
連
続
」
こ
そ
が
自
我
E
g
o
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

合
H
P
:
1
9
4
)
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
の
自
我
は
、
経
験
な
い
し
感
覚
に
対
し
て
外
的
な
要

素
を
想
定
せ
ず
に
構
成
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
独
立
性

の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
は
到
底
い
え
な
い
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
物
質
と
自
我
と
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
諸
感
覚
の

系
列
か
そ
の
可
能
性
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
と
き
、
自
我
と
は
感

覚
の
条
件
と
し
て
先
行
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
感
覚
に
後
続
す
る
も
の

と
な
る
。
偶
有
的
な
感
覚
の
あ
り
よ
う
に
応
じ
て
、
内
外
の
境
界
を
持
つ

自
他
が
構
成
さ
れ
た
り
さ
れ
な
か
っ
た
り
す
る
は
ず
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で

は
「
外
部
」
に
お
け
る
因
果
連
鎖
す
な
わ
ち
決
定
ー
被
決
定
関
係
か
ら
ど

う
し
て
「
内
部
」
が
離
脱
す
る
と
い
う
あ
り
方
が
可
能
な
の
か
、
少
な
く

と
も
一
見
理
解
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

行
為
の
存
在
論
と
習
慣

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
我
々
が
自
我
と
呼
ぶ
も
の
は
「
感
覚
の
永
続
可

能
性
」
の
一
種
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
実
体

entity
で
は
な
い
。
実
際
に

は
、
形
而
上
学
的
実
体
、
す
な
わ
ち
他
に
依
存
し
な
い
存
在
者
で
は
な
い

も
の
と
し
て
の
ミ
ル
の
主
体
が
い
か
に
し
て
自
由
で
あ
り
得
る
の
か
。
本

稿
で
の
文
脈
に
即
し
て
い
え
ば
、
独
立
性
を
備
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て

よ
い
の
は
い
か
に
し
て
な
の
か
。

ホ
ッ
ブ
ズ
以
来
経
験
論
お
よ
び
両
立
論
の
立
場
を
と
る
論
者
に
よ
っ
て

現
在
に
至
る
ま
で
一
貰
し
て
採
ら
れ
て
き
た
自
由
の
定
義
は
、
「
人
は
、

(
5
)
 

欲
す
る
も
の
／
こ
と
を
得
ら
れ
／
で
き
る
限
り
で
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
、

欲
求
と
行
為
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ル
も
こ
う
し
た
見
解
の

踏
襲
を
表
明
し
て
い
る
。
ミ
ル
は
「
自
由
と
は
、
人
が
欲
す
る
こ
と
を
行

な
う
こ
と
の
中
に
存
す
る
」

(
O
L
-
>
,
5
羞
2
6
)

と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
第
一
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ミ
ル
が
論
敵
と
し
た
オ
ー
ウ
ェ

ン
は
、
そ
の
行
為
自
体
の
源
に
お
け
る
被
決
定
性
を
問
題
に
し
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
「
性
格
」
が
行
為
の
原
因
と
し
て
同
定
さ
れ
て
い
た
。

後
に
み
る
よ
う
に
ミ
ル
も
、
こ
の
行
為
と
性
格
の
関
係
に
つ
い
て
の
図
式

自
体
は
容
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
行
為
の
習
慣
と
し
て
の
性

格
が
、
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
独
立
性
を
帰
属
さ
れ
う
る
場
所
と
し
て
立

て
ら
れ
得
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
つ
け
る
た
め
に
、
行
為
と
性
格
と
の

形
而
上
学
的
身
分
と
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
説
明
を
見
て
み
た

い
。
行
為
と
性
格
は
、
倫
理
学
上
は
、
双
方
が
他
方
を
説
明
・
正
当
化
す

る
関
係
に
立
ち
う
る
。
こ
の
意
味
で
ど
ち
ら
が
先
行
す
る
と
考
え
る
か
が
、

徳
倫
理
と
近
代
的
な
規
則
・
義
務
の
倫
理
を
分
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
何
が
人
を
善
く
す
る
の
か
」
と
い
う

問
題
が
主
要
で
あ
り
、
そ
の
善
い
性
格

(11
徳
）
の
証
拠
な
い
し
結
果
と

し
て
行
為
の
正
し
さ
は
扱
わ
れ
る
。
後
者
で
は
、
行
為
の
正
し
さ
が
原
則

に
照
ら
し
て
定
ま
り
、
そ
の
行
為
へ
向
か
う
傾
向
性
・
性
向
と
し
て
性
格

(
6
)
 

が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
概
念
相
互
の
前
後
関
係
は
、
必
ず
し
も
形
而
上
学
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的
な
問
題
で
は
な
い
の
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
、
行
為
と
性
格
の
い
ず
れ
が

実
在
的
か
、
と
い
う
問
の
考
察
を
通
じ
て
概
括
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
性
格
を
行
為
へ
の
性
向
な
い
し
傾
向
性
と
す
る
一
次
近
似
を
採

用
す
る
も
の
と
し
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
行
為
の
方
が
性
格
よ
り
実
在

性
が
高
い
。
こ
れ
は
、
行
動
主
義
の
心
と
行
動
の
関
係
の
把
握
と
ま
っ
た

く
相
似
で
あ
る
。
行
動
主
義
に
お
い
て
は
、
観
察
不
可
能
な
「
内
面
」
を

観
察
可
能
な
行
動
に
よ
り
定
義
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
論

で
は
、
心
理
状
態
と
は
行
動
状
態
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

(
d
.
P匡
与
s

1
9
9
5
.
 c
h
.
3
)
。
こ
の
態
度
は
「
非
物
質
的
な
心
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

極
度
に
否
定
的
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
に
は
身
体
な
い
し
物
質
の
実
在
性

し
か
認
め
な
い
唯
物
論
を
前
提
と
し
て
持
つ
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て

我
々
が
日
常
的
に
「
行
為
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
「
身
体
の
運
動
」
と
し
て

の
行
動
へ
と
同
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
「
性
格
」
は
、
こ
こ
で
の

「
心
」
と
「
行
動
」
と
の
関
係
に
近
い
も
の
を
「
行
為
」
と
の
間
に
有
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
ミ
ル
自
身
は
行
為
に
つ
い
て
「
事
実
に

伴
わ
れ
た
私
の
意
図
、
も
し
く
は
意
図
に
先
行
さ
れ
引
き
起
こ
さ
れ
た
事

実
」
に
つ
い
て
、
我
々
が
呼
ぶ
名
前
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る

(
S
L
:
7
5
)

。

ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
も
見
出
さ
れ
る
。
「
で
は
、
行
為

と
は
何
で
あ
る
か
。
―
つ
の
物
事
で
は
な
く
、
二
つ
の
物
事
の
一
個
の
系

列
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
結
果
に
伴
わ
れ
た
、
意
欲
と
呼
ば
れ
る
心

的
状
態
、
で
あ
る
。
意
欲
す
な
わ
ち
結
果
を
産
出
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
、

そ
の
意
図
の
帰
結
に
お
い
て
産
出
さ
れ
る
結
果
は
、
別
物
で
あ
る
。
そ
の

二
つ
が
共
に
そ
の
行
為
を
構
成
し
て
い
る
。
私
は
恒
常
的
に
腕
を
動
か
す

と
い
う
目
的
p
目
p
o
s
e
を
形
作
る
。
こ
れ
は
私
の
心
的
状
態
で
あ
る
。
私

の
腕
は
…
私
の
目
的
に
従
っ
て
動
く
。
そ
れ
は
、
あ
る
心
的
状
況
の
帰
結

で
あ
る
身
体
•
物
理
的
事
実
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に
後
続
さ
れ
た
意
図
も

し
く
は
（
そ
う
い
う
表
現
を
選
ぶ
な
ら
）
そ
の
意
図
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
先
行
さ
れ
た
事
実
は
、
私
が
腕
を
動
か
す
と
い
う
行
為
と
呼
ば
れ
る

の
で
あ
る
。
」

(
S
L
:
5
5
)

。
つ
ま
り
ミ
ル
に
お
い
て
は
‘
―
つ
の
行
為
は
身

体
の
運
動
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
「
意
図
」
と
「
（
身
体
的
）
事
実
」

の
結
合
で
あ
り
、
別
百
す
れ
ば
、
特
定
の
諸
感
情
・
観
念
の
―
つ
の
結
合
、

つ
ま
り
―
つ
の
複
雑
観
念
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
殺
人
」
と
い
う
行

為
が
持
つ
内
容
は
、
例
え
ば
ナ
イ
フ
を
振
り
上
げ
る
、
拳
銃
の
引
き
金
を

引
く
、
な
ど
の
記
述
に
よ
っ
て
我
々
が
指
示
す
る
行
為
者
の
一
々
の
身
体

運
動
に
尽
き
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
に
と
っ
て

行
為
と
は
、
行
動
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ

り
え
ま
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
身
体
の
運
動
と
し
て
の
行
動
も
、
そ
の
身

体
が
「
感
覚
の
永
続
可
能
性
」
に
同
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
に
即
し
て
理

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
ミ
ル
の
感
覚
の
存
在
論
を
徹

底
的
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
行
為
は
実
体
の
よ
う
に
実
在
し
て
い
る
、
と

は
決
し
て
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
と
は
い
え
、
個
々
の
行
為
の
結
果
と

し
て
生
じ
る
快
苦
は
、
「
感
情
」
な
い
し
感
覚
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
実
在

し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
。

行
為
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
と
き
、
行
為
へ
の
傾
向
性
と
し
て
の
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「
性
格
」
と
い
う
も
の
の
身
分
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
特

定
の
身
体
運
動
へ
と
「
傾
き
が
ち
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
傾
向
性
と

は
考
え
ら
れ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
複
雑
観
念
と
し
て
の
行
為
と
結

び
付
く
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
若
き
ミ
ル
が
ベ
ン

サ
ム
の
道
徳
理
論
・
人
間
観
を
批
判
し
た
論
文
「
ベ
ン
サ
ム
の
哲
学
に
つ

い
て
の
批
評
」

(
1

召
3
)

の
一
部
が
裏
づ
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ミ
ル
は
「
す
べ
て
の
我
々
の
行
為
が
、
見
込
ま
れ
る
快
苦
、
我
々
の
行

為
の
帰
結
と
し
て
予
期
す
る
快
苦
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

ベ
ン
サ
ム
の
見
解
を
誤
っ
た
も
の
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
「
我
々
の
行
為

を
決
定
す
る
快
苦
は
、
行
為
の
瞬
間
に
後
続
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
程

度
の
頻
度
で
先
行
も
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
例
と

し
て
彼
が
挙
げ
る
の
が
、
犯
罪
に
手
を
染
め
る
直
前
に
あ
る
人
で
あ
る
。

彼
の
説
明
で
は
そ
の
人
が
そ
の
行
為
か
ら
尻
込
み
す
る
の
は
、
確
か
に
処

罰
へ
の
恐
れ
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
全
く
同
じ
く
あ
り
そ
う

な
の
は
「
彼
が
そ
の
行
な
い
に
手
を
染
め
る
と
い
う
思
考
そ
の
も
の
か
ら

尻
込
み
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
り
、
「
そ
の
よ
う
な
状
況
に
自
分

自
身
を
置
く
と
い
う
観
念
が
と
て
も
苦
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
犯
罪
を

や
り
抜
く
身
体
的
な
力
を
持
つ
の
に
十
分
な
ほ
ど
長
く
そ
の
観
念
に
と
ど

ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
」

(
C
W
X
:
1
2
)

と
い
う
。
そ
し

て
こ
の
箇
所
で
は
「
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
真
に
有
徳
で
は
な
い
」

と
付
言
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
確
か
に
苦
痛
が
犯
行
の
差
し
控
え
を
決
定
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
の
苦
痛
が
、
犯
行
を
行
な
う
と
い
う
「
思
考
」
、
「
そ
の
よ
う
な
状

況
に
自
分
自
身
を
置
く
と
い
う
観
念
」
に
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ミ
ル
の
こ
こ
で
の
主
張
を
確
認
し

て
お
く
と
、
快
楽
・
苦
痛
は
人
間
の
行
為
を
確
か
に
決
定
す
る
が
、
そ
れ

は
ベ
ン
サ
ム
が
い
う
が
ご
と
き
、
可
能
な
行
為
の
諸
選
択
肢
の
結
果
と
し

て
予
想
さ
れ
る
苦
痛
を
差
し
引
い
た
快
楽
を
比
較
し
て
最
も
大
き
な
快
楽

が
期
待
で
き
る
行
為
を
行
為
者
が
比
較
の
結
果
選
択
す
る
と
い
う
モ
デ
ル

で
の
み
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
の
刑
罰
論
は
こ
の
モ
デ

ル
に
依
拠
し
、
一
般
幸
福
を
減
少
さ
せ
る
限
り
で
の
私
利
的
な
行
為
を
効

果
的
に
抑
止
す
る
の
に
必
要
十
分
な
程
度
に
量
刑
が
為
さ
れ
る
よ
う
刑
法

シ
ス
テ
ム
を
設
計
し
直
す
と
い
う
こ
と
を
そ
の
主
要
な
狙
い
と
し
て
い

た
。
ミ
ル
が
言
う
よ
う
に
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
行
為
の
決
定
に
影
響
を
及

ぼ
す
快
苦
は
行
為
の
結
果
に
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
の
れ

に
可
能
な
行
為
を
前
件
と
す
る
因
果
的
系
列
を
想
像
し
、
そ
こ
に
期
待
で

き
る
快
楽
を
求
め
、
苦
痛
を
避
け
る
と
い
う
慎
慮
prudence
も
し
く
は
考

量
dehbe
且
o
n
の
働
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
ず
と
自
己
の
利
益
を
最
大

化
す
る
よ
う
に
理
性
を
使
用
す
る
経
済
的
合
理
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
映
し

て
い
る
し
、
ま
た
因
果
性
を
前
提
に
行
為
選
択
が
為
さ
れ
て
い
る
と
想
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ル
が
提
示
す
る
モ

デ
ル
は
、
自
ら
の
快
楽
を
最
大
化
す
る
た
め
に
冷
静
に
計
算
を
行
な
う
行

為
者
で
は
な
く
、
い
わ
ば
瞬
間
的
反
射
的
に
行
為
の
観
念
に
伴
う
苦
痛
に

打
た
れ
て
そ
の
行
為
を
避
け
る
行
為
者
で
あ
る
。
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こ
の
モ
デ
ル
は
ベ
ン
サ
ム
の
モ
デ
ル
の
よ
う
に
因
果
関
係
を
基
礎
に
す

る
だ
け
で
な
く
、
連
合
関
係
を
も
基
礎
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ

ま
り
、
双
方
と
も
快
苦
が
行
為
の
決
定
因
（
動
機
）
で
あ
る
と
す
る
の
だ

が
、
ベ
ン
サ
ム
の
場
合
行
為
に
後
続
す
る
そ
れ
が
行
為
を
決
定
す
る
と
い

っ
て
お
り
、
ミ
ル
の
方
は
そ
う
し
た
機
序
に
加
え
、
行
為
の
観
念
に
連
合

す
る
苦
痛
を
も
行
為
の
決
定
因
に
含
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
合
関
係
は

ミ
ル
が
父
ミ
ル
か
ら
受
け
継
い
だ
心
理
学
理
論
で
あ
る
連
合
主
義
を
適
用

し
た
も
の
で
あ
る
。
父
ミ
ル
は
連
合
心
理
学
に
従
っ
た
教
育
を
子
ミ
ル
に

授
け
た
の
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
心
理
学
理
論
を
世
に
示
し
た
『
人
間
精
神

現
象
の
分
析
』
を
子
ミ
ル
は
注
釈
を
施
し
て
出
版
し
て
い
る
が
、
細
部
で

の
修
正
は
あ
っ
て
も
大
枠
で
は
そ
の
理
論
を
追
認
し
て
い
る
。
ミ
ル
の
説

明
で
は
、
「
心
理
学
の
主
題
」
と
は
「
あ
る
心
的
状
態
が
他
方
に
継
起
す

る
、
引
き
起
こ
さ
れ
る
…
、
継
起
の
斉
一
性
、
法
則
」
で
あ
る
。
「
連
合
」

と
は
、
感
情
間
に
成
立
す
る
こ
の
心
理
学
的
法
則
の
一
っ
に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
「
法
則
」
に
は
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
法
則
は
、

あ
る
意
識
状
態
（
印
象
）
が
何
ら
か
の
原
因
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
後
、
そ

の
原
因
が
な
く
な
っ
て
も
強
度
の
劣
る
複
製
（
観
念
）
が
作
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
、
第
二
に
、
「
こ
れ
ら
の
観
念
が
他
の
印
象
や
観
念
に
よ
っ
て
…

し
か
る
べ
き
法
則
に
従
っ
て
惹
起
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

の
法
則
が
「
連
合
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る

(
S
L
:
8
5
2
)

。

さ
て
、
こ
の
理
論
に
従
え
ば
、
教
育
と
は
適
切
な
観
念
連
合
を
被
教
育
者

の
う
ち
に
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
上
の
論
点
に
即
し
て

言
え
ば
、
適
切
な
道
徳
教
育
を
施
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
心
理
に
お
い
て
、

例
え
ば
犯
罪
の
よ
う
な
特
定
の
行
為
の
観
念
に
苦
痛
の
観
念
が
連
合
が
形

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
苦
痛
は
未
来
に
予
想
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
時
点
で
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
常
的
に
言
え
ば
、
我
々

が
不
正
を
行
な
お
う
と
す
る
と
き
に
感
じ
る
「
嫌
な
感
じ
」
あ
る
い
は

「
良
心
の
呵
責
」
に
等
し
い
。

こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
ベ
ン
サ
ム
の
行
為
と
は
物
理
的
世
界
の
う
ち

の
因
果
系
列
に
参
入
す
る
身
体
運
動
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
ミ
ル
の
行
為
と
は
特
定
の
苦
痛
と
連
合
し
得
る
よ
う
な
観
念
上
の
も

の
で
あ
る
必
要
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
も

刑
法
の
条
項
が
有
効
に
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
行
為
の
集
合
と
い
う
概
念

な
い
し
行
為
の
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
行
為
選
択
の
結
果
と
し
て
行
為
者
に
予
想
さ
れ
た
苦
痛
、
な

ど
の
「
意
図
」
を
準
拠
点
に
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た

意
図
形
成
の
中
に
必
要
十
分
な
「
予
期
さ
れ
る
苦
痛
」
と
し
て
の
処
罰
を

挿
入
で
き
れ
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
例
え
ば
、
他
者
の
死
と

い
う
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
身
体
運
動
が
避
け
ら
れ
れ
ば
十
分
で
あ

り
、
行
為
と
い
う
集
合
が
行
為
者
の
心
理
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
こ
と

は
必
ず
し
も
不
可
欠
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ミ
ル

の
モ
デ
ル
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
殺
人
、
な
ん
て
恐
ろ
し
い
」
と
い
う

よ
う
な
観
念
連
合
が
具
体
的
な
未
来
の
処
罰
の
可
能
性
と
は
無
関
係
に
成

立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
殺
人
」
と
い
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―
つ
の
行
為
の
集
合
と
し
て
の
観
念
が
要
求
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
観
念
連
合
が
成
り
立
っ
た
状
態
は
彼
に
と
っ
て
人
間
と
し
て

望
ま
し
い
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
、
ベ
ン
サ
ム
的
な
行
動
制
御
が

必
要
な
局
面
・
段
階
が
あ
り
う
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
い
な
い
、
と
い
う

(
8
)
 

但
し
書
き
は
必
要
で
あ
る
。

先
に
も
引
用
し
た
と
お
り
、
ミ
ル
に
と
っ
て
は
「
行
為
」
と
は
観
念
で

あ
る
こ
と
が
明
確
に
確
認
で
き
た
と
思
う
。
そ
れ
は
「
身
体
運
動
11
行
動
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
行
動
主
義
が
想
定
す
る
よ
う

な
観
察
可
能
な
要
素
か
ら
の
み
成
り
立
つ
対
象
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
ミ
ル
は
、
行
為
が
一
般
幸
福
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
結
果
を
持
つ
傾
向
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
歴
史
も

し
く
は
経
験
に
基
づ
い
て
判
断
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
限
り
で

(
U
T
,III 

答

ち
4
)

経
験
論
を
手
放
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
「
高
級
な
快
楽
」
の

判
定
基
準
を
比
較
さ
れ
る
べ
き
複
数
の
快
楽
の
双
方
を
十
分
に
経
験
し
た

人
が
決
然
と
選
ぶ
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

は
ま
さ
し
く
経
験
論
的
な
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
な

る
と
、
行
為
と
経
験
と
は
ミ
ル
に
お
い
て
ど
う
捉
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
ミ
ル
の
答
え
は
こ
う

で
あ
る
。
我
々
が
意
志
に
よ
っ
て
身
体
の
行
動
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、

と
捉
え
て
い
る
事
実
は
、
前
件
と
し
て
の
意
欲
（
意
識
状
態
II

「
感
情
」

の
一
種
）
と
、
後
件
と
し
て
の
身
体
運
動
と
の
つ
な
が
り
が
経
験
を
通
じ

て
知
ら
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い

(
S
L
:
3
5
5
)
。

、ヽつ

ミ
ル
は
ま
た
こ
の
「
意
欲
」
に
つ
い
て
、
「
行
為
と
は
―
つ
の
結
果
を

伴
う
意
欲
に
過
ぎ
な
い
」

(
S
L
:
7
5
)

と
も
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
看

過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
意
欲
は
感
情
な
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
が
そ
れ

と
等
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
の
身
分
を
非
行
動
主
義
的
に

捉
え
よ
う
と
す
る
我
々
の
目
下
の
解
釈
の
方
向
に
沿
う
も
の
だ
か
ら
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、
直
前
ま
で
の
説
明
を
補
足
し
、
ミ
ル
の
性
格
と
行
為
の
取

り
扱
い
を
一
層
明
確
に
示
す
、
テ
キ
ス
ト
上
の
手
掛
か
り
を
こ
こ
で
拾
い

上
げ
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
前
段
落
の
意
欲
と
は
、
「
意
志
の

は
た
ら
き
act」
(
S
L
:
5
4
)

で
あ
る
が
、
こ
の
「
意
志
」
と
は
最
強
の
「
動

機
」
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
動
機
」
と
は
、
欲
求
か
嫌

悪
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
そ
の
強
さ
は
我
々
の
知
覚
す
る
、
対
象
の
快

(
9
)
 

さ
も
し
く
は
苦
し
さ
に
比
例
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
当
初
、
快
へ
の
直
接
的
な
衝
動
、
苦
痛
か
ら
の
反
発
だ

っ
た
も
の
が
、
ひ
と
つ
の
習
慣
固
b
i
tもし
く
は
固
定
し
た
目
的

p日
p
o
~
~

へ
と
変
化
し
た
と
き
、
動
機
の
強
さ
が
意
味
す
る
の
は
、
あ
る
観
念
と
外

的
行
為
の
間
に
形
成
さ
れ
た
連
合
の
完
全
さ
と
迅
速
さ
で
あ
る
」

(EHP:468)
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
習
慣
」
が
「
固
定
し
た
目
的
」
と
等

置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
こ
の
「
目
的
」
は
先
に
「
腕
の
運
動
」

の
例
に
登
場
し
た
概
念
で
あ
る
。
同
様
に
『
功
利
主
義
論
』
に
は
次
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。
「
意
志
は
能
動
的
な
現
象
で
、
受
動
的
な
感
受
性
で

あ
る
欲
求
と
は
別
物
で
あ
る
」
。
意
志
は
欲
求
か
ら
派
生
す
る
も
の
な
の
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だ
が
、
次
第
に
独
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
る
も
の
を
欲
求
す

る
が
ゆ
え
に
そ
れ
を
意
志
す
る
代
わ
り
に
」
「
そ
れ
を
意
志
す
る
ゆ
え
に

そ
れ
を
欲
求
す
る
」
と
い
う
従
来
と
は
転
倒
し
た
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
ミ
ル
は
「
習
慣
的
目
的
百
bitu;
芸
目
弓
se
」
の
ケ
ー
ス
と
呼
び
、

こ
う
し
た
習
慣
の
力
は
有
徳
な
行
為
の
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
思
慮
の
上

で
の
選
好
に
反
し
て
」
、
「
悪
徳
な
有
害
な
耽
溺
の
場
合
に
も
発
揮
さ
れ
る
」

と
し
て
い
る

(
U
T
,IV
食
5
0
2
)

。
こ
こ
で
は
、
良
い
習
慣
が
徳
に
、
悪
い

習
慣
が
悪
徳
に
同
定
さ
れ
て
い
る
。
「
意
志
は
欲
求
の
子
で
あ
る
が
、
生

み
の
殺
の
支
配
か
ら
抜
け
出
た
と
た
ん
に
、
た
ち
ま
ち
習
慣
の
支
配
を
受

け
る
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
つ
い
て
、
『
論
理
学
体
系
』
で
は

「
連
合
の
影
響
を
通
じ
て
徐
々
に
我
々
は
、
目
的
e
n
dを
考
え
ず
に
手
段
を

欲
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
行
為
そ
れ
自
体
が
欲
求
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ

自
体
を
越
え
た
い
か
な
る
動
機
へ
の
言
及
な
し
に
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ

る。」

(SL:842)

と
も
述
べ
て
い
る
。
『
論
理
学
』
に
も
や
は
り
、
「
目
的
」

に
つ
い
て
「
意
志
す
る
習
慣
百
b
i
t

of w
i
l
l
i
n
g

は
通
常
、
目
的
と
呼
ば
れ

る
。
我
々
の
意
欲

volitions
と
そ
こ
か
ら
流
れ
出
る
行
為
の
原
因
と
し
て
、

好
み
臣
届
と
嫌
悪
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
も
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

我
々
の
目
的
が
も
と
も
と
起
こ
っ
て
き
た
快
苦
と
い
う
感
情
か
ら
独
立
し

た
と
き
に
の
み
、
我
々
は
確
立
さ
れ
た
性
格
を
持
つ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
ノ
バ
ー
リ
ス
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
『
性
格
と
は
完
全
に
整
え
ら
れ
た

意
志
で
あ
る
』
」

(
S
L
:
8
4
2
,
 
3
)
と
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
快

苦
へ
の
「
衝
動
」
「
反
発
」
と
し
て
為
さ
れ
て
い
た
行
為
が
連
合
関
係
の

形
成
を
通
じ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
事
態
を
「
習
慣
」
、
そ
の
行
為
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
心
的
状
態
を

「
目
的
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
偶
有
的
な
快
苦
か
ら
独
立
に
そ
の
行
為
を

目
指
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
「
確
立
さ
れ
た
性
格
を
持
つ
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ミ
ル
は
「
…
確
立
さ
れ
た
徳
の
人
は
完
全
に
自
由

で
あ
る
」

(SL:841)

と
述
べ
て
い
る
。

さ
て
、
本
来
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
「
行
為
」
の
身
分
を
「
観
念
」
と
し

た
と
き
に
、
「
性
格
」
の
身
分
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
質
と
し
て
の
身
体
が
関
わ
る
限
り
で
、
行
為
は
「
客
観
的
」
な
も
の
と

な
り
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
実
体
と
し
て
の
身
体
が
関
わ
る

行
為
よ
り
も
、
「
完
全
に
整
え
ら
れ
た
意
志
」
と
し
て
の
性
格
が
「
感
情
」

に
含
ま
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
方
が
存
在
論
的
に
は
よ
り
基
底
的
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
行
為
の
原
因
と
し
て
意
欲
が
上
げ
ら
れ
る
他
に
も
、
オ
ー

ウ
ェ
ン
派
と
の
論
争
の
部
分
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
性
格
が
行
為
の
原
因

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ミ
ル
は
認
め
て
い
る
。
行
為
の
原
因
と
し
て
意
欲

と
性
格
の
ふ
た
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る

べ
き
か
。

我
々
と
し
て
は
、
こ
う
考
え
て
み
た
い
。
意
欲
は
先
行
す
る
原
因
を
持

ち
、
そ
れ
は
主
体
に
と
っ
て
外
的
・
偶
然
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

先
の
説
明
に
即
し
て
い
え
ば
、
快
苦
と
い
う
動
機
に
直
接
駆
動
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
整
え
ら
れ
た
意
志
」
と
し
て
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の
性
格
か
ら
行
為
が
発
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
外
的
な
条
件
に
よ
っ

て
課
さ
れ
た
原
因
（
動
機
）
に
直
接
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
習
慣
の
形

成
は
、
主
体
の
外
の
因
果
系
列
の
働
き
か
け
（
感
情
と
し
て
は
欲
求
／
嫌

悪
に
相
当
す
る
）
か
ら
独
立
し
た
心
的
要
素
の
結
び
付
き
（
「
目
的
」
）
を

可
能
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
で
、
あ
る
種
の
独
立
性
が
生
じ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
「
能
動
的
な
現
象
」
と
し

て
の
意
志
の
発
生
は
、
「
受
動
的
な
感
受
性
」
で
あ
る
欲
求
か
ら
い
わ
ば

「
独
立
」
し
、
行
為
自
体
が
目
指
さ
れ
る
事
態
II

「
習
慣
的
目
的
」
の
成

立
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
し
て
も
、
ミ
ル
が
「
自
由

の
意
識
」
の
根
本
に
据
え
る
、
習
慣
を
形
成
す
る
意
志
、
性
格
を
変
え
ら

(11) 

れ
る
意
志
は
「
自
発
的
に
」
生
じ
る
の
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
無
限
後

退
的
な
自
由
意
志
の
問
題
は
残
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が

日
常
的
に
経
験
す
る
、
感
覚
の
存
在
論
の
水
準
の
上
に
幾
重
に
も
構
成
さ

れ
た
世
界
の
水
準
に
お
い
て
は
、
性
格
と
い
う
場
所
に
あ
る
種
の
主
体
の

独
立
性
と
能
動
性
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
経
験
と
属
性
か
ら
独
立
し
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方

と
は
無
関
係
に
存
立
す
る
無
条
件
・
絶
対
的
な
何
か
で
は
決
し
て
あ
り
え

な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ

「
習
慣
」
を
通
じ
て
確
立
さ
れ
る
あ
る
経
験
の
あ
り
方
、
感
情
の
系
列
の

様
態
な
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
、
一
層
、
外
的
な
環
境
、

自
我
に
婦
属
し
な
い
諸
感
覚
と
の
境
目
が
見
え
に
く
く
な
る
よ
う
な
不
安

定
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

主
体
が
、
第
2
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
「
感
覚
の
永
続
可
能
性
」
と
同

定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
観
念
の
連
合
の
習
慣
と
し
て
の
性
格
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
と
深
い
関
係
に
あ
る
。
見
た
よ
う
に
、
ミ
ル
の
形
而
上
学
的

立
場
で
は
環
境
か
ら
独
立
性
の
高
い
主
体
を
感
覚
（
と
そ
の
組
み
合
せ
）

の
外
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ル
の
功
利
主
義
理

論
に
お
い
て
、
そ
の
選
好
を
、
規
範
を
導
出
す
る
際
の
所
与
と
す
る
こ
と

が
適
切
な
個
人
、
そ
し
て
自
由
論
に
お
い
て
不
干
渉
の
条
件
の
も
と
で
カ

強
い
自
己
発
展
を
享
受
す
る
べ
き
個
人
、
つ
ま
り
個
的
主
体
の
実
体
は
、

諸
感
覚
に
還
冗
さ
れ
る
世
界
の
中
で
と
り
わ
け
強
い
結
び
付
き
を
確
立
し

た
観
念
連
合
、
換
言
す
れ
ば
確
固
と
し
た
習
慣
・
性
格
に
し
か
同
定
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ミ
ル
の
倫
理
学
・
社
会
哲
学
に

お
け
る
諸
主
張
が
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
自
他
の
境
界
を
明

確
に
持
っ
た
個
人
を
所
与
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
主
体
の
構
成

と
い
う
問
題
抜
き
に
は
成
立
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
構
成
の
成
否
は

程
度
問
題
で
あ
る
こ
と
、
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
個
人
的
自
由
主
義

の
代
表
者
と
目
さ
れ
る
J
.
S
・
ミ
ル
が
以
上
の
よ
う
な
側
面
を
も
考
察

の
対
象
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
議
論
の
成
否
は
と
も
か
く
注
目
に
値

す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び
に
か
え
て
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注(
1
)
以
下
、
ミ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
略
記
し
、
典
拠
を
示
す
。

S
L
 =
 
A
 S
y
s
t
e
m
 o
f
 L
o
g
i
c
、
(
）
内
数
字
は
、

T
h
e
Collected 
W
o
r
k
s
 o
f
 J
o
h
n
 

Stuart M
i
l
l
 (University of T
o
r
o
n
t
o
 Press. 1963'91"

以
降

cwと
略
記
）
、
第

9
巻
、
巻
の
頁
を
示
す
。

O
L
=
 On
 Liberty, 

(
)
内
数
字
は
順
に
、
章

（
ロ
ー
マ
数
字
）
、
段
落
、
邦
訳
（
中
公
バ
ッ
ク
ス
版
※
）
頁
を
示
す
。

U
T
=

Utilitarianism, 
(
)
内
数
字
は
順
に
、
章
（
ロ
ー
マ
数
字
）
、
段
落
、
邦
訳

（
中
公
バ
ッ
ク
ス
）
頁
を
示
す
。

E
H
P
11 A
n
 E
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
 o
f
 S
i
r
 Williミ
m

苓
mi/ton's
Philosophy, 
C

W
第
9
巻
の
頁
を
示
す
。
※
引
用
は
、
筆
者
の
判
断

で
適
宜
訳
を
改
め
て
い
る
。
ま
た
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
版
は
原
典
に
な
い
改
段
を

頻
繁
に
し
て
い
る
の
で
注
意
を
要
す
る
。
右
に
示
し
た
段
落
は
、
原
典
に
従
う
。

(
2
)
 
E
H
P
:
4
5
3
.
 O
w
e
n
,
 R. 1
8
1
3
'
1
6
 
"
A
 N
e
w
 V
i
e
w
 o
n
 Society", p.43, I邦
訳
1
4
4
頁。

(
3
)
「
処
罰
は
、
意
志
が
諸
動
機
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想
定
に
お
い

て
行
な
わ
れ
る
。
」

(
E
H
P
:
4
5
8
)• 

(
4
)
ち
な
み
に
「
ハ
ミ
ル
ト
ン
』
で
は
、
そ
の
教
育
が
処
罰
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
(
E
H
P
:
4
6
1
)
。

(
5
)
 
W
a
t
s
o
n
 1975:97. 

(
6
)
徳
倫
理
学
に
関
し
て
は
お
び
た
だ
し
い
文
献
が
あ
る
が
例
え
ば
、

S
t
a
t
m
a
n

1
9
9
7
。

(
7
)
 
G
o
u
i
n
l
o
c
k
 1986:37. 邦
竿
訳

5
8百
唸

(
8
)
こ
れ
は
『
自
由
論
』

(
O
L
,
I
,
 10, 2
2
5
頁
）
、
『
代
議
制
統
治
論
』
（
第
一
章
第
8

段
落
、
岩
波
文
庫
版
2
2
頁
）
な
ど
で
の
文
明
の
発
展
段
階
に
よ
っ
て
は
専
制
も

適
切
な
統
治
形
態
で
あ
る
と
の
言
明
と
呼
応
し
て
い
る
。

(
9
)
ち
な
み
に
欲
求
に
つ
い
て
は
「
あ
る
も
の
を
欲
求
す
る
こ
と
お
よ
び
そ
れ
を
快

い
と
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
を
嫌
悪
す
る
こ
と
を
お
よ
び
そ
れ
を
苦
し
い
と
思
う

こ
と
は
ま
っ
た
く
切
り
離
せ
な
い
現
象
で
あ
る
。
も
し
く
は
む
し
ろ
同
じ
現
象

の
二
つ
の
部
分
で
あ
る
。
同
じ
心
理
学
的
事
実
を
名
づ
け
る
二
つ
の
様
式
な
の

で
あ
る
」

(
U
T,5,loふ
01)と
さ
れ
て
い
る
。

(10)
「
決
意
」
の
訳
語
も
見
ら
れ
る
。

(11)
「
我
々
が
願
え
ば
、
自
分
自
身
の
性
格
を
修
正
で
き
る
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
、
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自
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で
あ
る
」

(
S
L
:
8
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