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近
代
倫
理
学
生
誕
へ
の
道
（
三
）

―

「
人
間
の
本
性
」
と
西
欧
倫
理
学
（
87
年
）―

堀
　
　
　

孝
　

彦

「
人
間
の
本
性
」
概
念
と
自
然
法
＝
社
会
理
論

【
解
　

説
Ⅰ
】

　

一
九
八
六
年
に
、
福
島
か
ら
名
古
屋
の
私
立
大
学
へ
移
籍
し
た
。
や
が
て

そ
こ
で
は
、
従
来
予
想
も
し
て
い
な
か
っ
た
日
本
英
学
史
分
野
へ
の
越
境
も

生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
別
と
し
て
、
倫
理
学
領
域
で
、
と

り
わ
け
さ
き
に
見
い
だ
し
て
い
た
構
想
を
も
と
に
し
て
、《
近
代
倫
理
学
》

の
生
誕
を
普
遍
的
な
《
人
間
の
本
性
》
論
の
展
開
と
し
て
描
く
こ
と
を
考
え

て
い
た
。
そ
の

初
に
書
い
た
の
が
本
論
文
、「〝
人
間
の
本
性
〟
概
念
と
自

然
法
＝
社
会
理
論―

問
題
の
提
示―

」
で
あ
っ
た
（『
名
古
屋
学
院
大

学
論
集
・
社
会
科
学
篇
』
23
卷
4
号
、
一
九
八
七
年
四
月
）。

そ
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
が
次
の
二
節
で
あ
る
。

　
　

一
　

現
代
倫
理
理
論
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
没
落

　
　

二
　

明
治
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
理
解
の
問
題
点

　

こ
れ
か
ら
近
代
西
欧
倫
理
学
成
立
へ
の
道
を
、「
人
間
の
本
性
」
概
念
の

展
開
と
し
て
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
の
順
序
か
ら
す
れ
ば
、

右
の
「
一
　

現
代
倫
理
」
や
「
二
　

明
治
啓
蒙
思
想
」
は
西
欧
近
代
の
あ
と

に
続
く
は
ず
で
あ
る
。
順
序
を
逆
に
し
て
い
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
《
近
代
》
を
論
述
す
る
に
際
し
て
は
、
す
で
に
《
近
代
》
一

般
の
問
題
点
を
も
見
せ
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
担
っ
た
上
で
の
分
析
と

な
る
。
一
九
〇
〇
年
代
後
半
（1987

年
）
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
は
、
遅

れ
て
開
国
し
た
《
近
代
日
本
》
の
視
点
か
ら
《
近
代
》
倫
理
思
想
全
体
を
と

ら
え
る
意
図
の
も
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
す
で
に
筆
者
が
西
欧
倫
理

思
想
を
そ
れ
自
体
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
後
発
の
日
本
に
視
座
を
据
え
て

の―

比
較
思
想
史
的
な―

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
も
論
文
冒
頭
の
一
、
二
節
、
両
者
は
奇
妙
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

前
者
は
、
二
〇
世
紀
前
半
の
現
代
倫
理
学
が
《
既
に
》
そ
の
不
毛
性
（
倫
理

的
判
断
の
客
観
性
否
認
）に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

後
者
で
は
近
代
日
本
の
明
治
期
啓
蒙
を
例
に
と
り
、《
未
だ
》
そ
の
「
近
代
」

倫
理
の
不
徹
底
性
を
指
摘
し
て
い
て
、
並
列
さ
せ
る
と
捻
れ
て
み
え
る
。
前

者
は
《
現
代
》
に
お
け
る
近
代
倫
理
学
の
問
題
と
し
て
で
あ
り
、
後
者
は
日
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（
二

）

本
に
お
け
る
そ
の
《
屈
折
》
を
念
頭
に
し
て
い
る
。「
既
に
」
と
「
未
だ
」

の
狭
間
に
あ
る
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
状
況
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

一
の
内
容
は
、『
現
代
の
倫
理
理
論
』
翻
訳
解
説
（1964

）
の
な
か

で
述
べ
て
い
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
付
属
資
料
参
照
）。
コ
バ
ン
（A

. 

C
obban, In Search of H

um
anity, 1960

）
に
よ
っ
て
「
道
徳
哲
学
の
没
落

decline

」
と
筆
者
が
呼
ん
だ
も
の
を
、
加
藤
尚
武
氏
は
「
倫
理
学
的
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」
の
名
で
呼
び
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
ま
っ
た
く
前
提
を
異
に
す
る

立
場
が
倫
理
学
と
倫
理
的
判
断
の
客
観
性
を
否
認
す
る
点
で
は
一
致
し
た
。」

「
過
激
な
主
観
主
義
と
、
価
値
多
元
性
自
称
の
自
由
主
義
と
、
倫
理
的
価
値

を
相
対
化
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
普
遍
的
な
拘
束
の
可
能
性
を
否
定
す
る

点
で
は
完
全
に
一
致
す
る
」（「
伝
統
的
倫
理
学
は
現
代
の
諸
課
題
に
応
え
う

る
か―

倫
理
学
的
課
題
を
回
避
す
る
倫
理
学
へ
の
批
判
」『
岩
波
講
座
　

転
換
期
に
お
け
る
人
間
』
8
『
倫
理
と
は
』、
岩
波
書
店1989

）。

　

筆
者
の
論
点
は
、
そ
の
点
だ
け
で
な
く
、
先
進
の
近
代
社
会
で
は
《
既

に
》
没
落
し
て
い
る
普
遍
的
「
人
間
性
」
に
よ
る
倫
理
の
基
礎
づ
け
が
、
日

本
を
含
む
未
成
熟
な
近
代
社
会
で
は《
未
だ
》展
開
し
切
れ
ず
に
あ
る
こ
と
、

そ
の
ズ
レ
の
対
比
を
も
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
《
屈
折
》
現
象
の

指
摘
で
あ
る
。

【
本
　

文
】

「
人
間
の
本
性
」
概
念
と
自
然
法
＝
社
会
理
論―

問
題
の
提
示―

一
　

現
代
倫
理
理
論
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
没
落

　

お
よ
そ
人
間
が
、
み
ず
か
ら
の
「
人
間
の
本
性
（
人
間
性
）」
に
つ
い
て―

自
分
た
ち
が
共
通
に
人
間
で
あ
る
と
か
、
人
間
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ

た
、
素
朴
な
意
味
で
の―

何
ら
か
の
自
己
意
識
を
も
っ
た
の
は
、
生
産
労
働

を
通
じ
て
外
的
自
然
に
働
き
か
け
、
自
然
と
区
別
さ
れ
た
自
分
を
意
識
し
は
じ
め

る
よ
う
に
な
っ
た
・
遠
く
人
類
の
起
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と
な
の
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
或
る
ま
と
ま
っ
た
思
想
と
し
て
提
示

し
、
そ
れ
を
「
人
間
の
本
性
」
と
い
っ
た
一
般
的
な
概
念
で
表
現
し
た
の
は
、
人

類
史
に
お
け
る
比
較
的
あ
た
ら
し
い
、
一
定
の
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
の
な
か
に

お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
い
っ
た
い
、
い
つ
・
ど
こ
で
・

ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
成
立
し
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
わ

な
い
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
普
遍
的
な
「
人
間
の
本
性
（
人
間
性
）」
と
い

う
概
念
そ
れ
自
体
も
、
や
は
り
歴
史
性
を
免
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
。

　

「
人
間
的
自
然
と
し
て
の
人
間
の
本
性
」（hum

an nature

）
概
念
が
倫
理
思

想
・
社
会
思
想
等
に
お
け
る
も
っ
と
も

0

0

0

0

基
本
的
な
キ
ィ
概
念
と
な
っ
た
の
は
、
ほ

か
な
ら
ぬ
西
欧
近
代
世
界
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。《hum

an nature

》
こ

そ
は
、
西
欧
近
代
に
お
け
る
全
社
会
理
論
の
基
底
に
通
奏
し
て
い
る―

西
欧

近
代
に
特
有
な―

歴
史
的
概
念
と
い
え
る
。

　

今
こ
の
こ
と
を
正
面
か
ら
論
証
す
る
か
わ
り
に
、
近
代
に
た
い
す
る
「
現
代
」
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―

い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ー
ン―

の
多
く
の
倫
理
理
論
に
お
い
て
は
、

こ
の
伝
統
的
な
「
人
間
の
本
性
」
概
念
が
多
か
れ
少
な
か
れ
没
落
し
、
廃
棄
も
し

く
は
忌
避
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
、「
人
間

の
本
性
」
概
念
の
特
殊
近
代
的
性
格
を
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
た
だ

し
後
述
し
て
い
く
よ
う
に
西
欧
世
界
に
お
い
て
、
民
族
や
国
家
の
枠
を
超
え
た

「
人
間
の
本
性
」
論
は
は
る
か
に
近
代
以
前
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

分
析
哲
学

　

倫
理
的
価
値
の
普
遍
性
・
拘
束
性
の
没
落
を

も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
ム
ー
ア
（G

. E
. M

oor, Principia E
thica 1903

）
に
よ
る
「
自

然
主
義
的
誤
謬
」（N

aturalistic Fallacy
）
の
指
摘
に
は
じ
ま
る
英
米
主
流
の
現

代
哲
学
で
あ
る
。
そ
の
過
激
な
主
張
が
、
伝
統
的
な
倫
理
学―

認
識
説
倫
理

学―

全
体
に
た
い
し
て
、
倫
理
的
言
明
の
客
観
性
を
否
定
す
る
「
非
・
認
識

説
」N

on-cognitive type of ethics

と
自
称
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
趣
意
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
非
」
具
象
的
な
抽
象
画
や
「
不
」

協
和
音
を
駆
使
す
る
芸
術
世
界
で
開
始
さ
れ
て
い
た
も
の
に
属
し
、
い
ず
れ
も
近

代
社
会
の
価
値
体
系
、
資
本
主
義
文
明
総
体
の
共
通
価
値
確
信
の
動
揺
・
崩
壊
に

基
づ
く
か
ら
し
て
、《H
um

an N
ature

》
の
普
遍
性
は
衰
退
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。（
詳
細
は
前
号
の
『
現
代
の
倫
理
理
論
』
訳
者
あ
と
が
き
を
参
照
）

サ
ル
ト
ル

　

彼
は
『
実
存
主
義
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
』L ’E

xistentialism
e est un 

hum
anism

e

（1945

年
講
演
、1946

年
刊
。
伊
吹
武
彦
訳
『
実
存
主
義
と
は
何
か
』
人
文
書
院
）

の
な
か
で
、「
人
間
は
自
由
で
あ
り
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
う
る
よ
う
な
人
間
の
本

性
な
ど
一
つ
も
存
在
し
な
い
」
と
宣
言
し
、「
人
間
の
本
性
」
の
存
在
を
否
定
し

て
い
る
。
哲
学
者
た
ち
は
十
八
世
紀
に
神
の
概
念
は
廃
棄
し
た
も
の
の
、
ヴ
ォ
ル

テ
ー
ル
、
デ
ィ
ド
ロ
、
カ
ン
ト
も
、〝
人
間
は
人
間
と
し
て
の
本
性
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
に
存
在
し
て
い
て
、
各
人
は
人
間
〔
性
〕
と
い
う
普

遍
的
概
念
の
特
殊
な
一
例
に
す
ぎ
な
い
〟
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
依

然
と
し
て
「
本
質
は
存
在
に
先
立
つ
」、「
人
間
の
本
質
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
然
の

な
か
で
出
会
う
歴
史
的
実
存
に
先
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
「
技
術
的
世
界
観
」
に

立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
、
今
や
「
実
存
が
本
質
に
先
立
つ
」
と
い
う
有

名
な
テ
ー
ゼ
を
対
置
す
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
「
人

間
性
」
概
念
の
廃
棄
は
、
実
存
主
義
の
根
本
テ
ー
ゼ
に
も
と
づ
く
そ
れ
で
あ
る
か

ら
し
て
、
根
底
的
な
主
張
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
「
人
間
の
本
性
」
概

念
が
い
か
に
西
欧
近
代
思
想
の
キ
ィ
概
念―

た
ん
な
る
一
つ
の
概
念
で
あ
る

に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
的
世
界
観
の
総
体
を
表
現
す
る
さ
い
の
基
底
に
あ
る
も
の

―

で
あ
る
か
を
、
裏
側
か
ら
逆
に
照
射
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
人
間
の
本
性
」
と
い
う
普
遍
的
本
質
は
否
定
さ
れ
る
が
、「
人

間
の
条
件
」と
い
う
人
間
的
普
遍
性
ま
で
を
サ
ル
ト
ル
が
拒
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
し
か
に
人
間
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
陳
述
は
拒
否
さ
れ
、
あ
る
べ
き
特
定
の
道

徳
的
行
為
の
仕
方
と
い
っ
た
も
の
は
何
も
な
く
、
人
間
は
全
く
自
由
で
あ
る
。
非

難
さ
れ
る
の
は
、
自
分
が
本
来
自
由
で
あ
る
の
に
自
由
で
は
な
い
か
の
ご
と
く
に

考
え
て
自
分
を
偽
る
こ
と
（
＝
自
己
欺
瞞 m

auvaise foi

）
だ
け
で
あ
る
。
彼
の

哲
学
思
想
に
お
い
て
は
、
意
識
し
て
い
る
と
は
自
由
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
も

の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
な
選
択
を
決
定
す
る
も
の
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は

個
人
と
し
て
選
択
し
、
自
分
に
か
ん
す
る
一
切
の
こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
責
任
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
分
を
選
ぶ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
投
企
（projet

）
の
普
遍
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（
四

）

性
は
存
在
し
、
や
は
り
人
間
の
（
条
件
の
）
普
遍
性
を
築
く
こ
と
は
で
き
る
と
い

う
。

　

同
書
（
当
初
は
講
演
だ
っ
た
）
に
付
さ
れ
て
い
る
討
論
の
な
か
で
、
マ
ル
ク
ス

主
義
者
の
ナ
ヴ
ィ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
存
在
（
実
存
）
に
先
立
つ
人
間

の
本
質
（
本
性
）
は
な
い
の
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
一
般
的
・
普
遍
的
な
「
人

間
の
条
件
・
状
況
」
と
い
う
も
の
も
ま
た
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で

あ
る
。
し
か
し
、
サ
ル
ト
ル
（
実
存
主
義
）
が
好
ん
で
用
い
る
「
人
間
の
条
件
」

condition hm
aine

と
い
う
表
現
は
、
彼
が
そ
の
概
念
を
排
除
す
る
と
公
言
し

た
・
十
八
世
紀
に
定
義
さ
れ
て
い
た
・「
人
間
の
本
性
」nature hum
aine 

と
非

常
に
よ
く
似
て
お
り
、
実
は
そ
の
置
き
換
え
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
十
八
世
紀

の
「
人
間
の
本
性
」
概
念
が
「
進
歩
」
と
い
う
基
礎
の
上
に
築
か
れ
て
い
た
の
に

対
し
て
、「
普
遍
性
の
危
機
」
に
立
つ
現
代
の
実
存
主
義
者
の
い
う
「
人
間
の
条

件
」
概
念
は
、「
み
ず
か
ら
を
誇
り
と
す
る
本
性
で
は
な
く
、
臆
病
で
自
信
が
な

く
て
孤
独
な
条
件
」、
資
本
主
義
社
会
の
「
哀
れ
む
べ
き
本
性
」
で
あ
る
こ
と
は

否
め
な
い
。

マ
ル
ク
ス

　

マ
ル
ク
ス
の
場
合
は
か
な
り
複
雑
で
あ
る
が
、
彼
も
ま
た
「
人
間
の
本
性
」
を

否
定
し
た
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
は
た
し
て
そ
う
な
の
か
ど
う
か
、
今
こ

こ
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、「
人
間
の
本
性
」
概
念
そ
の
も
の
が
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
性
格―

「
純
粋
な
個
人
」―

を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
証
拠
と
な
ろ
う
。

　

そ
の
さ
い
、
も
っ
と
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
の
は
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
宗
教

的
本
質
を
人
間
的
本
質
へ
解
消
す
る
。
し
か
し
人
間
的
本
質das m

enschliche 

W
esen

は
、
な
ん
ら
一
個
の
個
人
に
内
在
す
る
抽
象
物
で
は
な
い
。
人
間
的
本

質
〔
人
間
の
本
性
〕
の
現
実
態
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
社
会
的
諸
関
係
の
総
体

ensem
ble

で
あ
る
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
（「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
か
ん
す
る

テ
ー
ゼ
・
第
六
」1845

年
）。

　

し
か
し
同
時
に
、『
資
本
論
』
第
一
巻
（1867

年
）
に
お
い
て
、「
人
間
性
一

般
」die m

enschliche N
atur im

 allgem
einen

と
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
歴

史
的
に
変
容
さ
れ
た
人
間
性
」die in jeder E

poche historisch m
odifizierte 

M
enschennatur

と
い
う
二
重
の
把
え
か
た
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
（
第
七
篇
、
第
22
章
、
第
五
節
、
注
63
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
興
味
深
い
こ
と
は
、
サ
ル
ト
ル
が
さ
き
の
講
演
に
つ
づ
く
討

論
の
な
か
で
、
彼
を
批
判
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
向
か
い
、「
あ
な
た
も
私
も

こ
の
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
の
本
性
は
存
在
し
な
い
。
別
の

言
葉
で
い
え
ば
、
各
時
代
は
弁
証
法
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
発
展
す
る
も
の
で
あ

り
、
人
間
は
時
代
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
人
間
の
本
性
に
左
右
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
」
と
語
っ
て
、「
人
間
の
本
性
」
を
否
定
す
る
現
代
の
近
代
批
判
思

想
で
あ
る
点
に
お
い
て
は
、
実
存
主
義
も
マ
ル
ク
ス
主
義
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
マ
ル
ク
ス
が
抽
象
的
な
「
人
間
の
本
牲
」
を
否
定
し
た
の

は
、
資
本
主
義
社
会
や
、
そ
の
な
か
で
の
人
間
の
行
動
を
「
人
間
の
本
牲
」
に
根

ざ
す
永
遠
の
自
然
と
し
て
固
定
化
し
正
当
化
す
る
こ
と
に
た
い
す
る
否
定
を
意
味

し
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
否
定
が
（「
否
定
」

と
い
う
過
程
を
基
礎
に
し
つ
つ
）、
同
時
に
人
間
の
新
た
な
共
同
的
な
あ
り
方

（G
em

einw
esen

）
へ
の
展
望
を
可
能
に
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
し
う
る
は
ず
の

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
既
に
そ
れ
は
、「
人
間
の
本
性
」
の
た0
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（
五

）

ん
な
る

0

0

0

否
定
と
は
み
な
し
難
い
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
実
存
主
義
を
は
じ
め
と
す

る
他
の
、
近
代
批
判
＝
現
代
思
想
に
み
ら
れ
る
「
人
間
の
本
性
」
否
定
が
、
道
徳

的
相
対
主
義
や
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ヘ
つ
ら
な
る
姿
勢
を
も
っ
て
い
る
こ
と
と
著
し
く
対

照
的
で
あ
る
。

デ
ュ
ー
イ

　

観
念
論
で
も
唯
物
論
で
も
な
い
第
三
の
立
場
を
と
る
と
称
す
る
現
代
思
想
、

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ー
イ
は
「
人
間
の
本

性
」hum

an nature

と
い
う
概
念
を
棄
て
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
重
視
し
て
い

る
か
ら
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
彼

の
「
人
間
の
本
性
」
は
何
か
固
定
し
た
実
体
的
な
も
の
で
は
お
よ
そ
な
く
、
た
え

ず
成
長
変
化
す
る
人
間
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
究
極
の
目
標
」
を

否
認
す
る
彼
に
と
っ
て
、
道
徳
の
唯
一
の
目
標
と
い
え
る
も
の
は
「
不
断
の
成
長

grow
th

」
の
み
で
あ
る
と
言
う
の
と
同
様
に
、
永
続
性
の
あ
る
規
範
や
理
想
、

確
固
と
し
た
規
範
の
喪
失
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

　

一
切
の
超
自
然
的
な
も
の
を
彼
が
否
定
す
る
以
上
、
神
も
し
く
は
そ
の
代
替
物

―

た
と
え
ば
「
普
遍
的
・
固
定
的
人
間
性
」―

か
ら
も
解
放
さ
れ
た
人
間

は
、
有
機
体
と
し
て
の
自
然
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。「
人
間
の
本
性
」
概
念
が
用

い
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
人
間
は
自
然nature

で
あ
る
と
い
う
、
人

間
の
自
然
性
（
動
物
牲
）
を
強
調
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
動
植
物
と
同
じ

く
、
環
境
と
の
間
に
「
相
互
共
同
作
用
」transaction

を
営
み
つ
つ
、
均
衡
を
求

め
て
不
断
に
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
通
常
、
有
機
体
と
環

境
と
が
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
状
況
、
す
な
わ
ち
「
習
慣
」habit

に
よ
る
行
動
の

な
か
で
生
活
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ス
」
が
動
揺
し
は
じ
め
る
や
、
初

め
て
衝
動（
欲
求
）と
そ
れ
を
導
く
知
性
と
の
働
き―

価
値
と
探
究―

と
が
、

次
の
均
衡
を
求
め
て
生
じ
る
。

　

要
約
す
れ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。
①
人
間
の
第
一
次
的
活
動
は
知
的
な
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
非
反
省
的
な
経
験
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
近
代
的
理
性
人
を
モ
デ
ル

と
し
た
伝
統
的
思
惟
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
②
そ
し
て
、
人
間
（
有
機
体
）
と
環

境
と
の
関
係
も
、
近
代
的
な
〈
主
体―

客
体
〉
関
係
の
よ
う
な
対
立
で
は
な
く
、

「
相
互
共
同
作
用
」
に
よ
っ
て
両
者
が
一
つ
に
溶
け
あ
っ
た
連
続
体
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
。
③
す
べ
て
は
、「
問
題
発
生
（
葛
藤
）」
と
「
問
題
解
決
（
調
和
）」

と
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
究
極
の
解
決
と
か
究
極
の
目
標
と
か
い
っ
た
も
の
は

存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
代
的
二
元
論
を
す
べ
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
デ
ュ
ー
イ
の
思

考
方
法
が
、
あ
の
実
体
的
・
固
定
的
「
人
間
の
本
性
」
の
否
認
へ
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
政
治
・
社
会
論
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
、
個
人
と
社
会
、
私
的

な
も
の
と
公
的
な
も
の
と
の
連
続
的
＝
融
合
的
把
握
と
な
り
、「
公
衆
」
没
落
後

の
独
占
資
本
主
義
の
危
機
を
克
服
（
？
）
し
よ
う
と
す
る
、
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル

的
福
祉
国
家
論
と
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
総
じ
て
現
代
の
倫
理
理
論
は
近
代
の
伝
統
的
な
「
人
間
の
本

性
」
概
念
を
放
棄
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
倫
理
理
論―

伝
統
的

な
「
倫
理
学
」ethics

と
区
別
し
て
「
倫
理
理
論
」ethical theory

と
よ
ん
で
お

く
。―

を
色
濃
く
お
お
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
道
徳
的
相
対
主
義
、
ひ
い
て
は

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
深
く
通
定
し
あ
っ
て
い
る
。
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（
六

）

【
解
　

説
Ⅱ
　

現
代
に
お
け
る
人
間
本
性
規
範
論
】

　

現
代
で
は
近
代
啓
蒙
に
発
す
る
「
人
間
の
本
性
」
論
も
、
所
詮
は
西
欧
文

化
に
の
み
特
有
の
価
値
観
に
立
つ
も
の
だ
と
し
て
、
総
じ
て
そ
の
普
遍
妥
当

性
は
否
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
人
間
の
本
性
」
に
依
拠
す
る

規
範
道
徳
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
単
な
る
延
長
で
は
事
足
り
ず
、
当

然
、
事
実
か
ら
規
範
を
導
く
こ
と
に
も
慎
重
さ
を
要
求
さ
れ
る
。
二
〇
世
紀

の
ム
ー
ア
以
来
の
諸
理
論
を
反
駁
し
た
上
で
の
再
構
成
が
求
め
ら
れ
る
。

　

過
激
な
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
（M

acIntyre

）
の
『
美
徳
な
き
時
代A

fter 

V
irtue

』1984

に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
道
徳
の
前
提
に
は
、
人
間
が
「
本
質
的

な
目
的
、
性
質nature

」
を
も
ち
、
そ
れ
に
向
か
う
と
い
う
目
的
論
的
人
間

観
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
発
し
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

確
立
し
た
も
の
だ
が
、
新
旧
の
宗
教
改
革
の
神
学
が
そ
の
基
本
枠
組
み
を
否

定
し
た
の
で
、
た
と
え
ば
家
族
・
兵
士
・
哲
学
者
・
神
の
し
も
べ
な
ど
と
い
っ

た
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
と
役
割
を
も
つ
も
の
が
す
べ
て
消
失
し
、
人
間
は
そ
れ

ら
の
役
割
に
先
立
ち
・
そ
れ
と
離
れ
た
「
純
粋
な
個
人
」
と
し
て
の
み
考
え

ら
れ
、
道
徳
的
判
断
の
基
盤
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
目
的
論
を
否

定
し
て
機
械
論
に
代
え
た
の
が
近
代
思
想
で
あ
る
か
ら
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア

は
ト
ミ
ズ
ム
へ
の
回
帰
志
向
と
な
る
）。

＊「
意
味
と
役
割
」を
担
う
人
間
と
は
、和
辻
哲
郎
の
い
う「
じ
ん
か
ん
＝
間
柄
」で
あ
り
、

彼
の
ば
あ
い
は
一
九
三
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
西
欧
近
代
個
人
主
義
へ
の
右
側
か
ら

の
批
判
に
発
す
る
。

　

こ
う
し
た
状
態
に
対
し
て
道
徳
を
新
た
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
功

利
主
義
と
カ
ン
ト
主
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
と
す
る

点
で
、
我
々
の
理
解
と
ズ
レ
て
く
る
。

　

彼
の
い
う
「
美
徳
な
き
時
代
」
と
は
、
別
の
捉
え
方
で
い
う
と
、
い
わ
ゆ

る
「
で
あ
るto be

」（
前
近
代
）
か
ら
「
す
るto do

」（
近
代
）
へ
と
い
う

ば
あ
い
の
「
で
あ
るto be

」
時
代
崩
壊
以
降
の
全
体
を
指
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
宗
教
改
革
（
＝
近
世
）
を
も
「
美
徳
な
き
時
代
」
の
方
に
入
れ
、

カ
ン
ト
や
功
利
主
義
（
近
代
）
と
も
つ
な
げ
、
全
体
と
し
て
普
遍
的
人
間
性

の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
（
文
化
相
対
主
義
と
な
る
）。
近

代
の
啓
蒙
主
義
が
普
遍
的
人
間
性
を
掲
げ
て
、
目
的
論
的
な
世
界
秩
序
、
階

級
構
造
か
ら
の
《
解
放
と
自
律
》
を
獲
得
し
た
と
す
る
通
説
を
彼
は
退
け
、

実
は
啓
蒙
こ
そ
が
今
日
に
つ
な
が
る
「
無
秩
序
状
態anom

ie

」
へ
の
移
行

開
始
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
エ
ー
バ
ー
か
ら
、
二
〇
世
紀
の
情
緒
主
義

ま
で
の
全
体
を
「
ア
ノ
ミ
ー
」
と
み
な
す
。
し
た
が
っ
て
ウ
エ
ー
バ
ー
解
釈

で
い
う
と
、
資
本
主
義
の
精
神
（
＝
禁
欲
）
が
後
に
帝
国
主
義
へ
変
質
す
る

の
で
な
く
、
初
発
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
に
近
づ
く
。
し
た
が
っ

て
「
ウ
エ
ー
バ
ー
は
情
緒
主
義
者
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（「
で

あ
る
」
か
ら
「
べ
き
」
は
導
出
で
き
な
い
。
価
値
は
主
観
的
に
し
か
正
当
化

で
き
な
い
選
択
に
基
づ
く
）。

　

か
つ
て
福
島
大
学

終
講
義
の
冒
頭
で
「
近
代
倫
理
学
の

大
の
問
題
は

《
神
様
》
な
し
に
ど
う
や
っ
て
倫
理
的
価
値
秩
序
の
根
拠
を
樹
立
す
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
…
…
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
倫
理
学
は
、
世
界
史
的
に
も
先
例

の
な
い
実
験
に
挑
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
」
と
述
べ
た
（「
啓
蒙
思

想
の
批
判
的
継
承
」1986

）
の
は
、
類
似
の
問
題
意
識
の
ま
え
に
立
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
と
き
は
、『
現
代
の
倫
理
理
論
』
翻
訳
あ
と
が

き
（1964

）
や
、
本
論
文
（1987

）
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
ア
ノ
ミ
ー
」
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（
七

）

は
、
せ
い
ぜ
い
情
緒
主
義
（
分
析
哲
学
）
だ
け
で
な
く
サ
ル
ト
ル
や
デ
ュ
ー

イ
ら
の
、
い
ず
れ
も
マ
ル
ク
ス
以
後
の
範
囲
で
取
り
上
げ
る
に
終
わ
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
従
え
ば
生
ぬ
る
く
、
十
八
世
紀
啓
蒙
を
含

む
、《
神
様
》
を
な
く
し
た
時
期
い
ら
い
の
全
体
と
い
う
べ
き
だ
っ
た
こ
と

に
な
ろ
う
。

　

わ
れ
わ
れ
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
批
判
す
る
「
無
秩
序
状
態
」
を
、
啓

蒙
以
後

0

0

の
「
道
徳
哲
学
の
没
落
」
に
限
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
彼
は
古

典
的
・
有
神
論
的
要
素
を
ふ
く
む
道
徳
的
枠
組
み
の
喪
失
以
後
の
近
世
・
近

0

0

0

0

代0

全
体
に
み
る
。
わ
れ
わ
れ
が
資
本
主
義
の
帝
国
主
義
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
者
す
な
わ
ち
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
倫
理
」
に
還
元
さ
れ

尽
く
さ
な
い
《
近
代
》
に
今
日
ま
で
執
拗
に
固
執
し
て
き
た
の
は
、「
戦
後
」

世
代
の
い
わ
ば
宿
命
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
戦
後
＝
啓

蒙
」
の
停
滞
＝
反
動
の
セ
イ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
近
代
啓
蒙
を
、
そ
の
限

界
を
重
々
承
知
の
う
え
で
容
易
に
手
放
せ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の「
没
落
」「
無
秩
序
」は
な
ぜ
う
ま
れ
た
か
。
か
つ
て
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

「
重
商
主
義
は
天
真
爛
漫
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
率
直
さ
を
も
っ
て
い
て
、
ま
だ

商
業
の
不
道
徳
な
本
質（
＝
詐
欺
）を
隠
さ
な
か
っ
た
が
、
経
済
学
上
の
ル
ッ

タ
ー
た
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
商
業
を
人
間
的
な
（hum

an

）
な
も
の
と
称

揚
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的
率
直
さ
に
か
わ
っ
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
偽
善
が
現

れ
た
」
と
鋭
く
指
摘
し
て
い
た
（
「
国
民
経
済
学
的
批
判
大
綱
」1844

）。
そ
の
基

本
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
商
品
を
生
産
す
る
具
体
的
労
働
（
＝
目
的
と
役
割
を
担

う
歴
史
的
文
脈
に
あ
る
人
間
）
を
捨
象
し
、
人
間
労
働
一
般
と
し
て
普
遍
的

な
労
働
を
抽
象
す
る
（
＝
純
粋
な
個
人
）。
こ
こ
に
問
題
の
根
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
い
う
「
無
秩
序
状
態
」
と
は
、
マ
ル
ク
ス
が

「
疎
外
さ
れ
た
労
働
、人
間
の
疎
外
」の
名
で
よ
ん
だ
も
の
に
対
応
し
て
い
る
。

　

近
年
の
内
藤
淳
箸
『
自
然
主
義
の
人
権
論―

人
間
の
本
性
に
基
づ
く
規

範―

』2007

は
、
文
化
相
対
主
義
に
も
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
、
他

方
、
在
来
の
そ
の
批
判
も
不
十
分
だ
と
し
て
退
け
、
進
化
生
物
学
に
よ
り
、

「
繁
殖
」
す
な
わ
ち
「
生
存
・
繁
殖
と
そ
の
た
め
の
資
源
獲
得
」
に
む
か
う

活
動
を
生
物
の
基
本
活
動
＝
本
性
と
み
な
し
、
そ
の
上
に
人
間
独
自
の
資

源
で
あ
る
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
集
団
生
活
な
ど
を
位
置
づ
け
て
い

く
。
こ
う
し
て
自
律
性
や
平
等
と
い
っ
た
価
値
に
は
依
拠
せ
ぬ
「
人
間
の
事0

実0

」
と
し
て
の
「
人
間
の
本
性
」
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
。

　

前
号
に
つ
け
た
「
資
料
」
の
訳
者
あ
と
が
き
で
記
し
た
（1964

）
よ
う
に
、

か
つ
て
L
・
S
・
フ
ォ
イ
ア
ー
が
、
倫
理
的
価
値
は
論
理
的
に
は
分
析
で
き

な
い
が
精
神
分
析
は
可
能
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
人
間
の
生

物
学
的
基
礎
を
も
っ
て
人
間
共
通
の
人
間
性
を
確
認
で
き
る
と
し
て
い
た
が

（
『
精
神
分
析
と
倫
理
』1955

）、
さ
き
の
内
藤
氏
は
、
こ
こ
に
進
化
生
物
学
を
も
っ

て
く
る
だ
け
で
あ
る
。

　

E
・
フ
ロ
ム
自
身
は
、
宗
教
的
独
断
を
排
す
る
に
価
値
相
対
主
義
を
も
っ

て
代
え
る
の
は
、
非
合
理
的
価
値
体
系
（
全
体
主
義
）
の
餌
食
と
な
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
と
警
告
し
、
科
学
的
原
理
（
つ
ま
り
事
実
0

0

）
か
ら
演
繹

さ
れ
た
・
客
観
的
に
妥
当
な
規
範
0

0

の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
。
倫
理
学
は

「
人
間
の
科
学Science of M

an

」
に
も
と
づ
く
「
人
生
の
技
術the A

rt of 

L
iving

」
で
あ
り
、
人
間
の
本
性
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
人
間
の
力
を
の
ば

す
応
用
心
理
学
で
あ
る
（
『
自
己
自
身
の
た
め
に
存
在
す
る
人
間―

倫
理
の
心
理
学
的

探
求―

』（
邦
訳
『
人
間
に
お
け
る
自
由
』
）M

an for H
im

self, A
n Inquiry into 
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（
八

）

the Psychology of E
thics, 1947

）。

　

さ
き
の
内
藤
氏
は
、
人
間
に
共
通
す
る
普
遍
的
な
性
質
を
見
い
だ
そ
う
と

す
る
に
は
、
マ
ク
ロ
な
生
物
学
的
視
点
に
ま
で
対
象
か
ら
「
身
を
引
い
た
視

点
」
に
た
つ
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
半
世
紀
の
あ
い

だ
に
生
物
学
は
飛
躍
的
に
発
展
し
、
人
間
の
科
学
は
き
わ
め
て
豊
富
に
な
っ

た
が
、「
生
物
一
般
の
本
性
」
に
ま
で
身
を
引
い
た
地
点
か
ら
で
な
い
と

「
人
間
の
本
性
」
の
存
在
は
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
進

化
や
社
会
過
程
の
進
化
を
も
重
視
し
た
視
点
か
ら
の
フ
ロ
ム
の
提
起
は
、
い

ま
な
お
新
鮮
で
あ
る
。

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：

【
本
　

文
】

二
　

明
治
啓
蒙
思
想
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
理
解
の
問
題
点

　

現
代
の
倫
理
理
論
に
お
け
る
普
遍
性
の
危
機
、
道
徳
的
相
対
主
義
を
克
服
す

る
た
め
に
も
、
西
欧
近
代
に
お
い
て
キ
ィ
概
念
を
な
す
に
い
た
っ
た
「
人
間
の
本

性
」
概
念
を
、
そ
の
登
場
と
成
立
か
ら
、
解
体
・
廃
棄
へ
い
た
る
ま
で
た
ど
り
、

そ
の
思
想
史
的
経
緯
を
総
括
的
に
把
握
し
て
お
く
こ
と
が
す
ぐ
れ
て
現
代
的
意
義

を
有
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
た

め
の
序
論
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
ひ
と
り
西
欧
世
界
だ
け
が
念
頭
に
う
か
べ

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
〈
対
象
〉
と
し
て
取
り
あ
げ
る
の
は
（
主

と
し
て
近
代
）
西
欧
思
想
で
あ
る
に
し
て
も
、
関
心
の
所
在
は
、
む
し
ろ
近
代
日

本
の
方
に
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
こ
こ
で
簡
潔

に
述
べ
る
の
は
困
難
で
も
あ
り
、
ま
た
、
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
を
い
だ
か
れ
る

む
き
も
あ
ろ
う
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
ら
ま
し
次
の
よ
う
な
切
実
な
問

題
関
心
に
発
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
感
性
的
解
放
と
し
て
の
自
由

　

「
自
由
民
権
」
思
想
、
な
ら
び
に
明
治
啓
蒙
主
義
一
般
の
思
想
的
「
脆
弱
性
」

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
い
ろ
い
ろ
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

の
な
か
に
、「
自
然
の
ま
ま
の
人
間
の
本
性
の
拡
充
」
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
個

人
の
自
由
と
み
な
し
て
し
ま
う
感
性
的
・
感
覚
的
自
由
観
、
快
楽
主
義
的
・
幸
福

主
義
的
次
元
で
受
け
と
め
ら
れ
た
啓
蒙
的
個
人
主
義
の
「
脆
弱
性
」
に
つ
い
て
の

指
摘
が
あ
る

）
1
（

。
天
賦
人
権
論
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
自
由
平
等
な
人
間
を
、
あ

る
べ
き
「
人
間
の
本
性
」
の
担
い
手
と
し
て
想
定
し
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
が
、
そ

の
自
由
は
、
外
部
的
拘
束
か
ら
の
単
な
る
脱
却
を
求
め
る
感
覚
的
自
由
の
次
元
に

と
ど
ま
っ
て
い
て
、
内
面
的
自
由
（
＝
良
心
）
に
定
礎
さ
れ
た
・
主
体
的
に
秩
序

を
つ
く
り
、
そ
れ
を
担
っ
て
い
く
・
積
極
的
な
精
神
と
し
て
の
自
由
、
す
な
わ
ち

自
律
と
し
て
の
自
由
に
ま
で
深
め
ら
れ
な
か
っ
た
。「
感
覚
的
な
自
由
そ
の
も
の

か
ら
は
、
国
家
原
理
と
し
て
の
民
主
主
義
は
出
て
こ
な
い
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
明
治
啓
蒙
主
義
に
お
い
て
は
、
絶
対
王
政
に
よ
る
統
一
国
家
が
い
っ
た
ん
確

立
し
た
の
ち
に
、
そ
れ
へ
の
対
抗
と
し
て
生
れ
た
市
民
革
命
、
西
欧
近
代
の
自
由

主
義
と
は
異
な
っ
て
、民
権
論
は
初
発
か
ら
、わ
が
国
の
対
外
的
独
立
の
達
成
（
＝

国
権
確
立
）
と
い
う
至
上
課
題
と
同
時
的
に
提
起
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に

あ
っ
た
（
こ
の
点
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
な
か
で
は
ド
イ
ツ
や
東
欧
の
事
情
と

重
な
る
部
分
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
先
進
に
対
す
る
後
進
諸
国
と
し
て
の
問

題
に
と
ど
ま
り
、「
開
国
」
日
本
の
事
情
と
は
質
を
異
に
し
て
い
る
）。
こ
の
事
情

が
災
い
し
て
、
天
賦
人
権
主
義
（
自
由
主
義
）
と
国
家
主
義
（
国
権
主
義
）、
ひ

い
て
は
個
人
と
国
家
と
が「
無
媒
介
の
ま
ま
併
存
」せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
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（
九

）

両
者
の
あ
い
だ
の
内
的
関
連
を
問
う
方
向
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。そ
の
根
底
に
は
、

前
述
の
よ
う
に
、
下
か
ら
の
（
民
権
を
基
軸
と
し
た
）
国
家
秩
序
を
形
成
し
て
い

く
自
律
の
精
神
（
＝
民
主
主
義
）
を
欠
く
脆
さ
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り

民
権
（
論
）
と
国
権
（
論
）
と
の
内
的
統
一
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
か
は
、
自
由

（
＝
個
人
の
解
放
）
と
共
同
（
＝
民
族
的
統
合
）
と
の
同
時
達
成
＝
統
一―

そ

れ
は
上
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
な
り
や
す
い
。―

に
苦
闘
し
た
ヘ
ー
ゲ

ル
に
お
い
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
両
者
が
相
互
に
離
れ
離
れ
に
お
か
れ
た

ま
ま
「
並
列
」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
民
権
派
で
さ
え
国
家
論
と
な

る
と
天
賦
人
権
論
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
か
ら
離
れ
て
国
権
論
が
独
り

歩
き
し
、
時
勢
の
流
れ
の
な
か
で
容
易
に
、
そ
れ
は
単
な
る
国
権
拡
張
論
へ
、
さ

ら
に
は
、
む
き
だ
し
の
帝
国
主
義
の
主
張
へ
と
歯
ど
め
な
く
変
質
を
と
げ
て
い
く

こ
と
に
な
る
（
無
自
覚
的
転
向
）。
こ
こ
に
、
幸
福
主
義
的
個
人
主
義
が
、
他
面

で
国
権
主
義
を
基
礎
づ
け
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
し
か
も
な
お
そ
の
こ

と
の
不
条
理
性
に
つ
い
て
は
自
覚
を
欠
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

（
2
）
朱
子
学
的
「
天
理
」
の
喪
失

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
無
理
か
ら
ぬ
事
情
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
真
に
克
服
さ
れ
ず
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い
る
点
で
、
看

過
し
え
ぬ
問
題
で
あ
る
。

　

当
時
の
日
本
人
が
西
欧
近
代
の
自
由
や
権
利
の
観
念
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
と

き
に
引
照
し
え
た
既
知
の
概
念
体
系
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
朱
子
学
的
＝
封
建
的

自
然
法
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
可
能
性
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な
い
。
朱
子

学
に
お
い
て
は
、
人
間
性
に
は
「
本
然
の
性
」
と
し
て
道
徳
性
が
先
天
的
に
内
在

し
て
お
り
、
こ
の
道
徳
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
性
が
、
社
会
秩
序
の
根
本
規
範

（
＝
五
倫
五
常
）
と
宇
宙
の
根
源
的
秩
序
（
＝
天
理
）
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た

）
2
（

。
普
遍
的
規
範
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
観
念
、
そ
し
て
社
会

秩
序
を
支
え
て
い
る
根
本
的
規
範
は
人
間
性
（
人
間
の
自
然
）
に
も
と
づ
い
て
い

る
と
い
う
考
え
方
が
、
個
人
の
自
由
や
権
利
を
正
当
化
す
る
西
欧
自
然
法
（
自
然

権
）
思
想
の
中
枢
を
も
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
近
代
西
欧
的
な
考
え
方
は
幕
末
明

初
に
お
け
る
朱
子
学
に
お
け
る
類
似
の
自
然
法
思
想
を
介
し
、
そ
れ
を
基
礎
に
し

て
理
解
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
賦
人
権
思
想
は
封
建
的
儒
教
秩
序

や
規
範
を
当
然
粉
砕
し
て
ゆ
く
も
の
の
、
そ
れ
が
封
建
道
徳
か
ら
の
解
放
を
求
め

る
だ
け
の
快
楽
主
義
的
自
由
の
獲
得
に
と
ど
ま
り
、
従
来
に
か
わ
る
規
範
の
自
主

的
な
樹
立
に
い
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
思
想
的
に
は
こ
の
脆
さ
に
起
因
し

つ
つ
、
自
由
民
権
思
想
と
運
動
そ
の
も
の
が
国
権
論
の
前
に
急
速
に
解
体
さ
せ
ら

れ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
規
範
が
存
在
す
る
と
い
う―

朱
子
学

的
意
味
で
は
、
か
つ
て
そ
れ
な
り
に
有
し
て
い
た―

観
念
そ
の
も
の
ま
で
を

消
失
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
に
は
、
当
時
先
端
の
西
欧
思

想
で
あ
っ
た
功
利
主
義
な
い
し
社
会
進
化
論
の
受
容
で
あ
っ
た
。
実
定
法
を
こ
え

る
普
遍
的
規
範
の
自
覚
と
い
う
、
普
遍
主
義
を
定
着
さ
せ
る
機
会
は
、
こ
こ
に
再

び
失
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
3
）
社
会
秩
序
の
所
与
性

　

初
期
民
権
論
の
な
か
に
は
、
た
し
か
に
単
な
る
快
楽
主
義
的
自
由
に
満
足
せ

ず
、
武
士
道
精
神
に
筋
金
を
求
め
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
当
然
に

も
そ
れ
は
「
近
代
化
」
と
と
も
に
う
す
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
代
わ
る
「
近
代
的
良

心
の
白
由
」と
い
っ
た
新
し
い
内
面
的
規
範
が
打
ち
だ
さ
れ
て
こ
な
い
と
な
る
と
、

や
は
り
、当
面
の
自
由
と
幸
福
の
追
求
（
＝
安
楽
）
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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近代倫理学生誕への道（三）

（
一
〇

）

　

実
は
、
朱
子
学
的
自
然
法
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」
観
念
そ
れ
自
体
が
問
題

を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
朱
子
学
も
ま
た
、
社
会
規
範
が
「
人
間
の
本
性
」
に

も
と
づ
く
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
「
人
間
の
本
性
」
に
は―

自
然
状

態
の
仮
説
と
は
逆
に―

は
じ
め
か
ら
道
徳
性
が
賦
与
さ
れ
て
お
り
、
人
間
性

に
は
道
徳
性
＝
社
会
性
が
内
在
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、

①
ト
マ
ス
と
同
じ
く
中
世
封
建
的
自
然
法
に
共
通
な
特
徴
と
し
て
、「
人
間
の
自

然
」
の
名
に
お
け
る
所
与
の
社
会
秩
序
の
「
自
然
」
視
、
②
し
た
が
っ
て
、
社
会

秩
序
の
所
与
性
＝
非
作
為
性
、
つ
ま
り
秩
序
に
対
す
る
人
間
の
能
動
的
契
機
の
稀

薄
性
、
③
そ
れ
ゆ
え
に
主
体
的
権
利
の
概
念
を
あ
い
ま
い
に
し
、
か
え
っ
て
所
与

の
社
会
を
正
当
化
す
る
封
建
道
徳
の
温
存
を
帰
結
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
人
間
の
本
性
」
を
そ
の
規
範
的
＝
本
来
的

自
然
性
に
お
い
て
把
え
ず
、
現
実
に
成
立
し
て
い
る
道
徳
性
や
社
会
性
が

初
か

ら
内
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
把
え
た
点
で
あ
る
。

（
4
）
内
な
る
規
範
の
未
定
立

　

「
人
間
の
本
性
」
の
こ
の
よ
う
な
把
握
は
、
権
利
の
も
つ
規
範
性
を
所
与
性
の

う
ち
に
稀
薄
化
す
る
方
向
へ
、
事
実
性
の
次
元
へ
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
既
存
の
秩

序
、
す
な
わ
ち
国
家
権
力
の
枠
内
へ
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
、

絶
対
主
義
的
天
皇
制
国
家
を
受
け
い
れ
る
思
想
的
前
提
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
。

近
代
西
欧
の
啓
蒙
思
想
と
市
民
国
家
は
、
主
権
国
家
間
に
お
け
る
国
際
場
裡
に
お

い
て
こ
そ
自
然
法
的
秩
序
の
確
立
に
至
ら
ず
、
そ
の
後
の
今
日
に
い
た
る
帝
国
主

義
的
植
民
地
分
割
や
現
代
の
核
時
代
に
お
け
る
途
方
も
な
い
宇
宙
規
模
で
の
自
然

状
態
に
ま
で
及
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
自
国
内
の
秩
序
の
根
拠
に
か
ん
し
て
は
、

こ
れ
を
諸
個
人
の
普
遍
的
権
利
に
も
と
づ
か
せ
、
と
も
か
く
も
一
応
は
国
家
権
力

を
そ
の
内
側
か
ら
拘
束
す
る
規
範
を
定
立
す
る―

た
え
ず
形
式
化
を
伴
い
つ

つ
も―

こ
と
は
で
き
た
。
そ
れ
に
反
し
て
近
代
日
本
に
お
い
て
は
、
対
外
的

侵
略
へ
の
歯
ど
め
は
言
う
に
及
ば
ず
、
自
国
内
で
権
力
を
内
側
か
ら
拘
束
す
る
規

範
の
樹
立〔
＝
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〕す
ら
を
将
来
の
課
題
と
し
て
先
送
り
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

自
由
民
権
に
象
徴
さ
れ
る
明
治
啓
蒙
主
義
の
思
想
的
「
脆
弱
性
」
は
、
不
幸
に

も
そ
の
後
の
、
社
会
主
義
諸
思
想
を
も
含
む
日
本
の
近
・
現
代
思
想
の
全
体
を
お

お
い
、
そ
れ
を
少
な
か
ら
ず
規
定
し
て
き
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
こ

の
こ
と
の
自
覚
と
そ
の
克
服
の
不
徹
底
さ
が
、
実
に
今
日
に
い
た
る
ま
で
、「
民

権
」
思
想
や
感
覚
を
真
に
国
民
的
・
民
族
的
基
盤
に
ま
で
定
礎
さ
せ
る
こ
と
を
阻

ん
で
き
た
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
不
徹
底
さ
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
安
易
な

「
近
代
の
超
克
」
論
が
繰
り
返
し
抬
頭
し
て
き
て
い
る
こ
と
に
、
思
い
を
深
く
す

る
も
の
で
あ
る

）
3
（

。
い
わ
ゆ
る
「
高
度
経
済
成
長
」
を
へ
て
「
低
成
長
」
期
を
迎
え

た
と
い
わ
れ
て
い
る
と
き
に
も
、
な
お
、
低
次
の
私
的
快
楽
主
義
的
「
自
由
」
の

域
を
出
な
い
「
安
楽
へ
の
隷
従
」（
藤
田
省
三
「『
安
楽
』
へ
の
全
体
主
義
」、『
思
想
の
科
学
』

l985.8

）
と
い
う
精
神
状
況
が
全
社
会
に
瀰
漫
し
て
い
る
の
を
み
る
と
き
、
明
治
啓

蒙
主
義
が
は
ら
ん
で
い
た
問
題
は
、
依
然
と
し
て
今
日
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
痛

感
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

注（
1
）

　

丸
山
眞
男
「
自
由
民
権
運
動
史
」1948

年
、『
丸
山
眞
男
集
』
第
三
卷

（
2
）

　

植
手
通
有
「
明
治
啓
蒙
思
想
の
形
成
と
そ
の
脆
弱
性―

西
周
と
加
藤
弘
之
を
中
心

と
し
て―

」
初
出1972

年
（
加
筆
さ
れ
て
『
日
本
近
代
思
想
の
形
成
』
岩
波
書
店
、

1974

年
に
収
録
）。
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名古屋学院大学論集

（
一
一

）

（
3
）

　

堀
孝
彦
「
啓
蒙
思
想
の
批
判
的
継
承―

現
代
日
本
に
お
け
る
倫
理
学
構
築
の
た
め

に―

」、『
福
島
大
学
教
育
学
部
論
集
』
40
号
（
社
会
科
学
部
門
）1986.11

『
私
注
「
戦

後
」
倫
理
ノ
ー
ト1958

―2003

』
港
の
人2006

【
解
　

説
Ⅲ
】

　

こ
の
叙
述
は
、い
き
な
り
明
治
啓
蒙
の
「
限
界
」
か
ら
は
じ
め
て
い
る
が
、

そ
れ
は
近
代
日
本
が
時
期
的
に
西
欧
に
お
く
れ
て
登
場
し
た
だ
け
で
な
く

と
り
わ
け
現
時
点
か
ら
見
返
す
と
き
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
担
っ
て
の
啓

蒙
経
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
応
な
く
痛
感
さ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
指
摘
を
先

行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
福
島
大
学

終
講
義
「
啓
蒙
思
想
の
批
判
的
継
承
」

（1986

）
は
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。

「
戦
後
40
年
ま
え
の
あ
の
時
期
と
、
あ
る
意
味
で
類
似
し
た
地
点
に

〔
い
ま
〕
立
た
さ
れ
て
い
る
感
じ
が
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
思
想
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
き
た
の
で
す
が
、

そ
れ
と
明
治
初
期
お
よ
び
戦
後
初
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
啓
蒙
思
想
が
も

た
ら
し
た
も
の
と
を
、―

真
に
克
服
す
る
た
め
に―
串
刺
し
に

し
て
、
日
本
の
モ
ラ
ル
（
＝
国
民
感
情
）
が
今
な
お
背
負
っ
て
い
る
重

た
い
「
魔
術
の
園
」
の
な
か
で
、
そ
れ
を
切
断
し
て
始
末
を
つ
け
た
上

で
、
各
人
が
今
一
度
た
ど
り
直
し
て
み
る
以
外
に
な
い
と
感
じ
て
い
ま

す
」

　

そ
の
後
、
大
西
祝
「
啓
蒙
時
代
の
精
神
を
論
ず
」
を
読
む
に
お
よ
び
、
彼

が
ま
っ
た
く
同
じ
思
い
を
明
治
三
〇
年
時
点
で
書
き
、
啓
蒙
精
神
に
は
短
所

も
あ
る
が
そ
の
精
神
を
喚
起
す
べ
き
必
要
を
現
今
思
想
界
に
「
認
む
と
思
ふ

は
非
な
る
や
」
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
大
西
が
「
現
今
」
と
称
し
て
い
る
の

は
、「
一
時
茫
然
と
し
て
起
こ
り
し
啓
蒙
的
思
潮
が
《
未
だ
》
其
の
成
し
遂

ぐ
べ
き
事
の
半
ば
を
も
成
し
遂
げ
ざ
る
に
、《
既
に
》
早
く
歴
史
的
回
顧
を

事
と
し
、
歴
史
に
拘
泥
す
る
を
以
て
国
家
に
忠
な
る
も
の
と
誤
想
し
」
は
じ

め
た
明
治
二
〇
年
代
後
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
十
五
年
戦
争
敗
戦
後
の
「
戦
後

は
終
わ
っ
た
」と
宣
告
さ
れ
て
以
来
の
わ
れ
わ
れ
の
経
過
と
完
全
に
重
な
る
。

そ
の
後
の
第
二
の

終
講
義
（
定
年
退
職
二
〇
〇
二
年
）
も
ま
た
「
啓
蒙
」
を
め

ぐ
る
問
題
に
終
始
し
て
い
る
。

　

「
啓
蒙
」
と
い
う
、
ド
イ
ツ
語A

ufklärung

の

初
の
訳
語
が
大
西
に
よ

る
と
云
わ
れ
て
い
る＊

こ
と
も
興
味
あ
る
が
、
明
治
啓
蒙
第
二
世
代
に
あ
た
る

大
西
が
明
治
三
〇
年
に
啓
蒙
の
中
途
退
潮
を
な
げ
き
、
福
沢
翁
を
称
え
て
啓

蒙
の
継
承
を
希
求
し
た
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
た
現
代
と
重
な
る
も
の
が
あ

る
。
大
西
の
近
代
倫
理
学
の
継
承
は
、い
ま
な
お
実
現
さ
れ
ぬ
課
題
で
あ
り
、

戦
後
の
「
教
育
基
本
法
」（1947

年
）
の
改
悪
（2006

年
）
は
そ
の

た
る

も
の
に
属
す
る＊

＊

。

　

筆
者
が
、
当
初
に
も
ま
し
て
「
啓
蒙
」
の
積
極
的
側
面
を
い
っ
そ
う
強
調

し
て
き
た
の
は
、
戦
後
の
反
動
思
想
激
化
の
経
過
に
即
し
た
も
の
に
他
な
ら

ず
、
研
究
テ
ー
マ
の
深
化
と
並
行
し
て
い
る
。

＊
桑
木
厳
翼
『
西
周
の
百
一
新
論
』
一
九
四
〇
年
、
日
本
放
送
出
版
協
会
。
高
坂
正
顕
『
明

治
思
想
史
』『
高
坂
著
作
集
』
第
七
卷
、（
理
想
社
一
九
六
九
）
参
照
。

＊
＊
そ
の
後
、
堀
『
大
西
祝「
良
心
起
原
論
」を
読
む―

忘
れ
ら
れ
た
倫
理
学
者
の
復
権―

』
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近代倫理学生誕への道（三）

（
一
二

）

（
学
術
出
版
会
二
〇
〇
九
）
を
刊
行
し
た
。

　

自
由
民
権
運
動
は
明
治
啓
蒙
思
想
の
嫡
子
と
し
て
う
ま
れ
た
が
、
独
り
立

ち
し
て
い
く
や
、
啓
蒙
を
乗
り
越
え
る
と
し
て
そ
れ
に
反
対
す
る
よ
う
に
な

る
（
松
沢
弘
陽
）。
本
論
文
で
は
一
般
的
傾
向
の
み
で
、
具
体
的
論
述
に
は

お
よ
ん
で
い
な
い
。
植
木
枝
盛
な
ど
に
つ
い
て
は
家
永
三
郎
『
植
木
枝
盛
研

究
』1960

年
を
参
照
。
植
木
に
欠
け
て
い
た
も
の
は
、
そ
の
人
間
的
資
質

（
登
楼
な
ど
）
の
問
題―
妓
楼
で
の
遊
蕩
は
民
権
運
動
の
盛
衰
に
か
か
わ

り
な
く
少
し
も
衰
え
ず
、
自
由
党
解
党
（1884 

明
治
17
年
）
後
も
政
治
活

動
と
並
ん
で
登
楼
が
続
い
て
い
た
。―

を
別
と
し
て
も
、
そ
の
思
想
に
お

い
て
人
間
至
上
主
義
と
無
限
進
歩
哲
学
に
お
け
る
否
定
の
論
理
の
欠
乏
が
そ

れ
で
あ
っ
た
。
恋
愛
の
自
由
を
肯
定
し
て
も
、
内
面
的
な
魂
の
問
題
に
属
す

る
恋
愛
の
精
神
的
自
由
の
問
題
に
想
到
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
家
永

は
述
べ
、
自
由
民
権
の
敗
北
と
い
う
同
じ
体
験
の
受
け
止
め
方
と
し
て
、
北

村
透
谷
、
木
下
尚
江
、
河
上
肇
ら
と
大
差
の
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

　

す
で
に
一
九
七
五
年
の
論
文
（「
戦
後
の
〝
道
徳
教
育
〟
問
題
を
考
え
る
」）

で
、「
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
戦
後
の
状
況
は
、
自
由
を
「
禁
欲
」
に
結
び

つ
け
る
自
主
的
集
団
の
な
か
で
の
民
主
的
訓
練
、
そ
れ
に
よ
っ
て
育
て
あ
げ

ら
れ
る
・
制
度
を
つ
く
る
た
く
ま
し
い
規
範
内
在
的
主
体
性
、
そ
れ
を
担
い

手
と
す
る
人
間
お
よ
び
社
会
の
変
革
と
い
っ
た
方
向
と
は
逆
に
、
伝
統
的
で

あ
れ
現
代
的
で
あ
れ
、
お
よ
そ
禁
欲
的
な
も
の
一
般
か
ら
の
感
性
的
解
放
を

求
め
る
消
極
的
・
享
楽
的
自
由
、
し
た
が
っ
て
現
状
肯
定
的
自
由
の
要
求
か
、

そ
れ
へ
の
反
発
と
し
て
の
現
代
化
さ
れ
た
伝
統
主
義
す
な
わ
ち
福
祉
国
家
道

徳
か
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
道
は
新
た
な
全
体

主
義
へ
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
、
歴
史
は
教
え
て
い
る
」
と
書
い
て
い
た＊

。

「
福
祉
国
家
道
徳
」
の
名
は
用
い
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
状
況
に
相
違
な
く
、

そ
れ
を
限
界
に
ま
で
い
た
ら
せ
た
破
局
を
い
ま
迎
え
て
い
る
と
い
え
る＊

＊

。

＊
ま
さ
に
こ
れ
は
明
治
の
自
由
民
権
の
問
題
点
の
再
版
と
い
る
。
ま
た
明
治
啓
蒙
の
限

界
指
摘
は
、
後
述
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
」
問
題
に
連
動
す
る
。
両
者
の
総

合
が
西
欧
啓
蒙
で
あ
り
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
禁
欲
な
し
に
西
欧
近
代
社

会
は
果
た
し
て
成
立
し
え
た
だ
ろ
う
か
。
功
利
主
義
も
実
は
禁
欲
の
鬼
子
で
あ
る
。

＊
＊
世
界
と
社
会
を
作
り
上
げ
て
き
た
価
値
シ
ス
テ
ム
総
体
と
し
て
の
破
局
。
人
間
的
な
価

値
の
問
い
直
し
が
緊
急
で
あ
る
（
辺
見
庸
『
し
の
び
よ
る
破
局
』
大
月
書
店2009

）。

【
本
　

文
】

三
　

自
然
法
と
「
人
間
の
本
性
」

　

西
欧
世
界
に
お
い
て
、《
人
間
と
社
会
と
世
界
》
と
を
統
一
的
に
と
ら
え
る

も
包
括
的
な
理
論
を
提
供
し
た
の
は
、「
自
然
法
」lex naturalis, jus naturale

の
観
念
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
自
然
法
に
単
一
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
不
可

能
に
近
い
が
、
さ
し
あ
た
り
、「
す
べ
て
の
法
的
・
社
会
的
な
規
則
や
制
度
が
そ

こ
か
ら
生
じ
る
一
つ
の
倫
理
的
な
自
然
法
則ein sittliches N

aturgesetz

」
）
4
（

と

し
て
、
そ
れ
を
特
徴
づ
け
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

自
然
法
理
論
は
保
守
主
義
の
正
当
化
に
も
革
命
の
正
当
化
に
も
役
立
っ
た
が
、

そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
壮
大
な
規
模
の
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
の
次
の

言
葉
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

「
自
然
法
な
く
し
て
は
、
か
の
神
的
叡
知
と
世
俗
的
な
そ
れ
と
の
偉
大
な
中
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世
的
な
綜
合
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
自
然
法
な
く
し
て
は
、
ア

メ
リ
カ
革
命
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
お
そ
ら
く
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、

自
由
お
よ
び
平
等
の
大
理
想
が
人
び
と
の
心
中
に
徹
し
た
後
に
法
典
の
中

に
入
り
込
む
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

）
5
（

」。

　

こ
の
「
法
典
」
の
な
か
に
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
は
、
施
行
四
〇
周
年
を
今
年

〔1987

〕
迎
え
た
日
本
国
憲
法
の
「
そ
も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ
の
権
力
は
国
民
の
代
表

者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ
の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普

遍
の
原
理
（a universal principle of m

ankind

）
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か

か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法

令
及
び
詔
勅
を
排
除
す
る
」
と
い
う
前
文
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
自
然
法
」
の
観
念
が
明
確
に
一
般
的
な
思
想
と
し
て
表
現
さ
れ
た
の
は
、
や

は
り
古
代
ス
ト
ア
派
の
哲
学
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
前

提
的
な
こ
と
＊
に
つ
い
て
は

小
限
に
と
ど
め
、「
人
間
の
本
性
」
概
念
と
の
密

接
な
関
係
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

＊
多
年
に
わ
た
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
原
典
を
駆
使
し
て
の
研
究
、
免
取
慎
一
郎
「
古
代
ギ
リ
シ
ア

社
会
の
エ
ー
ト
ス
とC

orpus H
ippocraticum

」
が
あ
る
（
平
成
12
～
13
年
度
・
文
科
省
科

学
研
究
費
・
基
礎
研
究
C
（
2
）
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
14
年
、2002

）。

　

「
愛
知
と
し
て
の
哲
学
」philosophia

と
い
う
抽
象
的
な
思
惟
が
古
典
古
代
の

ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
成
立
し
え
た
の
は
、
伝
統
的
慣
習
か
ら
相
対
的
に
自
由
で
、

多
様
な
各
国
風
習
の
比
較
が
容
易
で
あ
っ
た
植
民
地
イ
オ
ニ
ア
の
有
利
な
条
件
の

も
と
で
、
か
く
も
多
様
な
世
界
の
な
か
を
貫
い
て
い
る
根
源
（archê

）、
統
一
的

原
理
は
何
か
を
問
う
反
省
が
生
れ
た
こ
と
に
発
す
る
。
普
遍
的
原
理
を
求
め
る
こ

の
探
究
が
、
多
様
なnom

os

（
慣
習
・
習
俗convention

、
伝
統
・
法
・
制
度
な

ど
）
に
対
し
て
普
遍
的
なphysis

（
人
為
に
よ
ら
な
い
自
然
、
原
理
）
を
問
う
営

み
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
と
き
、す
で
に
そ
こ
に
お
い
て
、《
ノ
モ
ス
》と《
ピ
ュ
シ
ス
》

と
い
う
二
つ
の
基
礎
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
成
立
し
て
い
る
。
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
の
悲
劇

『
ア
ン
チ
ゴ
ネA

ntigone

』（B
C

. 441

）
は
、
テ
ー
バ
イ
の
国
王
で
も
あ
り
父
で

も
あ
る
ク
レ
オ
ン
に
む
か
っ
て
の
台
詞
の
な
か
で
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
用
い
な
が

ら
、「
い
つ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
、
生
き
て
る
」
神
々
の
不
文
の
法
（
＝
自
然
法
）

が
国
法
（
＝
実
定
法
）
に
優
位
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
自
然
法
の
名
に
よ
る
悪

政
批
判
の
原
型
を
提
供
す
る
と
い
う
栄
誉
を
、
今
日
ま
で
担
っ
て
い
る
（
呉
茂
一
ほ

か
訳
『
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
』
Ⅰ
、
筑
摩
書
房
、1974

年
）
。

　

ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
は
、
変
化
の
な
か
に
不
変
の
原
理
を
求
め
る
哲
学
的
探
究
の

対
象
を
外
的
世
界
に
限
定
し
て
い
た
自
然
哲
学
者
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
人
間
世

界
に
転
換
さ
せ
た
。《nom

os

》
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
暴
露
し
た
彼
ら
の
伝
統

批
判
は
鋭
利
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
層
高
次
の
規
範
（physis

）
の
存
在
す
る

こ
と
を
開
示
し
た
こ
と
に
は
な
る
に
せ
よ
、
総
じ
て
伝
統
的
慣
習
を
私
的
利
害
の

次
元
へ
引
き
お
ろ
し
て
相
対
化
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
（
明
治
啓
蒙
思
想
に
お
け
る

感
覚
的
自
由
観
の
先
例
と
し
て
の
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
啓
蒙
主
義
）。
し
た
が
っ
て
、

外
的
自
然
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
移
り
変
わ
る
《nom

os

》
の
世
界
の
う
ち
に

も
や
は
り
恒
常
的
なphysis

（
＝
正
義
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
て
、
そ
れ
に

恋
い
こ
が
れ
る
愛
知
の
探
究
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
手
に
委
ね
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
彼
の
根
本
的
な
問
い
は
、
客
体
的
対
象
と
し
て
の
人
間
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

0

知

識
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て
の

0

0

0

0

人
間
と
は
何
か
で
あ
っ
た
。
人
間
の
普
遍
的
な
本

性
を
問
い
、
魂
を
す
ぐ
れ
た
も
の
に
す
る
（
＝
魂
の
世
話
）
と
い
う
内
面
道
徳
の

地
平
を
開
き
、
道
徳
の
世
界
に
も
確
固
と
し
た
規
範
（physis

）
の
あ
る
こ
と
を
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示
し
て
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
伝
統
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
の
ち
に
そ
の

墓
碑
銘
を
か
ざ
る
こ
と
に
な
っ
た
カ
ン
ト
の
有
名
な
言
葉
「
わ
が
上
な
る
星
の
輝

く
空
と
、
わ
が
内
な
る
道
徳
法
則
」
と
い
う
内
外
二
つ
の
法
則
規
範
に
た
い
す
る

自
覚
が
、
こ
こ
に
（
初
め
て
）
明
確
な
か
た
ち
で
誕
生
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

「
自
然
法
の
観
念
は
発
生
的
に
は
し
ば
し
ば
自
然
界
の
法
則
と
し
て
み
ち
び
か

れ
た
け
れ
ど
も
、
例
外
な
く
倫
理
お
よ
び
政
治
の
領
域
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、〝
自
然
〟
は
大
抵
は
規
範
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は

〝
自
然
〟
の
名
の
し
め
す
よ
う
に
、
社
会
あ
る
い
は
人
間
の
本
質
〔
本
性
〕
に
も

と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
経
験
的
諸
事
実
、
慣
習
、
立
法
そ
の
他
の
制

度
に
よ
ら
な
い
。」（
福
田
歓
一
「
自
然
法
」、『
政
治
学
事
典
』
平
凡
社
　

1954

年
）
。
し
た
が
っ

て
自
然
法
は
、
す
べ
て
の
実
定
法
が
そ
れ
に
従
う
べ
き
共
同
体
の
普
遍
的
な
法
則

な
い
し
規
範
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
現
実
を
一
方
的
に
超
越
し
た

先
験
性
を
も
つ
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
到
底
、
社
会
理
論
を
構
成
し
う

る

重
要
な
観
念
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
自
然
法
理
論
が
、
と
り
わ

け
西
欧
世
界
に
お
い
て
、
社
会
哲
学
も
し
く
は
社
会
倫
理
学
体
系
と
な
り
え
た
の

は
、
何
ら
か
の
普
遍
的
規
範
（
＝
理
想
・
理
念
）
が
社
会
的
現
実
と
か
か
わ
る
関

連
を
問
い
、
両
者
を
《
架
橋
す
る
》、《
媒
介
の
論
理
》
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。

　

自
然
法
は
普
遍
的
規
範
の
確
固
た
る
実
在
を
主
張
す
る
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
一
方
的
に
で
な
く
個
人
（
＝
人
間
）
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
説
き
、
両
者
の

媒
介
（
＝
調
和
）
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
、包
括
的
社
会
理
論
（
＝
社
会
哲
学
体
系
）

と
し
て
の

大
の
役
割
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
論
理
的
に
は
〈
普
遍
と
個
別
〉
と

の
関
連
の
問
題
と
な
る
。
自
然
法
は
何
ら
か
の
理
性
法
（
自
然
理
性
の
規
範
、
あ

る
い
は
実
定
法
の
規
制
原
理
な
ど
）
と
み
な
さ
れ
る
が
、
個
人
が
こ
の
理
性
に
参

与
す
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
（
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
）
普
遍
性
と
結
び
つ
く

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
自
然
法
が
個
と
全
体
（
普
遍
）
と
を
媒
介
＝
架
橋
す

る
論
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
個
（
＝
人
間
）
が
ま
っ
た
く
の
無
に
等
し
い
時
代
に

は
自
覚
し
え
ず
、
全
体
（
＝
ポ
リ
ス
共
同
体
）
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
＝
限
定
さ
れ

た
か
ぎ
り
に
お
い
て
初
め
て
存
立
し
う
る
分
肢
的
個
人
（
ポ
リ
ス
公
民
）〔
と
い

う
か
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
個
〕
の
出
現
（
＝
古
典
古
代
）
に
お
い
て
そ
の
自
覚

に
達
し
た
の
は
、
こ
の
点
か
ら
肯
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
封
建
的
思
惟
（
＝

封
建
的
支
配
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
に
お
い
て
は
農
奴
に
お
け
る
個
の

―

相
対
的
に
発
展
を
と
げ
た―

主
体
性
を
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か

ら
、
普
遍
と
個
別
の
関
係
は
差
別
を
と
も
な
い
な
が
ら
も
両
者
を
《
階
層
》
の
う

ち
結
索
す
る
上
下
の
身
分
秩
序
＝
法
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も

こ
の
封
建
的
な
階
層
的
秩
序
が
、
超
越
者
か
ら
の
た
ん
な
る
一
方
的
強
制
（
＝
ア

ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
）
と
し
て
で
は
な
く
、
農
奴
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
人
間
に

本
来
的
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
（
内
在
し
て
い
る
）
理
性
と
し
て
把
え
ら
れ
る
に
い

た
っ
て
（
＝
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
）、
封
建
制
秩
序
は
初
め
て
「
自
然
な
も
の
」

と
し
て
聖
化
さ
れ
る
。
こ
の
理
論
を
提
供
し
た
の
が
中
世
自
然
法
で
あ
っ
た
。
西

欧
中
世
世
界
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義
を
止
揚
し
て
ト
マ
ス
主
義
へ
転

化
＝
発
展
さ
せ
え
た
社
会
的
基
礎
は
、
個
の
主
体
性
の
相
対
的

0

0

0

な
成
長
に
あ
り
、

こ
こ
に
「
封
建
的
思
惟
が
古
代
的
思
惟
に
対
し
て
も
つ
変
革
的
な
意
味
が
あ
る

）
6
（

」。

《
個―

普
》
の
媒
介
関
係
は
、
個
の
主
体
性
の
ま
っ
た
き
確
立
に
よ
る
市
民
社
会

の
成
立
（
＝
普
遍
と
し
て
の
国
家
の
空
洞
化
）
と
、
そ
の
理
論
的
反
映
で
あ
る
社

会
契
約
論
の―

当
然
そ
れ
に
も
相
異
が
あ
る
が
、―

成
立
を
も
っ
て
完
成

す
る
。
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
超
越
的
な
普
遍
が
、《
個―

個
》
関
係
の
な
か

に
解
消
さ
れ
、
ア
ト
ム
と
見
な
さ
れ
た
個
の
あ
い
だ
に
お
け
る
全
面
的
相
互
依
存
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の
体
系
が
「
普
遍
」
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
批
判
し
た

ご
と
く
、
も
は
や
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
に
は
統
一
の
必
然
性
は
な
い
。
市
民
社
会

に
お
い
て
は
、
分
裂
し
た
私
人
が
自
己
の
特
殊
目
的
（
＝
欲
望
）
を
追
求
す
る
こ

と
が
、
同
時
に
他
の
私
人
の
特
殊
目
的
達
成
に
も
通
じ
、
社
会
全
体
の
福
祉
（
＝

普
遍
）
が
実
現
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
を
介
し
て

偶
然
に
実
現
さ
れ
る
普
遍
性
（
＝
悟
性
国
家
）
な
る
も
の
は
有
機
的
統
一
で
は
な

く
、
た
え
ず
崩
壊
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
法
体
系
の
解
体
を
意
味
し
、

「
人
間
の
本
性
」
概
念
の
終
焉
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
自
然
法
を
専
ら
「
人
間
的
自
然
（
人
間
の
本
性
）」
か
ら―

す

な
わ
ち
、
グ
ロ
チ
ウ
ス
を
も
じ
っ
て
言
え
ば
、
神
が
存
在
し
な
く
と
も
自
立
的
に

存
在
し
う
る
も
の
と
し
て
の
「
人
間
」
の
本
性
か
ら―

導
き
だ
し
た
の
は
、

「
近
代
」
自
然
法
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
け
る
世
俗
化

さ
れ
た
近
代
的
「
人
間
の
本
性
」
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
肉
体
的
「
自
然
」
に
担

わ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
人
間
の
あ
る
べ
き
本
来
性
・
原
初
性
・
理

想
性
と
し
て
の
「
自
然
性
」
＝
規
範
性
と
い
う
特
徴
を
、
み
ず
か
ら
の
胎
内
に

深
々
と
吸
い
こ
ん
で
成
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
サ
ル
ト
ル
は
、
西
欧
の
啓
蒙

主
義
が
神
の
概
念
を
棄
て
た
の
ち
に
も
、
本
質
と
し
て
の
人
間
性
概
念
を
廃
棄
し

き
れ
な
い
で
い
る
こ
と
（
＝
技
術
的
世
界
観
）
を
、
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。
わ

れ
わ
れ
と
し
て
は
、
む
し
ろ
、「
人
間
の
本
性
」
概
念
に
ま
つ
わ
り
つ
く
こ
の
規

範
性
の
契
機
に―

朱
子
学
的
自
然
法
な
ら
び
に
明
治
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
「
人

間
の
本
性
」
把
握
と
の
質
の
相
異
に
お
い
て―

着
目
し
て
お
き
た
い
の
で
あ

る
）
7
（

。

　

こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
、
西
欧
自
然
法
な
ら
び
に
、
そ
の
基
底
に
あ
る―

し
か
し
、
時
代
や
思
想
家
に
よ
っ
て
多
様
な―

「
人
間
の
本
性
」
概
念
に
つ

い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
近
代
的
「
人
間
の
本
性
」

概
念
が
漸
く
十
八
世
紀
に
確
立
す
る
た
め
に
は
、
十
三
世
紀
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
に
代
表
さ
れ
る
中
世
的
自
然
法
体
系
に
対
す
る―

そ
れ
が
個
（
＝
人
間
）

の
主
体
性
の
契
機
を
相
当
程
度
に
織
り
こ
ん
だ
、
高
度
の
生
産
力
水
準
に
た
つ

西
欧
封
建
的
自
然
法
で
あ
っ
た
だ
け
に―

お
よ
そ
五
世
紀
間
に
も
わ
た
る
執

拗
な
波
状
攻
撃
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
自
然
法
は
神
に
さ
か

の
ぼ
る
」
と
公
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
・
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
そ
れ
自

体
も
、
与
え
ら
れ
た
一
切
の
存
在
の
合
理
的
な
根
拠
を
問
う
精
神
（
ギ
リ
シ
ア
哲

学
）
と
、
人
間
の
堕
落
と
罪
業
性
に
つ
い
て
の
ラ
ジ
カ
ル
な
宗
教
的
観
念
（
＝
ユ

ダ
ヤ
教
的
・
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
思
惟
）
と
の
、
あ
の
壮
大
な
《
接
合
》
の
産
物

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
歴
史
の
常
識
に
属
す
る
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
は
、
西
欧
近
代
に
お
け
る
「
人
間
の
本
性
」

に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
本
稿
の
出
だ
し
（E

insatz

）

を
、
い
き
な
り
近
代
か
ら
始
め
な
い
（
始
め
ら
れ
な
い
）
理
由
も
ま
た
、
こ
こ
に

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
が
い
か
な
る
程
度
ス
ト

ア
哲
学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
い
か
な
る
程
度
キ
リ
ス
ト
教
固
有
の
所
産

で
あ
る
か
と
い
っ
た
古
来
の
大
テ
ー
マ

）
8
（

、
す
な
わ
ち
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る

ギ
リ
シ
ア
精
神
と
ヘ
ブ
ラ
イ
精
神
と
の
対
決
な
ら
び
に
混
淆
＝
宥
和
を
め
ぐ
る
、

〝
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
史
の
中
で

も
面
白
い
問
題
の
ひ
と
つ
〟
に
直
接
立
ち
む

か
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
関
心
は
、
近
代
日
本
に
お
け

る
自
然
法
理
解
の
質
の
問
題
、
そ
こ
に
横
た
わ
る
「
人
間
の
本
性
」
概
念―

そ
の
〝
脆
弱
性
〟
の
克
服
こ
そ
、
す
ぐ
れ
て
現
代
的
課
題
で
あ
る
。―

に
向

け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
西
欧
に
お
け
る
展
開
を
と
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近代倫理学生誕への道（三）

（
一
六

）

ら
え
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。

注（
4
）

　

E
. Troeltsch: D

as stoisch-christliche N
aturrecht und das m

oderne profane 

N
aturrecht, 1911.

「
ス
ト
ア
的
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
と
近
代
的
世
俗
的
自
然
法
」

『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
』
第
七
巻
（
ヨ
ル
ダ
ン
社
、1981

年
）250

頁
。

（
5
）

　

A
. P. D

’E
ntreves: N

atural L
aw　

1950　

ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
『
自
然
法
』
久
保
正
幡

訳
（
岩
波
書
店1952
年
）
11
頁
。

（
6
）

　

守
本
順
一
郎
『
東
洋
政
治
思
想
史
研
究
』
未
来
社
、1967

年
、282

頁
。
な
お
、
守

本
順
一
郎
の
丸
山
眞
男
批
判
の
要
諦
は
、
実
に
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
。
丸
山
も
理

気
論
を
中
軸
と
し
て
、
朱
子
学
的
思
惟
を
一
つ
の
典
型
的
な
自
然
法
思
想
と
し
て
把
え

た
。
し
か
し
「
丸
山
氏
に
あ
っ
て
は
、
朱
子
学
的
自
然
法
は
あ
る
意
味
で
は
歴
史
始
源

的
な
ア
ジ
ア
的
社
会
に
お
け
る
社
会
把
握
と
自
然
把
握
と
の
合
理
的
理
解
と
し
て
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
結
果
、
氏
に
あ
っ
て
は
、
朱
子
学
的
自
然
法
は
あ
ら

ゆ
る
意
味
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
中
世
の
自
然
法
的
思
惟
で
あ
る
ト
マ
ス
的
自
然
法

と
は
異
質
な
も
の
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
（『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』186

頁
）。
だ
が
、

丸
山
氏
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
思
惟
の
発
生
を
朱
子
学
的
自
然
法
の
解

体
か
ら
導
こ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
想
史
的
方
法
を
ボ
ル

ケ
ナ
ウ
に
示
唆
を
受
け
ら
れ
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代
的
思
惟
の
対
極
に

あ
る
朱
子
学
自
然
法
を
歴
史
始
源
的
な
、
従
っ
て
対
立
を
内
に
も
た
な
い
非
歴
史
的
な

思
惟
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
想
史
に
お
け
る
非
歴
史
的
な
方
法
に
陥
る
と

い
う
根
本
的
な
欠
陥
を
生
ず
る
に
至
っ
た
…
…
」（
守
本
順
一
郎
、
前
掲
書185

頁
）。

　

そ
の
後
の
丸
山
氏
の
方
法
は
、「
基
本
的
に
歴
史
的
発
展―

つ
ま
り
縦
の
線―

の

見
方
」
か
ら
「
横
の
線
」
へ
、
す
な
わ
ち
「
特
定
の
発
展
段
階
を
こ
え
て

0

0

0

0

、
歴
史
的
に

い
え
ば
何
度
も
く
り
か
え
す
可
能
性
の
あ
る
構
造
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
文
化

接
触
視
点
の
導
入
へ
と
転
じ
て
い
る
（『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形
』
岩
波
書
店
　

1984

年
　

109
―110

頁
）。
こ
の
こ
と
は
「
普
遍
史
的
な

0

0

0

0

0

発
展
段
階
論
の
否
定
を
伴
わ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
従
来
「
ま
だ
そ
の
大
き
な
網
の
な
か
に
あ
っ
た
、
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
歴
史
認
識
論
と
の
距
離
を
さ
ら
に
大
き
く
し
た
と
い
え
」
る
こ
と
に
な

る（「
思
想
史
の
方
法
を
模
索
し
て―

一
つ
の
回
想―

」、名
古
屋
大
学『
法
政
論
集
』

77
号
、
27
頁
、「
故
・
守
本
順
一
郎
教
授
追
悼
論
文
集
」、1978

年
）。
そ
の
開
始
点
は
丸

山
氏
自
身
に
よ
る
と
、「1959

年
か
ら
」
で
あ
り
、「
原
型
」
と
い
う
名
の
使
用
は1963

年
、「
古
層
」
は1972

年
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）

　

自
然
権
論
へ
と
再
編
さ
れ
た
近
代
自
然
法
思
想
の
基
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
「
人
間

の
本
性
」hm

an nature

の
も
つ
こ
の
二
元
論dualism

（
事
実
と
規
範
）
が
原
理
的
に

否
定
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
思
想
に
お
け
る
「
近
代
」
の
終
焉
と
な
る
。
そ
の
指
標
は
、

道
徳
的
先
天
主
義
（
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
）
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
自
然
法
の
合

理
主
義
的
理
論
を
解
体
し
、
所
与
の
有
機
的
な
法
の
見
方
（
＝
民
族
的
全
体
性
）
を
そ

れ
に
対
置
し
た
へ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
に
か
ん
す
る
論
文
』（1802

～03

年
）
に
求
め
ら

れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル―

と
く
に
そ
の
弁
証
法―

を
「
理
想
＝
現
実
」「
正
義
＝
力
」
と

い
う
素
朴
な
同
一
性
哲
学
へ
引
き
も
ど
し
て
解
釈
す
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
し
、
ま

た
近
年
発
掘
さ
れ
て
い
る
新
資
料
（「
法
哲
学
講
義
ノ
ー
ト
」1818

―20

年
な
ど
）
は
『
法

の
哲
学
』
序
文
（1821

年
）
に
お
け
る
《
理
性
と
現
実
》
と
の
宥
和
＝
妥
協
説
に
対
し

て
否
定
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
方
向
と
し
て
、「
規
範
」
を
「
事
実
」（
＝

歴
史
に
お
け
る
一
定
の
段
階
）へ
還
元
し
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。「
倫
理（
人
倫
）」

Sittlichkeit

と
は
、
客
観
的
な
倫
理
的
実
体
（
家
族
・
市
民
社
会
・
国
家
）
の
う
ち
に

実
現
さ
れ
・
そ
こ
で
妥
当
し
て
い
る
道
徳
性
・
規
範
性
の
こ
と
で
あ
る
。K

. Popper

は
、
こ
れ
を
「
道
徳
的
実
証
主
義
」m

oral positivism

、「
道
徳
的
歴
史
主
義
」m

oral 

historicism

と
よ
ん
で
、《
事
実
と
価
値
》
と
の
間
の
二
元
的
葛
藤
の
上
に
こ
そ
成
り

た
っ
て
い
た
西
欧
の
伝
統
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
終
焉
を
宣
告
し
た
（T

he O
pen Society 

and Its E
nem

ies, vol II 1945

）。
そ
し
て
、
た
と
い
規
範
を
こ
の
よ
う
に
既
成
の
事
実

と
、
も
し
く
は
現
存
の
権
力
な
い
し
正
義
と
同
一
化
せ
ず
と
も
、
将
来
の

0

0

0

権
力
な
い
し

は
正
義
と
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
を
も
「
道
徳
的
未
来
主

義
」m

oral futurism

の
名
に
お
い
て
、『
開
か
れ
た
社
会
の
敵
た
ち
』
の
一
つ
に
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
さ
え
、「
歴
史
的
事
実
」
そ
の
も
の
へ
還
元
し
た

と
い
う
よ
り
か
、
実
は
「
理
性
」
な
い
し
「
精
神
」
の
発
展
の
或
る
一
定
の
（
歴
史
的
）
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名古屋学院大学論集

（
一
七

）

段
階
へ
の
還
元
で
あ
っ
た
こ
と
に―

再
び―

注
意
を
喚
起
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
自
身
に
お
い
て
も
、《
事
実
と
規
範
》
の
あ
の
二
元
論
は
、
必
ず

し
も
単
純
に
一
元
化
＝
歴
史
内
在
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
8
）

　

こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
ト
レ
ル
チTroeltsch

の
大
著
『
キ
リ
ス
ト

教
諸
教
会
と
諸
集
団
〔
教
派
〕
の
社
会
理
論
』（1908

～12

年
）
と
、
関
連
の
諸
論
文
、

と
り
わ
け
「
キ
リ
ス
ト
教
社
会
哲
学
の
諸
時
代
・
諸
類
型
」1911

年
（『
ト
レ
ル
チ
著
作

集
』第
七
巻
、ヨ
ル
ダ
ン
社
）が
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、「『
救
済
宗
教
』

と
『
社
会
経
済
史
』
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
性
を
も
つ
『
場
』
の
〝
媒
介
の
論
理
〟

と
し
て
『
キ
リ
ス
ト
教
的
自
然
法
』（
＝
社
会
理
論
）
の
諸
『
画
期
』
が
分
析
さ
れ
、
時

代
と
教
派
類
型
ご
と
に
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
社
会
史
的

な
重
要
な
影
響
を
生
み
出
し
て
き
た
か
、
が
分
析
さ
れ
て
い
る
」（
柳
父
圀
近
『
ウ
ェ
ー

バ
ー
と
ト
レ
ル
チ
』
み
す
ず
書
房
　

1983
年
、
72
頁
）。

　

「
ト
レ
ル
チ
は
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
発
展
に
お
け
る
自
然
法
の
は
た
ら
き
を
描
き
出
す

こ
と
か
ら
始
め
た
。
彼
に
よ
れ
ば
自
然
法
は
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
外
来
分
子
の
侵
入
を
意

味
す
る
。
そ
れ
は
、
古
代
世
界
の
遺
産
が
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
適
合
せ
し
め
ら
れ
得

た
も
の
を
代
表
し
た
。
そ
れ
は
、
福
音
書
に
は
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
た
と
こ
ろ
の
社
会

的
お
よ
び
政
治
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
基
礎
を
な
し
た
。
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
と
の

二
極
端
の
間
に
お
け
る
自
然
法
の
種
々
の
変
差
は
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
会
の
『
外
界
』

に
対
す
る
異
な
る
態
度
を
、
そ
し
て
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
諸
教
会
の
、
社
会
お
よ
び
政
治

に
関
す
る
教
義
の
変
差
を
、
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
見
解
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
そ
れ
と
の
大
き
な
対
比
は
、
自
然

法
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
権
能
と
義
務
と
を
い
か
に

解
す
る
か
、
そ
の
仕
方
に
お
け
る
基
本
的
な
差
異
に
帰
着
せ
し
め
ら
れ
る
」（
ダ
ン
ト

レ
ー
ヴ
『
自
然
法
』
邦
訳
14
頁
）。

　

ト
レ
ル
チ
の
社
会
学
的
考
察
は
、
理
念
が
現
世
に
お
け
る
生
活
態
度
に
ど
の
よ
う
な

変
化
を
も
た
ら
し
た
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
学
的
な
自
然
法

則
と
、さ
ま
ざ
ま
な
観
念
諸
力
の
理
念
法
則
と
の
」「
相
互
関
連
」（
＝
「
結
合
と
対
立
」）

を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
（『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
』
第
七
巻
、239

―240

頁
）。

一
方
に
お
け
る
宗
教
（
＝
理
念
）
と
、
他
方
に
お
け
る
経
済
・
社
会
等
そ
れ
ぞ
れ
固
有

性
を
も
つ
現
実
と
の
関
連
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
こ
の
両
者

を
媒
介
・
架
橋
す
る
も
っ
と
も
代
表
的
な
理
論
が
自
然
法
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
は
そ
の

社
会
学
的
思
想
史
研
究
を
、
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
の
自
然
法
に
対
す
る
対
決
の
史
的
展
開

を
通
し
て
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

理
念
と
現
実
と
を
、
彼
は
「
相
互
的
」w

echselseitig

、「
相
互
浸
透
」

gegenseitige D
urchw

irkung

と
し
て
と
ら
え
る
。「
社
会
学
的
土
台soziologische 

G
rundlage

が
理
念
形
式Ideenbildung

を
規
定
す
る
よ
う
に
、
逆
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

が
事
実
的
諸
関
連
に
関
与
す
る
」（
ト
レ
ル
チ
、
同
上
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
《
理
念
と
利
害
状
況
》
論
と
と
も
に
、マ
ル
ク
ス
の
《
土
台―

上
部
構
造
》

論
に
対
す
る
批
判
と
継
承
が
あ
る
。

　

《（
土
台
に
お
け
る
）
自
然
法
則
と
理
念
法
則
》
と
の
関
連
と
い
う
ト
レ
ル
チ
の
思
想

史
方
法
論
の
醸
成
も
ま
た
、
両
者
の
媒
介
の
論
理
の
典
型
で
あ
る
自
然
法
理
論
の
歴
史

的
発
展
の
分
析
を
通
し
て
得
ら
れ
た
と
言
え
る
。
ト
レ
ル
チ
に
お
け
る
思
想
史
方
法
論

の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、
堀
孝
彦
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
近
代
お
よ
び
現
代
」

（『
ト
レ
ル
チ
著
作
集
』
第
八
巻
　

解
説339

―375

頁
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
）
を
参
照
。

　

晩
年
の
ト
レ
ル
チ
は
、
第
一
次
大
戦
で
の
ド
イ
ツ
敗
戦
後
の
講
演
「
世
界
政
策

に
お
け
る
自
然
法
と
人
間
性
〔
と
の
理
念
〕」N

aturrecht und H
um

anität in der 

W
eltpolitik, 1922

の
な
か
で
、
ロ
マ
ン
主
義
以
降
の
ド
イ
ツ
が
、
自
然
法
へ
の
信
念
（
人

権
と
民
主
主
義
）
か
ら
離
脱
し
て
、
力
を
理
の
上
に
お
き
、
国
家
を
も
っ
て
道
徳
生
活

の

高
の
表
現
と
み
な
し
て
賛
美
す
る
思
想
の
方
向
へ
押
し
流
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

述
べ
て
い
る
。
彼
の
自
然
法
＝
社
会
理
論
研
究
そ
れ
自
体
が
、「
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
・
政

治
的
・
倫
理
的
思
惟
の
自
省
の
綱
領
」（ibid.

）
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
お
い
て
よ
く

示
さ
れ
て
い
る
。
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近代倫理学生誕への道（三）

（
一
八

）

四
　

古
代
的
自
然
法
と
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主
義

　

「
ポ
リ
ス
は
自
然
に
あ
る
も
の
〔
自
然
に
よ
っ
て
存
在
す
る
も
の
〕
の
一
つ
で

あ
り
、
そ
し
て
人
間
は
自
然
に
〔
本
牲
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
な
が
ら
〕
ポ
リ
ス

的
動
物politikon z ôon

で
あ
る
」（Politica, 1253a

）
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
（384

―322

）
に
よ
る
人
間
の
定
義
は
、「
人
間
の
本
性
」
を
ま
ず
何
よ
り
も

ポ
リ
ス
的
な
も
の
と
す
る
古
典
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
人
間
＝
社
会
観
に
た
い
す
る
総

括
的
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
ポ
リ
ス
的
人
間
」
が
、「
世
界
公
民
的
人
間
」（
ス

ト
ア
派
）
へ
反
転
し
た
の
ち
、
中
世
盛
期
（
同
時
に
末
期
）
に
「
理
性
的
に
し
て

社
会
的
な
動
物
」anim

al rationale et sociale

（
ト
マ
ス
）
と
し
て
再
編
し
直

さ
れ
、
近
代
自
然
法
学
の
な
か
で
揉
ま
れ
た
末
、
個
別
主
義
の
極
限
（
ア
ト
ム
的

人
間
）
に
ま
で
解
体
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
近
代
「
市
民
社
会
」
に
た
い
す
る

批
判
を
受
け
て
、
あ
ら
た
め
て
再
び
「
類
的
人
間
存
在
（
人
間
の
類
的
本
性
）」

G
attungsw

esen

（
マ
ル
ク
ス
）
が
見
直
さ
れ
、
展
望
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

大
づ
か
み
に
言
う
と
上
述
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
起

点
を
な
す
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
人
間
の
定
義
の
な
か
で
、「
自
然
」
と
い
わ

れ
て
い
る
の
は
、
ポ
リ
ス
が
原
初
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く

（
発
生
的
に
は
、
家
↓
村
共
同
体
が
ポ
リ
ス
に
先
立
つ
。）、
お
の
お
の
の
も
の
の

生
成
の
終
極
目
的
（
テ
ロ
ス
）
で
あ
る

善
の
も
の
を
、
そ
の
も
の
の
「
自
然
」

と
よ
ぶ
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
存
在
と
い
う
も
の
は
ポ
リ
ス
を
離
れ
て
は

あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ポ
リ
ス
と
い
う
公
共
体
に
お
い
て
完
成
し
、
そ
こ

で
完
結
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
社
会
的
基
礎
は
、

こ
う
で
あ
る
。
全
体
（
＝
普
遍
）
と
し
て
の
ポ
リ
ス
は
、
自
己
を
再
生
産
で
き
る

生
産
手
段
（
土
地
や
奴
隷
）
が
私
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、「
一
面
に
お

い
て
自
由
か
つ
平
等
な
私
的
所
有
者
間
の
相
互
関
係
」
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ
れ
る

け
れ
ど
も
（
マ
ル
ク
ス
『
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態Form

en

』）
、
彼
ら
が
私
的
個
人

で
あ
り
う
る
の
は
、
ポ
リ
ス
共
同
体
の
一
員
（
公
民
）
で
あ
る
と
い
う
成
員
権
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
的
所
有
（
＝
共
同
的
需
要
の
た
め
の
公
有
地
の
保
証
に

よ
る
）
と
私
的
所
有
と
の
併
存
と
い
う
所
有
の
二
重
性
に
対
応
し
て
、ポ
リ
ス
（
＝

普
遍
的
全
体
）
と
人
間
（
＝
個
）
と
い
う
二
重
の
形
態
が
生
じ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
は
、
個
（
＝
人
間
）
は
個
と
し
て
ま
だ
自
立
し
え
ず―

そ
れ
は
一
応
、
共

同
体
一
般
の
終
極
的
止
揚
と
し
て
の
近
代
＝
資
本
主
義
社
会
に
お
い
て
果
た
さ
れ

る
。―

個
は
全
体
（
＝
ポ
リ
ス
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
初
め
て
個
と
し
て

存
立
し
う
る
。「
ポ
リ
ス
的
人
間
」
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
は
、
ま
さ

に
こ
の
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
、
人
間
（
＝
個
）
に
と
っ
て
ポ
リ
ス
（
＝
普
遍
）
が

未
だ
超
越
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お

け
る
「
近
代
化
」
＝
啓
蒙
主
義
時
代
に
お
け
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
や
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
の―

彼
の
主
観
的
意
図
と
は
別
に
客
観
的
に
は―

ポ
リ
ス
共
同
体
を
破

砕
し
か
ね
な
い
、
主
体
的
＝
個
人
主
義
的
道
徳
の
確
立
（
た
だ
し
、
そ
れ
に
対
す

る
ポ
リ
ス
に
よ
る
断
罪
＝
全
体
性
回
復
を
含
む
。）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ギ
リ

シ
ア
は
古
代
奴
隷
制
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
は
も
っ
と
も
そ
の
私
的
所
有
＝
私
的

意
識
の
契
機
を
増
大
さ
せ
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
な
、
む
し
ろ
そ
う
で
あ
っ

た
だ
け
に
、
ポ
リ
ス
没
落
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
時
期
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
よ
る
「
人
間
の
本
性
」
の
総
括
的
な
規
定
は
、
あ
の
よ
う
な
「
全
体
」
の

側
か
ら
す
る
体
制
的
統
一
の
強
調
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ポ
リ
ス
は
、
か
つ
て
彼
が
家
庭
教
師
と
し
て
そ
の
太

子
時
代
に
教
え
た
弟
子
で
あ
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
（
大
王
）

に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
人
間
の
本
性
」
把
握
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（
一
九

）

―

ポ
リ
ス
公
民
（politês

）
的
人
間―

は
解
体
さ
れ
、
ポ
リ
ス
の
枠
を
こ

え
、
は
る
か
に
大
宇
宙m

akrokosm
os

に
ま
で
拡
大
さ
せ
ら
れ
て
、
こ
こ
に
、

「
世
界
公
民
（kosm

opolitês

）
的
人
間
」
と
い
う
意
識
が
生
れ
る
（
い
わ
ゆ

るcosm
opolitanism

の
成
立
）。
た
だ
し
、
こ
のkosm

opolis

は
、
実
在
し
た

polis

と
ち
が
っ
て
、
観
念
的
な
人
類
共
同
体
で
あ
る
。

　

ス
ト
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
（336

―263

）
に
よ
る
と

）
9
（

、
世
界
（
大
宇
宙
）
は
理
性

logos

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
「
理
性
」
は
、
人

間
自
身
の
有
す
る
積
極
的
能
力
と
し
て
の
近
代
的
理
性
で
は
な
く
、
客
体
的
に
存

在
し
て
い
て
、
世
界
を
貫
き
支
配
し
て
い
る
必
然
的
法
則
の
こ
と
で
あ
る
。
か
と

い
っ
て
そ
れ
は
、
客
観
的
自
然
の
う
ち
に
働
い
て
い
て
、
近
代
自
然
科
学
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
る
に
い
た
る
自
然
法
則
と
も
別
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
に

よ
っ
て
大
宇
宙
は
貫
か
れ
て
お
り
、
人
間
は
小
宇
宙m

ikrokosm
os

と
し
て
、

こ
の
理
性
に
あ
ず
か
り
、そ
れ
を
自
分
の
う
ち
に
分
け
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

宇
宙
の
こ
の
よ
う
な
必
然
的
法
則
と
し
て
の
ロ
ゴ
ス
の
働
い
て
い
る
場
が「
自
然
」

で
あ
る
。
も
は
や
善
い
生
活
を
保
障
し
て
く
れ
る
公
共
的
ポ
リ
ス
を
当
て
に
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
自
然
の
な
か
に
貫
か
れ
て
い
る
ロ
ゴ
ス

に
し
た
が
う
の
が
正
し
い
生
き
方
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
な
る
情

念
を
断
念
し
、
心
を
動
か
さ
れ
な
い
平
安apatheia

を
得
る
ほ
か
な
い
（
個
人
主

義
的
・
消
極
的
倫
理
）。

　

こ
の
よ
う
な
世
界
観
か
ら
、
政
治
・
倫
理
思
想
が
導
か
れ
る
。
ス
ト
ア
派
は
同

時
代
の
エ
ピ
ク
ロ
ス
（341

―267

）
と
異
な
り
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た

自
然
の
社
会
の
存
在
を
確
信
し
、
こ
の
自
然
の
社
会
を
結
び
つ
け
て
い
る
秩
序
と

し
て
の
規
範
（
＝
正
義
）
の
存
在
を
主
張
す
る
。
こ
れ
が
「
自
然
法
」
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
う
し
て
ポ
リ
ス
を
喪
失
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
（
ギ
リ
シ
ア
風
文
明

と
し
て
の
古
代
普
遍
世
界
）
に
お
い
て
、
ポ
リ
ス
の
国
法
を
こ
え
た
規
範
の
観
念

が
確
立
し
、
こ
こ
に
自
覚
的
な
自
然
法
思
想
が
そ
の
表
現
を
獲
得
し
た
の
で
あ
っ

た
。
観
念
共
同
体
と
し
て
の
自
然
の
社
会
の
規
範
た
る
「
自
然
法
」
も
ま
た
、
具

体
的
な
政
治
社
会
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
正
義
の
観
念
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う

な
抽
象
的
普
遍
性
の
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
制
度
や
実
定
法
の
背
後

に
も
常
に
厳
然
と
し
て
控
え
て
い
る
自
然
法
と
い
う
観
念
を
、
後
世
に
伝
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
当
時
は
現
実
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
徳
と
幸
福
を
得
よ
う

と
す
る
時
代
に
変
わ
っ
て
お
り
、
自
然
法
の
抵
抗
的
機
能
は
発
揮
さ
れ
ず
、
政
治

に
対
し
て
は
消
極
的
で
シ
ニ
カ
ル
な
態
度
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ア
派
に
お
け
る
人
間

の
平
等
観
も
、
現
実
の
不
平
等
と
は
無
関
係
の
、
観
念
的
主
張
に
と
ど
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　

ロ
ー
マ
の
法
学
者
、
た
と
え
ば
キ
ケ
ロ
（106

―43

）
は
、
こ
の
思
想
を
用
い

て
彼
ら
の
自
然
法
理
論
を
仕
上
げ
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
類
は
普
遍
的
コ
ス
モ

ポ
リ
ス
を
成
し
、
そ
の
表
現
が
法
で
あ
る
。
こ
の
自
然
法
は
人
間
の
共
通
の
性
質

で
あ
る
「
人
間
の
本
性
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
法
の
根
底
に
ひ

そ
む
普
遍
的
原
理
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
カ
エ
サ
ル
の
独

裁
を
批
判
す
る
な
か
で
こ
の
自
然
法
の
観
念
を
用
い
、
現
実
の
支
配
が
正
義
に
も

と
づ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
っ
た
（
引
退
後
か
れ
は
殺
さ
れ
、

皇
帝
ネ
ロ
の
教
師
セ
ネ
カ
〈B

C
. 5-A

D
. 65

〉
も
死
を
命
じ
ら
れ
て
自
殺
し
た
）。

教
権
と
俗
権
と
の
キ
リ
ス
ト
教
的
二
元
論
を
知
る
以
前
に
、
絶
大
な
ロ
ー
マ
帝
国

の
権
力
と
い
え
ど
も
無
制
約
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
権
威
の
実
在
す

る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
示
し
た
点
で
、
ロ
ー
マ
の
自
然
法
思
想
は
貴
重
で
あ
り
、

や
が
て
こ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
す
下
地
に
も
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
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古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
胎
内
か
ら
、
み
ず
か
ら
を
止
揚
す
る
か
た
ち
で
、
ロ
ー
マ
帝

国
の
辺
境
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
成
立
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
同
じ
く
古

代
的
思
惟
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
ギ
リ
シ
ア
的
価
値
に
た
い
す
る
根
底
的

な
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
（
ポ
リ
ス
の
市
民
＝
奴
隷
所
有
者
の
思
想
と
、
共

同
体
か
ら
排
除
＝
疎
外
さ
れ
た
賤
民
の
そ
れ
と
の
対
比
）。

　

す
で
に
ポ
リ
ス
公
共
体
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
か
つ
て
の
ポ
リ
ス
的
「
集
合
性

道
徳
」
の
下
位
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
「
個
人
道
徳
」―

全
体
に
媒
介

さ
れ
た
個
別―

が
今
や
浮
上
し
て
き
た
が
（
ス
ト
ア
派
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
な

ど
）、そ
れ
ら
は
知
識
人
層
を
中
心
と
し
た
脱
政
治
的
「
私
人
道
徳
」
で
あ
っ
た
。

他
方
に
ロ
ー
マ
皇
帝
の
神
化
・
皇
帝
礼
拝
が
位
置
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
権
力
の

一
点
へ
の
集
中
に
よ
っ
て
人
為
的
に
つ
く
ら
れ
た
目
的
合
理
的
産
物
で
あ
っ
た
か

ら
、
巨
大
化
す
る
ほ
ど
内
的
規
範
力
を
弱
め
、
民
衆
の
要
求
を
み
た
す
も
の
と
は

な
り
え
な
か
っ
た
。
一
方
に
お
け
る
私
的
生
活
へ
の
シ
ニ
カ
ル
な
退
行
と
、
他
方

に
お
け
る

高
権
力
へ
の
形
式
的
礼
拝
と
い
う
迫
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
と

も
次
元
を
異
に
す
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教―

そ
れ
は
共
同
体
の
成
員
た
ら
ん
と

上
昇
を
試
み
て
遂
に
果
せ
ず
、
没
落
し
て
い
っ
た
パ
ー
リ
ア
賤
民
の
宗
教
意
識
に

発
す
る
「
人
格
性
道
徳
」
で
あ
っ
た
。―

が
、
内
面
的
心
情
倫
理
に
徹
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
現
世
的
秩
序
を
〝
原
理
的
に
〟
拒
否
し
う
る
無
制
約
的

な
愛
の
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
志
向
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
（
丸
山
眞
男
「
権

力
と
道
徳
」1950

年
参
照
）
。
古
代
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
当
初
ま
っ
た
く
政
治
的
に
無

力
で
あ
っ
た
が
、
ポ
リ
ス
喪
失
後
の
古
代
奴
隷
制
社
会
の
な
か
で
滲
透
力
を
強
め

て
い
け
た
の
は
、
そ
れ
が
積
極
的
な
、
生
き
る
希
望
を
与
え
る
力
と
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

　

原
始
キ
リ
ス
ト
教
が
強
烈
な
終
末
意
識
を
も
っ
て
現
世
を
峻
拒
す
る
姿
勢
に

立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、対
社
会
的
関
係
を
も
遮
断
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
し
教
団
の
成
立
か
ら
初
代
教
会
制
度
化
へ
の
過
程
、
そ
し
て
帝
国
内
で
の
地

位
上
昇
は
、
現
世
と
の
緊
張
関
係
を
弛
緩
さ
せ
て
い
く
。
こ
こ
に
古
代
哲
学
の
遺

産
、
と
り
わ
け
自
然
法
の
媒
介
の
理
論
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か

ら
の
「
社
会
理
論
（
教
説
）」die Soziallehren

を
形
成
し
、
ま
た
教
義
の
整
序
・

体
系
化
が
は
か
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

ス
ト
ア
派
に
お
い
て
既
に
、
人
類
の
原
初
の
黄
金
時
代
に
お
け
る
自
由
・
平
等
・

共
産
制
と
い
う
理
性
的
・
観
念
的
秩
序―

ト
レ
ル
チ
の
い
う
「
絶
対
的
自
然

法
」―

は
、人
間
の
欲
望
の
た
め
に
失
わ
れ
た
の
で
、ま
っ
た
く
の
無
秩
序
（
＝

没
理
性
）
状
態
へ
の
歯
ど
め
と
し
て
私
有
財
産
制
、
結
婚
制
度
、
国
家
権
力
な
ど

の
秩
序
維
持
装
置
（
＝
相
対
的
自
然
法
）
が
人
類
に
与
え
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ

た
が
、
こ
の
区
別
は
教
父
た
ち
に
よ
っ
て
、
前
者
を
原
罪
に
先
立
つ
自
然
に
、
後

者
を
堕
罪
以
後
の
状
態
に
対
応
す
る
も
の
へ
と
、
容
易
に
意
味
転
換
さ
れ
て
い
っ

た
）
10
（

。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
的
自
然
法
の
要
求
が
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

せ
め
て
現
実
を
可
能
な
か
ぎ
り
相
対
的
理
性
秩
序
に
照
ら
し
て
そ
れ
に
近
づ
け
る

要
求
の
方
が
前
面
に
出
て
く
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
現
実
と
の
宥
和
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
（354

―430

）
に
あ
っ
て
も
、
も
は
や
創
造
の

秩
序
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
然
法
は
「
断
念
さ
れ
た
理
想
」
と
な
る
。
彼
に
お
い

て
は
、
何
よ
り
も
人
間
の
罪
性
と
神
の
恩
恵
と
が
強
調
さ
れ
、
人
間
の
自
力
に

よ
る
善
行
為
、
意
志
の
自
由
が
否
定
さ
れ
た
か
ら
、
世
界
は
も
っ
ば
ら
堕
落
の
場

と
さ
れ
、
社
会
制
度
は
堕
罪
の
結
果
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。「
神
の
国
」civitas 

D
ei

と
「
地
の
国
」civitas terrena

と
は
、
き
び
し
く
引
き
離
さ
れ
た
。
今
や
理

性
的
秩
序
は
自
然
（
世
界
）
の
な
か
に
は
な
く
、
超
越
的
な
神
の
（
意
志
と
し
て

の
）
命
令
と
解
さ
れ
た
。
意
味
深
い
宇
宙
の
な
か
に
ロ
ゴ
ス
を
探
究
す
る
初
期
ス
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ト
ア
派
の
古
代
的
自
然
法
は
、
解
体
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
主

義
段
階
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
理
論
は
、「
人
間
の
本
性
」
か
ら
道
徳
を
導

き
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
良
心
の
声
も
地
上
的
本
性
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
超
越
的

な
神
の
命
令
（
掟
）
に
ほ
か
な
ら
ず
、
人
間
（
＝
個
）
の
主
体
性
は
排
除
さ
れ
ざ

る
を
え
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
事
態
も
、
中
世
封
建
制
の
成
立
と
発
展
と
と
も
に
漸
次
、
変
わ
っ

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

注（
9
）

　

ス
ト
ア
派
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
岩
崎
允
胤
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
思
想
家
』（『
人
類
の

知
的
遺
産
』
10
、
講
談
社1982

年
）、
福
田
歓
一
『
政
治
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会

1985

年
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
混
淆
現
象
と
し
て
の
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
の
、
す
こ
ぶ
る
興
味
深
い
叙
述
は
、
ブ
ル
ト
マ
ンR

. B
ultm

ann

『
古
代

諸
宗
教
の
圏
内
に
お
け
る
原
始
キ
リ
ス
ト
教
』1949

（
米
倉
充
訳
、新
教
出
版
社1961

年
）

に
み
ら
れ
る
。

（
10
）

　

し
か
し
ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
に
よ
れ
ば
、
ト
レ
ル
チ
の
指
摘
い
ら
い
有
名
な
、
自
然
法
の

二
つ
の
区
別
は
「
史
料
の
中
の
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
な
い
」（
前
掲
邦
訳
書
、
53
頁
）。
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（
名
古
屋
学
院
大
学
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〔
次
回
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定
〕

近
代
倫
理
学
生
誕
へ
の
道
（
四
）

　
　

―

家
族
道
徳
の
止
揚
（
近
代
倫
理
学
成
立
の
前
提
）―

家
の
者
が
敵
と
な
る

　
　

―

モ
ー
ゼ
の
十
戒
、
少
年
イ
エ
ス
の
話―

　
　

問
題
の
所
在

　
　

一
　

古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
お
け
る
「
親
と
子
」

　
　

二
　

古
代
共
同
体
に
お
け
る
氏
族
制
度
と
そ
の
改
鋳

　
　

三
　

第
一
戒
に
よ
る
第
五
戒
の
限
界
づ
け
（
少
年
イ
エ
ス
の
話
）

　
　

四
　

近
代
日
本
に
お
け
る
二
つ
の
家
族
観
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