
社
会
哲
学
に
お
け
る
経
駿
と
思
弁

舘
　
野
　
受

　
杜
会
哲
学
の
基
礎
概
念
と
思
わ
れ
る
も
の
の
い
く
つ
か
を
ヒ
ュ
ー
ム
、
ス
ミ

ス
、
へ
ー
ゲ
ル
な
ど
か
ら
と
り
出
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
「
経
験
」
と
「
思

弁
し
の
歴
史
的
な
対
話
の
あ
と
を
た
ど
っ
て
み
る
。

　
現
代
は
実
証
と
技
術
が
圧
倒
的
な
支
配
権
を
確
立
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
や
人
間
の
問
題
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
実
証
主
義
的
。

技
術
的
分
析
と
は
別
に
、
よ
り
次
元
の
低
い
と
こ
ろ
か
ら
の
、
根
底
か
ら
の
問

題
の
組
み
換
え
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、

哲
学
は
時
代
を
思
想
に
お
い
て
把
え
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
把
握
の
仕
方
は

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
し
て
も
、
哲
学
が
実
証
と
技
術
の
時
代
の
侍
女
で
あ
る
こ

と
を
最
も
良
く
表
現
し
て
い
る
の
が
ウ
ィ
ー
ン
の
論
理
実
証
主
義
者
で
あ
ろ

う
。
実
証
主
義
者
に
よ
る
へ
ー
ゲ
ル
批
判
は
仮
借
な
く
痛
烈
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
た
、
実
証
主
義
者
は
現
代
の
侍
女
と
し
て
時
代
を
表
現
し
な
が
ら
、
そ

こ
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
ま
た
、
「
時
代
を
思
想
に
お
い
て
把
え
る
し
と
い
う

へ
ー
ゲ
ル
的
思
想
の
枠
組
の
な
か
の
一
つ
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
ア
イ
ロ
ニ
カ

ル
に
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

　
ク
ワ
イ
ン
の
「
経
験
論
の
二
つ
の
ド
グ
マ
」
は
実
証
主
義
者
の
理
論
史
の
一

っ
の
極
値
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
検
証
理
論
。
還
元

主
義
は
論
理
的
に
正
確
に
定
式
化
す
る
こ
と
は
結
局
困
難
な
の
で
あ
る
。
ま

た
、
カ
ン
ト
や
ヒ
ュ
ー
ム
以
後
支
配
的
と
な
っ
た
分
析
的
・
総
合
的
と
い
う
命

題
区
分
も
、
当
初
の
期
待
に
反
し
て
、
領
域
設
定
を
判
然
と
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
必
ず
し
も
説
得
的
で
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
ホ

ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
よ
う
に
、
ど
の
哲
学
も
順
番
に
廃
位
を
経
験
す
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
一
団
と
な
っ
た
哲
学
の
諸
体
系
は
宇
宙
に

つ
い
て
の
多
様
な
普
遍
的
な
真
理
を
そ
れ
ら
の
妥
当
す
る
多
様
な
領
域
の
調
整

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
割
当
て
を
待
ち
受
け
つ
つ
表
現
し
て
い
る
」
と
や
や
有
機
体
的
な
見
方
に
か

た
よ
っ
て
は
い
る
に
し
て
も
、
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
証
の
時
代
の
挽
歌
を

誰
が
最
初
に
歌
っ
た
か
と
い
う
ポ
バ
ー
の
よ
う
な
間
題
意
識
は
し
ば
ら
く
お

く
。
経
験
論
の
最
も
尖
鋭
な
理
諭
で
あ
る
実
証
主
義
は
歴
史
的
発
展
の
過
程
で

当
初
の
楽
観
主
義
を
捨
て
去
っ
て
、
哲
学
の
理
論
と
し
て
は
転
換
期
を
暗
示
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
現
代
は
依
然
と
し
て
実
証
と
技
術
の
時
代
な

1　社会哲学における経験と思弁



の
で
あ
る
。
哲
学
と
時
代
が
軋
ん
で
い
る
。

　
さ
て
、
低
い
次
元
か
ら
の
間
題
の
組
み
換
え
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
第
一

に
、
そ
れ
は
マ
〃
ク
ス
の
方
法
的
特
質
と
さ
れ
る
下
向
法
、
上
向
法
と
い
う
意

味
で
の
下
向
法
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
な
か
か
ら
、
理
論
系
の
諸
相
を

掘
り
下
げ
て
、
基
礎
概
念
を
把
握
し
な
お
し
、
爾
後
の
理
論
構
築
、
現
実
把
握

の
素
材
。
装
置
を
明
確
に
す
る
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
思
想
や
理
念

の
歴
史
的
展
開
を
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
接
的
な
未
来
指
向
的
理
論
展
開

を
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
古
典
に
内
在
す
る
と
い
う
迂
回
的
方
法
を
と
る
こ
と
で

あ
り
、
解
釈
の
間
題
な
の
で
あ
る
。
上
向
法
・
下
向
法
と
い
う
と
き
、
な
に
が

し
か
の
循
環
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
社
会
に
関
す
る
老
察
に
お

い
て
歴
史
的
契
機
を
捨
象
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
も
人
間
も
生
成
物
で

あ
る
。
循
環
構
造
は
避
け
難
い
。
た
だ
こ
こ
で
の
循
環
と
い
う
と
き
、
歴
史
は

く
り
返
す
と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
現
実
か
ら
出

発
し
、
理
論
を
媒
介
と
し
て
現
実
へ
遼
帰
す
る
こ
と
。
理
論
か
ら
出
発
し
、
現

実
の
洗
礼
を
受
け
て
、
理
論
へ
立
ち
戻
る
こ
と
が
課
題
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
出
発
点
と
し
て
の
理
論
と
い
い
現
実
と
い
い
ど
こ
ま
で
遡
及
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
隈
背
進
（
屋
σ
q
・
蟹
ω
易
甘
ぎ
｛
邑
冨
竃
）
は
や
は
り
避

け
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
ど
こ
か
に
出
発
点
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮

説
の
設
定
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
社
会
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
基
礎
概
念
の

確
立
作
業
そ
れ
自
身
が
間
題
的
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
社
会
哲
学
に
お
け
る
「
経
験
」
の
役
割
と
構
造
を
問
う
こ
と
か
ら
は

じ
め
る
。

　
近
代
哲
学
に
お
い
て
、
経
験
に
対
す
る
最
初
の
犀
利
な
分
析
を
行
っ
た
の
は

ヒ
ュ
ー
ム
で
あ
る
。
彼
の
「
人
性
論
」
は
近
代
杜
会
を
考
え
る
際
の
基
礎
概
念

と
思
わ
れ
る
も
の
を
間
題
的
な
形
で
提
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
契
約
説

に
お
け
る
ホ
ヅ
ブ
ズ
と
は
双
壁
を
な
す
。
こ
こ
で
は
経
験
論
に
よ
る
主
体
概
念

と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
行
動
理
論
と
し
て
の
情
念
諭
。
コ
ン
ベ
ン
シ
目
ン
に

よ
る
契
約
説
の
内
在
化
の
間
題
を
簡
単
に
み
る
こ
と
で
序
論
と
し
た
い
。

　
科
学
や
技
術
そ
し
て
自
然
宗
教
さ
え
も
含
め
た
す
べ
て
の
学
間
は
人
間
学
が

基
礎
で
あ
る
と
し
、
そ
の
基
礎
学
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
で
あ
ろ
う
と
す
る
自
負
心
に

よ
っ
て
「
人
性
論
」
は
う
ま
れ
た
。
人
間
「
本
性
」
論
で
あ
る
し
、
人
間
的
「
自

然
」
論
で
も
あ
る
。
暮
9
8
の
両
義
性
を
め
ぐ
っ
て
深
い
哲
学
的
洞
察
が
古

く
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
間
題
は
し
ぱ
ら
く
措
く
こ
と
と
す
る
。

　
実
体
的
な
見
方
を
排
し
、
印
象
観
念
と
そ
の
連
合
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
説
明

す
る
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
は
、
現
代
の
い
わ
ゆ
る
物
理
学
主
義
の
先
駆
的
形
態
で
も

あ
る
。
と
く
に
そ
の
因
果
偉
を
め
ぐ
る
議
論
は
カ
ン
ト
は
い
う
に
及
ば
ず
ポ
パ

ー
の
「
帰
納
の
間
題
」
へ
と
歴
史
を
超
え
て
問
題
を
提
起
し
つ
づ
け
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
杜
会
哲
学
に
お
い
て
も
、
専
門
化
技
術
化
さ
れ
た
後
世
の
実
証
主
義
に
比
し

て
豊
か
で
魅
カ
あ
る
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
主
体
の
間
題
に
つ
い
て
み
る
と
、
自
我
は
知
覚
の
集
合
、
堆
積

　
　
　
　
　
　
（
3
）

（
8
忌
艮
O
P
ぎ
岩
）
と
い
っ
た
議
論
や
古
い
実
体
主
義
に
対
す
る
論
難
の
調

子
か
ら
、
主
体
概
念
は
感
覚
。
知
覚
の
波
間
に
没
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に

み
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
所
与
と
し

て
の
印
象
、
観
念
、
総
じ
て
い
え
ば
知
覚
の
諸
集
合
が
心
の
内
部
に
お
い
て
、

人
間
的
「
自
然
」
に
も
と
づ
く
連
合
の
諸
原
理
や
信
念
（
因
果
連
関
は
信
念
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

所
産
）
な
ど
に
よ
っ
て
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
そ
の
意
味
で
、
諸
知



覚
を
媒
介
し
超
越
す
る
運
動
と
し
て
把
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
飛
躍
を
お

そ
れ
ず
に
言
え
ば
へ
ー
ゲ
ル
の
「
自
分
自
身
の
許
に
あ
る
」
（
屠
匡
o
ぼ
①
学
亭

ω
①
庄
）
と
し
て
の
精
神
に
近
い
の
が
こ
こ
で
の
主
体
で
あ
る
。
実
体
的
主
体
と

は
異
質
な
も
の
で
あ
る
が
単
な
る
関
係
主
義
的
把
握
に
は
つ
き
な
い
観
念
連
含

を
支
え
る
「
働
き
」
そ
の
も
の
に
そ
の
特
質
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
の
特
質
は
行
動
原
理
し
て
の
情
念
論
の
意
味
で
あ
る
。
理
性
単
独
で
は

ど
の
よ
う
な
意
志
行
動
の
動
機
に
も
な
り
得
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
あ
と
で
ヒ

ュ
ー
ム
は
「
あ
る
対
象
か
ら
快
・
苦
を
予
想
し
て
そ
の
事
物
に
対
す
る
嫌
悪
と

か
好
み
の
感
情
が
生
じ
て
、
こ
の
不
快
ま
た
は
満
足
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の

を
固
避
し
た
り
受
け
と
め
た
り
し
よ
う
と
す
る
」
。
こ
れ
を
情
念
（
寝
色
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
よ
ぶ
。
「
情
念
は
根
源
的
存
在
」
で
あ
る
。
こ
の
情
念
を
原
動
力
と
し
、
さ

き
に
み
た
知
覚
を
主
体
化
す
る
連
合
原
理
が
共
に
働
い
て
実
践
的
主
体
が
把
え

ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
契
約
説
批
判
の
あ
り
方
を
み
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
自
然
状
態
を
黄
金

時
代
と
す
る
詩
人
に
せ
よ
暴
力
と
戦
争
の
時
代
と
す
る
哲
学
者
に
せ
よ
、
と
も

に
空
想
上
の
も
の
で
、
と
る
に
足
り
な
い
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
。
正
義
は

自
然
的
な
も
の
で
は
な
く
人
為
的
な
徳
な
の
で
あ
る
。
正
義
は
人
類
の
諸
事
情

と
必
要
か
ら
生
じ
た
人
為
（
胃
叶
崖
8
）
な
い
し
考
案
に
よ
っ
て
成
立
す
る
徳
で

あ
る
。
こ
の
徳
が
快
あ
る
い
は
是
認
、
称
讃
を
う
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
れ
は
「
社
会
を
作
り
所
有
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
社
会
の
全
成
員
が
結
ぶ
黙

　
　
　
　
　
（
6
）

約
（
8
暑
Φ
鼻
川
§
）
」
に
よ
る
。
黙
約
は
約
定
（
唱
o
邑
8
）
と
い
っ
た
性
質
で

は
な
く
、
逆
に
、
約
定
そ
の
も
の
が
黙
約
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
共
通
利
益
の
一
般
的
感
覚
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
言
語
が
ま
っ

た
く
約
定
な
し
に
、
人
間
の
黙
約
に
よ
っ
て
次
第
に
確
立
さ
れ
る
の
と
同
様
で

あ
る
L
圭
言
語
の
成
立
に
比
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
黙
約
に
よ
っ
て
各
人
が
自
分
の
所
持
（
電
ω
器
邑
暮
）
を
安
定
化
し
て
く
る

と
正
義
・
不
正
義
の
観
念
が
発
生
す
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
社
会
関
係
と
し
て
の

所
有
、
権
利
、
義
務
（
唱
o
肩
・
呉
庄
σ
q
ぎ
◎
婁
α
q
陣
ま
箏
）
が
で
て
く
る
。
順
序

は
決
し
て
こ
の
逆
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
黙
約
は
ど
こ
か
ら
生
ず
る
か
。
ヒ
ュ

ー
ム
は
人
間
の
心
の
あ
る
性
質
（
利
己
心
と
隈
定
さ
れ
た
寛
仁
）
と
外
的
事
物

の
状
況
と
い
う
二
つ
の
こ
と
か
ら
発
生
す
る
不
都
合
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
。
所
持
を
定
安
さ
せ
る
社
会
が
な
い
と
き
は
所
有
者
は
た
や
す
く
変
更

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
し
、
ま
た
人
間
の
欲
望
に
比
し
て
外
的
事
物
。
財
物
は
稀

少
で
あ
っ
て
偶
然
に
依
存
す
る
こ
と
が
多
過
ぎ
る
こ
と
が
黙
約
の
原
因
な
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
言
語
発
生
に
も
比
せ
ら
れ
る
黙
約
の
形
成
に
よ
っ
て
正
義

は
成
立
し
、
契
約
。
約
定
の
有
意
味
性
も
こ
こ
か
ら
生
ず
る
。
い
わ
ゆ
る
契
約

説
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
「
経
験
に
内
在
化
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ホ

ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
の
契
約
概
念
と
比
較
す
る
と
き
、
仮
構
性
が
次
第
に
背
景
に

し
り
ぞ
き
、
人
間
的
「
自
然
」
の
経
験
に
内
面
化
さ
れ
る
過
程
と
み
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
人
間
的
「
自
然
」
と
い
う
と
き
印
象
・
観
念

作
用
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、
黙
約
を
な
し
て
、
人
為
的
な
徳
。
正
義
の
感
覚
を
備

え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ク
フ
ィ
ー
が
ス
ミ
ス
の
遣
徳
哲
学
を
評
し

て
「
そ
れ
ら
は
個
人
遣
徳
が
成
長
し
て
き
た
、
ま
た
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
た

土
壌
と
風
土
を
叙
述
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
個
人
的
倫
理
学
に
と
っ
て
は
不

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

可
欠
の
補
完
物
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
ヒ
ュ
i
ム
の
人
間

的
「
自
然
」
論
に
対
す
る
評
で
も
あ
る
。
市
民
杜
会
が
成
長
し
得
た
歴
史
的
風

土
を
表
現
し
て
い
る
思
想
で
あ
る
。

3 ~iA~:#~f*?'~~~S ;~S}~~~~~,~~~:~,~~*~p 



二

　
近
代
杜
会
解
剖
の
学
と
し
て
の
経
済
学
の
創
始
者
ス
ミ
ス
は
ヒ
、
一
ー
ム
的
経

験
論
哲
学
を
よ
り
精
級
化
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
的
主
体
は
黙
約
に
よ
っ
て
正
義
の

感
を
も
つ
に
至
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
経
験
の
立
場
に
お
け
る
個
別
と
普

遍
の
関
係
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
個
別
と
普
通

の
関
係
は
、
ス
、
ミ
ス
の
閲
題
設
定
に
お
い
て
は
よ
り
自
然
的
な
も
の
と
し
て
現

わ
れ
る
。
「
遣
徳
感
情
諭
」
の
間
魑
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
、
主

要
な
当
事
者
と
し
て
社
会
的
行
動
を
す
る
際
に
、
観
察
者
に
よ
っ
て
い
か
な
る

適
宜
感
を
も
っ
て
是
認
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
三
つ
の
問
題
を
み
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
ス
ミ
ス
が
行
為
の
当

事
者
と
し
て
の
個
人
を
ど
う
把
え
て
い
る
か
。
第
二
に
、
普
遍
的
な
も
の
が
ど

う
実
現
さ
れ
る
か
。
ス
ミ
ス
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
「
事
情
に
精
通
し
た
公
平
な

観
察
者
」
の
問
題
で
あ
り
「
行
為
の
一
般
的
規
則
」
の
間
題
で
あ
る
。
第
三
に

以
上
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
個
人
の
活
動
に
よ
っ
て
展
闘
さ
れ
る
歴
史
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
認
識
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の

個
人
が
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
種
の
適
宜
性
の
感
覚
（
。
。
§
器
艮
憤
8
・
｛
－

①
q
）
が
是
認
を
産
む
と
か
「
遣
徳
感
情
」
（
8
0
崖
7
窒
戊
昌
9
叶
）
と
い
っ
た

こ
と
ば
か
ら
感
覚
主
義
的
人
間
像
を
想
像
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
必
ず
し
も
そ

う
で
は
な
い
。
「
も
し
人
間
と
い
う
被
造
物
が
あ
る
孤
独
な
場
所
で
か
れ
自
身

の
種
と
な
ん
の
交
通
も
な
し
に
成
長
し
て
成
年
に
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
か
れ
は
か
れ
自
身
の
顔
の
美
醜
に
っ
い
て
と
お
な
じ
く
、
か
れ

自
身
の
性
格
に
つ
い
て
、
か
れ
自
身
の
諸
感
情
と
行
動
の
適
宜
性
ま
た
は
欠
陥

に
つ
い
て
、
か
れ
自
身
の
精
神
の
美
醜
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
か
れ
が
容
易
に
み
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
れ
が

自
然
に
注
視
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
か
れ
が
目
を
む
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
鏡
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い
諸
対
象
な
の
で
あ
る
。
か

れ
を
社
会
の
な
か
に
つ
れ
て
こ
よ
う
。
そ
う
す
れ
ば
か
れ
は
、
た
だ
ち
、
か
れ

が
ま
え
に
欠
如
し
て
い
た
鏡
を
あ
た
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
か
れ
が
と
も
に
生

活
す
る
人
ぴ
と
の
、
顔
つ
き
と
ふ
る
ま
い
の
な
か
に
お
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
顔
つ
き
と
ふ
る
ま
い
は
つ
ね
に
か
れ
ら
が
い
つ
か
れ
の
諸
感
情
の
な
か
に

は
い
り
こ
む
か
、
い
つ
か
れ
の
諸
感
情
を
否
認
す
る
か
を
表
示
す
る
の
で
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
か
れ
は
は
じ
め
て
、
か
れ
自
身
の
諸
情
念
の
適
宜
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
不
適
宜
性
、
か
れ
自
身
の
精
神
の
美
醜
を
み
る
の
で
あ
る
L
同
感
と
い
い
適

宜
感
と
い
い
、
す
べ
て
は
前
提
と
し
て
社
会
が
あ
っ
て
、
そ
の
杜
会
を
鏡
と
し

た
反
照
。
反
省
の
所
産
で
あ
る
。
快
を
求
め
苦
を
避
け
こ
と
を
活
動
原
理
と
す

る
た
め
に
「
快
お
よ
び
苦
の
知
覚
が
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
ヒ
ュ
ー

ム
の
主
張
と
類
似
な
叙
述
が
ス
ミ
ス
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
な
に
よ
り
も
社
会
的
個
人
を
説
明
す
る
た
め
の
心
理
的
仮
定
で
あ
っ
て

行
動
原
理
で
は
な
い
。
「
な
ぜ
効
用
（
鼻
岸
q
）
が
喜
ぴ
を
あ
た
え
る
か
を
は

じ
め
て
説
明
し
た
の
と
同
じ
独
創
的
で
気
持
の
よ
い
著
者
は
も
の
ご
と
に
つ
い

て
の
こ
の
見
解
に
つ
い
て
ひ
じ
ょ
う
に
強
い
印
象
を
受
け
て
、
徳
に
た
い
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

わ
れ
わ
れ
の
是
認
の
全
体
を
効
用
と
い
う
知
覚
に
解
消
し
た
ほ
ど
で
あ
る
」
と

ヒ
ュ
ー
ム
の
効
用
説
を
批
判
し
、
そ
し
て
「
精
神
の
ど
ん
な
性
向
の
有
用
性
も
、

わ
れ
わ
れ
の
明
確
な
是
認
の
第
一
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
め
っ
た
に
な
く
、
是

認
の
感
情
は
つ
ね
に
そ
の
中
に
効
用
の
知
覚
と
ま
っ
た
く
区
別
さ
れ
た
適
宜
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
感
覚
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
マ
ク
フ
ィ
ー
が
指
摘



す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
ハ
チ
ス
ン
と
か
ヒ
ュ
ー
ム
と
か
ス
ミ
ス
に
と
っ
て

効
用
と
い
う
の
は
、
し
ば
し
ば
杜
会
に
と
っ
て
の
効
用
で
あ
っ
て
単
な
る
個
人

の
利
己
心
と
は
異
な
る
。
美
や
適
合
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
般
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

前
提
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
こ
の
適
宜
性
を
め
ぐ
っ
て
「
主
要
当
事
者
の
本
源
的
諸
感
情
と
観
察

者
の
同
感
的
諸
感
情
」
の
調
和
点
が
問
題
と
な
る
。
ス
ミ
ス
に
お
け
る
個
別
と

普
遍
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
が
調
和
し
て
い
る
と
き
当
事
者
の
感
情
は
観
察
者

に
と
っ
て
も
正
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

観
察
者
は
当
事
者
の
境
遇
。
感
情
に
「
は
い
り
込
む
」
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
行
為
の
当
事
者
は
観
察
者
が
つ
い
て
い
け
る
程
度
に
彼
の
情
念
を
抑
制
し

引
き
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
当
事
者
の
情
念
と
公
平
な
観
察
者
の

是
認
す
る
適
宜
点
は
、
同
感
す
る
側
と
同
感
ざ
れ
る
側
双
方
の
感
情
の
強
弱
さ

ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
感
情
ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
で
も
い
う
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
方

向
量
の
動
的
均
衡
点
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。
だ
か
ら
ス
ミ
ス
は
同
感
に
つ
い

て
も
、
直
接
的
同
感
と
は
別
に
想
像
カ
を
媒
介
に
し
た
間
接
的
同
感
を
重
要
視

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
ヒ
ュ
ー
ム
と
異
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
あ
っ
て
は
同

感
は
「
す
べ
て
の
人
の
心
は
そ
の
感
情
と
作
用
に
お
い
て
相
似
で
あ
っ
て
、
あ

た
か
も
二
つ
の
弦
を
等
し
く
張
っ
た
場
合
に
、
一
つ
の
弦
の
運
動
が
他
の
弦
に

伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
情
念
は
ひ
と
り
の
人
物
か
ら
他
の
人
物
へ
即

　
　
　
　
（
1
2
）

座
に
転
移
す
る
」
直
接
的
自
然
的
同
感
で
あ
り
反
射
的
な
も
の
で
あ
る
。
生
体

反
応
的
同
感
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
同
感
は
ヒ
ュ
i
ム
の
同
感
以
外
に
「
立
場
の

想
像
」
（
家
晶
㌫
邑
畠
O
申
ω
岸
量
汰
O
箏
）
も
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
社
会
諸
関
係
の
動
態
を
把
え
う
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
間
題
は
同
感
が
求
め
る
適
宜
点
は
ど
の
よ
う
に
し
て
確
定
さ
れ
る
か

で
あ
る
。
遭
宜
性
を
確
定
す
る
た
め
の
尺
度
の
間
題
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
い
う

「
一
般
的
規
則
形
成
」
の
問
題
で
あ
る
。
結
局
、
そ
れ
は
「
公
平
で
事
情
に
精

通
し
た
観
察
者
の
同
感
的
感
情
」
に
つ
き
る
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
実
践
理

性
の
当
為
に
も
似
た
衣
裳
を
ま
と
っ
て
登
場
す
る
経
験
論
の
こ
の
言
葉
の
背
景

は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ミ
ス
の
言
う
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
一
つ
に
は
自
然
が

働
き
か
け
て
わ
れ
わ
れ
を
そ
の
よ
う
に
し
む
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二

に
、
経
験
の
蓄
積
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
は

こ
れ
ほ
ど
大
き
な
重
要
性
を
も
つ
こ
の
弱
点
（
適
宜
点
が
容
易
に
発
見
で
き
な

い
と
い
う
）
を
、
ま
っ
た
く
匡
正
す
る
こ
と
な
し
に
放
置
し
て
お
か
な
か
っ
た

し
、
わ
れ
わ
れ
を
自
愛
心
の
妄
想
に
ま
っ
た
く
ゆ
だ
ね
て
は
お
か
な
か
っ
た
。

他
の
人
び
と
の
行
動
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
継
続
的
な
観
察
は
気
づ
か
ぬ
う

ち
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
、
な
に
が
な
さ
れ
ま
た
回
避
さ
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

く
適
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
あ
る
一
般
的
諸
規
則
を
形
成
さ
せ
る
。
」

　
道
徳
性
に
つ
い
て
の
一
般
的
諸
規
則
が
形
成
さ
れ
る
の
は
こ
の
よ
う
に
し
て

で
あ
る
。
「
そ
れ
ら
は
窮
極
的
に
は
、
個
々
の
実
例
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の

遭
徳
的
諸
能
カ
、
値
う
ち
と
適
宜
性
に
か
ん
す
る
自
然
な
感
覚
が
な
に
を
是
認

ま
た
は
否
認
す
る
か
に
つ
い
て
の
経
験
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
大
切
な
こ
と

は
は
じ
め
に
一
般
的
な
規
則
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
わ
れ
わ

れ
は
本
来
、
個
々
の
諸
行
為
を
検
討
し
て
み
る
と
そ
れ
ら
が
あ
る
一
般
的
規
則

に
一
致
ま
た
は
不
一
致
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
と
い
う
理
由
で
是
認
ま
た
は
非

難
す
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
一
般
的
規
則
は
一
定
の
種
類
の
、
あ
る
い
は

一
定
の
事
情
に
お
か
れ
た
、
す
べ
て
の
行
為
が
、
是
認
ま
た
は
否
認
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

い
う
こ
と
を
経
験
か
ら
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

　
同
感
や
適
宜
感
の
反
復
的
堆
積
に
一
よ
っ
て
一
般
的
規
則
は
形
成
さ
れ
る
の
で

5　社会哲学における経験と思弁



あ
る
。
カ
ン
ト
の
実
践
理
性
の
要
請
は
論
理
的
純
枠
性
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い

る
が
、
へ
i
ゲ
ル
が
精
神
現
象
学
の
「
遣
徳
的
世
界
観
」
の
節
で
批
判
し
て
い

る
よ
う
に
当
為
の
高
み
に
立
つ
が
故
に
自
然
と
く
に
人
間
的
「
自
然
」
と
の
乖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∬
）

離
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
と
い
う
側
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
一
般

的
規
則
は
、
無
数
の
事
例
か
ら
な
る
経
験
を
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ

ば
、
帰
納
的
に
実
現
さ
れ
る
と
老
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
個

別
的
な
る
も
の
を
通
し
て
普
遍
に
至
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
エ
パ
ゴ
ー
ゲ
ー

そ
の
も
の
で
あ
る
。
因
果
偉
に
つ
い
て
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
所
説
と
比
較
す
る
と
き

に
経
験
の
事
例
と
い
う
無
隈
数
列
が
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
理
性
的
な
一
般
的
規

則
に
収
敏
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
収
敏
す
る

と
考
え
る
こ
と
が
信
念
で
あ
り
習
慣
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
。

　
第
三
の
間
題
は
以
上
の
よ
う
な
人
間
が
織
り
な
す
歴
史
を
ス
ミ
ス
が
ど
う
み

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
義
は
社
会
と
い
う
「
建
造
物
全
体
を
支
持

　
　
（
蛇
）

す
る
主
柱
」
で
あ
り
慈
恵
（
げ
9
庄
0
9
8
）
は
そ
れ
に
く
ら
べ
る
と
建
物
を
美

し
く
す
る
装
飾
物
に
す
ぎ
な
い
。
正
義
は
効
用
に
も
優
先
す
る
。
し
か
し
、
杜

会
の
原
動
カ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
。
「
公
平
で
事
情
に
精
通

し
た
観
察
者
」
は
経
験
の
な
か
で
つ
ね
に
練
り
上
げ
ら
れ
な
が
ら
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
し
行
為
の
推
進
カ
と
は
な
ら
な
い
。
ス
ミ
ス
に
あ
っ
て
は
推
進

カ
は
、
む
し
ろ
、
「
貧
欲
と
野
心
、
富
や
権
力
や
卓
越
の
追
求
」
と
い
っ
た
ヒ

ュ
ー
マ
ン
：
不
イ
チ
ュ
ア
な
の
で
あ
る
。
社
会
的
地
位
や
富
を
あ
る
程
度
の
熱

心
さ
で
追
求
し
な
い
人
物
は
精
神
が
卑
劣
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
と
さ
え
い

う
。
富
や
名
誉
の
追
求
は
、
自
然
が
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
だ
ま
し

て
祇
会
的
に
大
き
な
効
用
を
産
む
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
の
欺
臓
に
つ
い

て
「
人
類
の
勤
労
を
か
き
た
て
、
継
続
的
に
運
動
さ
せ
て
お
く
の
は
、
こ
の
欺

臓
（
宗
O
唱
吋
｛
9
）
で
あ
る
。
最
初
に
彼
ら
を
促
し
て
土
地
を
耕
作
さ
せ
、
家
屋

を
建
築
さ
せ
、
都
市
と
公
共
杜
会
を
建
設
さ
せ
、
人
間
生
活
を
高
貴
で
美
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
の
と
す
る
す
べ
て
の
科
学
と
技
術
を
発
明
改
良
さ
せ
た
の
は
こ
れ
で
あ
る
」

と
い
う
。
歴
史
に
お
け
る
ア
イ
ロ
ニ
i
を
み
て
い
る
ス
ミ
ス
の
こ
の
欺
嫡
の
働

き
は
へ
i
ゲ
ル
の
「
理
性
の
狡
智
」
と
歴
史
的
杜
会
観
を
共
有
し
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。

　
歴
史
的
杜
会
を
総
体
と
し
て
ス
ミ
ス
が
ど
う
把
え
て
い
る
か
は
「
遭
徳
感
情

論
」
の
み
で
は
十
分
で
な
い
。
「
諸
国
民
の
富
」
と
の
相
互
補
完
的
関
係
で
考

察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
わ
が
国
の
『
ス
ミ
ス
学
』
に
は
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
8
）

多
く
の
輝
か
し
い
業
績
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
自
然
の
欺
脇
に
よ
っ
て
、
情
念

に
つ
き
動
か
さ
れ
て
社
会
的
諸
個
人
は
自
已
の
境
遇
の
改
善
に
カ
を
尽
く
す
の

で
あ
る
。
こ
の
ヴ
ェ
ク
ト
ル
の
総
和
が
「
事
物
の
自
然
の
コ
ー
ス
し
と
し
て
杜

会
の
運
動
法
則
を
産
み
出
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
社
会
は
ま
た
「
第
二
の
自
然
」

と
よ
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。

　
こ
の
「
第
二
の
自
然
」
に
つ
い
て
、
ス
ミ
ス
は
現
代
の
単
純
な
操
作
的
科
学

主
義
的
見
地
に
く
み
し
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
ま
こ
と
に
、
ス
ミ
ス
は
マ
ク
フ
ィ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
お
お
く
の
要
素
に

た
い
し
て
、
つ
ね
に
、
ひ
と
つ
の
総
合
的
体
系
的
説
明
を
求
め
て
い
る
総
合
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

思
想
家
（
め
っ
に
な
い
人
物
轟
蟹
薯
色
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
す
ぐ
れ
た
時

論
家
で
あ
る
と
と
も
に
す
ぐ
れ
た
理
論
家
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
自
分
の
理
想
的
な
統
治
計
画
の
想
像
上
の
美
し
さ
に
魅
惑
さ
れ
て

い
る
「
体
系
の
人
」
の
項
を
み
る
。
こ
の
人
は
「
大
き
な
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

成
員
を
、
手
が
チ
ュ
ス
盤
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
駒
を
配
置
す
る
の
と
同
じ
く
容
易

に
配
置
で
き
る
と
想
像
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
れ
は
チ
ェ
ス
盤
上
の



駒
が
、
手
が
そ
れ
ら
に
お
し
つ
け
る
も
の
の
ほ
か
に
は
な
ん
の
運
動
原
理
も
も

た
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
人
間
社
会
と
い
う
大
き
な
盤
の
な
か
で
は
、
す
べ

て
の
単
一
の
駒
が
、
立
法
府
が
そ
れ
に
お
し
つ
け
た
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い

も
の
と
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
、
そ
れ
自
身
の
運
動
原
理
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を

ま
っ
た
く
考
慮
し
な
い
の
で
あ
る
。
L
全
体
を
機
械
論
的
に
把
え
る
こ
と
の
危
険

性
に
つ
い
て
の
警
告
で
あ
る
。
体
系
の
人
や
立
法
府
の
意
向
と
駒
の
運
動
原
理

が
一
致
す
る
場
合
は
良
い
が
、
も
し
両
者
が
対
立
・
相
違
す
る
場
合
は
社
会
は

甚
だ
し
い
無
秩
序
の
中
に
お
ち
入
る
に
違
い
な
い
と
す
る
。
「
政
策
と
法
の
完

成
に
つ
い
て
の
、
あ
る
一
般
的
な
、
そ
し
て
体
系
的
で
さ
え
あ
る
、
観
念
が
政

治
家
の
諸
見
解
を
方
向
づ
け
る
た
め
に
、
疑
い
な
く
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
観
念
が
要
求
す
る
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
を
樹
立
す
る

こ
と
、
し
か
も
す
べ
て
を
一
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
樹
立

す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
し
ば
し
ば
最
高
度
の
傲
慢
で
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。
そ
れ
は
、
か
れ
自
身
の
判
断
を
正
邪
の
最
高
規
準
と
し
て
う
ち
た
て
る
こ

　
　
（
2
0
）

と
で
あ
る
」
こ
の
意
味
で
最
も
危
険
な
の
は
主
権
者
た
る
王
侯
と
そ
れ
に
連
な

る
改
革
者
で
あ
る
と
ス
ミ
ス
は
言
う
。
こ
れ
を
単
に
重
商
主
義
的
政
策
立
案
者

に
対
す
る
批
判
と
し
て
す
ま
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

三

　
い
わ
ゆ
る
思
弁
哲
学
者
へ
ー
ゲ
ル
の
考
察
を
「
実
在
哲
学
1
（
一
八
〇
三
／

〇
四
）
」
の
次
の
こ
と
ば
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
す
る
。

「
労
働
の
分
割
化
は
生
産
物
を
増
加
す
る
。
留
針
に
つ
い
て
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の

工
場
で
、
十
八
人
が
働
い
て
い
て
、
各
人
は
こ
の
労
働
の
あ
る
特
殊
な
面
を
そ

し
て
た
だ
こ
の
側
面
だ
け
を
も
っ
て
い
る
。
一
人
の
人
は
恐
ら
く
ビ
ン
百
二
十

本
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
一
本
の
ピ
ン
さ
え
作
り
え
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
十
八
の
各
々
の
仕
事
が
十
人
に
分
割
さ
れ
る
と
日
に
囚
千
本
を
作

る
。
労
働
が
十
八
に
分
割
さ
れ
て
い
る
と
こ
の
十
人
の
仕
事
で
、
日
に
四
万
八

千
本
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
物
の
量
が
増
大
す
る
の
と
同
じ
比
率
で
労
働
の

　
　
　
　
　
（
班
）

価
値
は
下
落
す
る
。
」
へ
ー
ゲ
ル
の
国
民
経
済
学
研
究
っ
い
て
の
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー

的
追
求
は
差
し
あ
た
っ
て
お
く
と
し
て
も
、
こ
れ
は
ス
ミ
ス
の
こ
と
ば
そ
の
ま

ま
で
あ
る
。
数
字
に
若
干
の
差
が
あ
る
こ
と
と
最
後
の
「
生
産
物
の
量
が
増
大

す
る
と
同
じ
比
率
で
労
働
の
価
値
は
下
落
す
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
異
な

る
点
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
ス
ミ
ス
の
問
題
と
し
た
世
界
を
論
じ
な
が
ら
、
思

弁
的
世
界
の
構
築
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
思
弁
に
よ
っ
て
現

実
世
界
の
把
握
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
き
の
ス
ミ
ス
の
「
体
系
の
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

に
対
す
る
危
慎
感
は
「
啓
蒙
の
頂
点
と
し
て
の
絶
対
自
由
」
に
つ
い
て
の
へ
ー

ゲ
ル
の
お
そ
れ
と
近
い
も
の
で
あ
る
。

　
思
弁
哲
学
と
は
な
に
か
。
さ
し
当
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
定
式
化
「
経

験
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
普
遍
的
・
論
理
的
宙
必
然
的
な
体
系
に
よ
っ
て
解
釈
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

れ
る
よ
う
に
組
み
立
て
る
努
カ
」
を
採
用
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
で
問

題
は
二
っ
あ
る
。
体
系
内
部
に
お
け
る
論
理
的
整
合
性
に
関
す
る
も
の
と
、
解

釈
と
く
に
経
験
に
対
す
る
適
用
可
能
の
側
面
で
あ
る
。

　
さ
き
に
あ
げ
た
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
と
ば
は
ス
ミ
ス
市
民
社
会
の
基
礎
範
曉
と
し

て
の
労
働
を
体
系
の
中
へ
と
り
入
れ
る
作
業
行
程
を
示
す
。
さ
き
の
分
業
論
に

ひ
き
つ
づ
い
て
第
二
に
、
労
働
は
ま
す
ま
す
絶
対
的
に
生
命
の
な
い
機
械
労
働

に
な
る
こ
と
。
個
人
の
熱
練
は
ま
す
ま
す
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
工
場
労

働
者
の
意
識
は
完
全
な
愚
鈍
へ
引
き
下
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
、
労
働
の
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
と
欲
求
の
限
り
な
い
量
の
関
係
は
全
く
見
通
し
の
き
か
な
い
盲
目
的

7　社会哲学における経験と恩弁



依
存
性
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
遠
隔
の
作
用
力
が
働
い
て
し
ば
し
ば
人
間
の
あ

ら
ゆ
る
ク
ラ
ス
の
労
働
を
妨
げ
た
り
無
用
の
も
の
と
す
る
。
第
四
に
、
自
然
の

同
化
作
用
が
連
鎖
の
挿
入
に
よ
つ
て
大
き
な
快
適
さ
を
得
る
の
と
同
じ
く
、
労

働
に
よ
る
自
然
物
の
同
化
の
段
階
も
無
隈
に
分
割
可
能
と
な
っ
て
快
適
さ
の
度

合
が
同
時
に
不
快
適
さ
を
産
む
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
極
め
て
洞
察
的
で

は
あ
る
が
ペ
シ
ミ
ス
チ
ッ
ク
な
労
働
観
が
展
開
さ
れ
る
。
諸
欲
求
に
対
す
る
労

働
の
関
係
は
、
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
、
国
民
の
な
か
に
共
同
性
と
相
互
依
存
性

の
巨
大
な
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
。
こ
れ
は
盲
目
的
に
原
始
的
な
自
然
カ
に
よ

っ
て
動
き
ま
わ
る
野
性
の
動
物
の
よ
う
に
常
に
厳
し
い
統
制
と
抑
制
が
必
要
と

　
　
　
　
（
2
4
）

な
る
と
さ
れ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
認
識
は
「
人
倫
の
体
系
」
（
キ
ン
メ
ル
レ
に
よ
る
と
成
立

期
は
一
八
〇
二
／
〇
三
の
冬
か
一
八
〇
三
の
春
）
に
お
い
て
も
「
実
在
哲
学
亙

（
一
八
〇
五
／
〇
六
）
」
に
お
い
て
も
、
最
も
体
系
的
な
「
法
の
哲
学
」
（
一
八

二
一
）
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。

　
分
業
に
も
と
づ
く
労
働
の
生
産
物
は
労
働
す
る
主
体
に
と
っ
て
「
純
粋
な
量

と
な
っ
て
い
る
。
生
産
物
（
量
）
は
諸
欲
求
の
全
体
と
比
例
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
こ
の
全
体
を
と
び
こ
え
て
い
る
か
ら
、
量
一
般
で
あ
り
摘
象
体
と
な
っ

て
…
…
主
体
の
実
践
的
感
情
に
対
す
る
意
味
づ
け
を
失
っ
て
余
剰
（
o
冨
邑
畠
）

　
　
　
　
　
（
％
）

と
し
て
存
在
す
る
。
」
し
か
も
諸
欲
求
の
全
体
と
余
剰
の
全
体
は
、
量
的
に
は

無
限
に
多
数
の
個
別
者
の
総
和
で
あ
り
、
質
的
に
は
無
限
に
多
様
な
諸
性
質
か

ら
構
成
さ
れ
、
こ
の
全
体
は
見
透
し
難
い
力
、
予
見
し
難
い
力
と
な
っ
て
い

（
2
6
）

る
。
従
っ
て
、
「
欲
望
の
体
系
に
お
け
る
統
治
し
（
の
ち
に
法
哲
学
で
市
民
社

会
）
は
「
無
意
識
的
盲
目
的
全
体
」
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
あ
り
よ
う
が
な
い
。

盲
因
的
運
動
を
避
け
る
た
め
に
「
欲
望
の
体
系
と
し
て
の
統
治
し
と
は
別
の
統

治
が
必
要
と
な
る
。
均
衡
回
復
の
た
め
の
統
治
は
「
自
然
が
静
止
的
中
間
点
を

放
棄
し
て
」
1
不
作
、
あ
る
地
方
の
あ
る
労
働
の
興
隆
と
他
の
地
方
の
あ
る

労
働
の
過
剰
・
価
格
下
落
等
を
産
み
出
し
て
い
る
の
だ
か
ら
静
止
的
中
間
的
均

衝
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
統
治
は
窟
の
不
平
等
と
そ
の
一
般
的
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

壌
に
対
し
て
最
高
度
の
反
対
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
実
在
哲
学
n
」
に
お
い
て
も
同
じ
く
、
社
会
の
分
裂
と
困
難
か
ら
統
治
を
導

き
出
す
。
「
商
業
活
動
の
自
由
は
必
然
的
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
干
渉
は

可
能
な
か
ぎ
り
目
立
た
ぬ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
：
・
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

悉
意
の
領
域
で
あ
る
か
ら
。
助
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
を
助
け
よ
う
と
し

て
は
い
け
な
い
。
苦
悩
し
て
い
る
階
級
を
別
の
仕
方
で
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
国
家
権
カ
は
普
遍
的
洞
察
を
も
っ
て
い
る
に
対
し
、
個
別
者
は
個
別
的

な
も
の
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
。
商
業
活
動
は
も
ち
ろ
ん
自
然
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

る
。
し
か
も
貧
困
の
発
生
と
増
大
と
い
う
犠
牲
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
救
貧
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

と
諸
施
設
と
が
必
要
と
な
る
。
」
国
家
権
カ
は
社
会
の
各
分
野
が
維
持
さ
れ
る
よ

う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
停
、
他
国
民
へ
の
販
路
の
打
開
、
新
し
い

水
路
が
他
人
に
甚
し
い
不
利
益
を
あ
た
え
る
な
ら
そ
の
活
動
を
お
さ
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツ
が
伝
え
る
救
貧
税
に
関
す
る
議
会
の
議
事

　
　
く
2
9
）

録
の
追
求
、
最
晩
年
の
イ
ギ
リ
ス
選
挙
法
論
な
ど
社
会
問
魑
に
対
す
る
関
心
と

吉
典
派
の
研
究
に
注
国
す
べ
き
で
あ
る
。

「
法
の
哲
学
」
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
わ
れ
る
。
（
以
下
「
法
の
哲
挙
」

か
ら
の
引
用
は
本
文
の
あ
と
（
肉
冨
．
吻
～
）
で
示
す
。
訳
文
は
大
略
中
央
公
論

「
世
界
の
名
著
」
『
法
の
哲
学
』
に
よ
る
）

　
市
民
社
会
の
成
員
は
私
的
人
格
体
で
あ
り
、
そ
の
個
別
性
と
自
然
性
を
陶
冶

す
る
必
要
が
あ
る
。
陶
冶
が
私
的
人
格
を
普
遍
性
へ
高
め
る
。
象
匡
暮
σ
q
こ
そ



は
解
放
で
あ
り
、
よ
り
高
い
解
放
の
た
め
の
労
働
を
意
味
す
る
。
「
動
作
の
た

ん
な
る
主
観
性
や
欲
望
の
直
接
性
だ
け
で
な
く
感
情
の
主
観
的
な
自
惚
や
悉
意

に
対
抗
す
る
き
び
し
い
労
働
で
あ
る
」
（
肉
昏
．
ご
O
。
べ
）
労
働
は
市
民
社
会
の
成

眞
の
必
須
の
要
件
で
あ
る
と
と
も
に
生
産
的
労
働
と
し
て
「
自
然
に
よ
っ
て
直

接
に
提
供
さ
れ
た
材
料
を
多
様
な
目
的
の
た
め
に
多
様
な
過
程
に
よ
っ
て
種
別

化
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
形
成
が
手
段
に
価
値
と
合
目
的
性
を
あ
た
え
る
し
（
勾
島
。

吻
H
鵠
）
こ
の
生
産
の
種
別
化
か
ら
労
働
の
分
割
。
分
業
・
単
純
化
・
抽
象
化

が
ひ
き
起
こ
ざ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
依
存
関
係
一
相
互
関
係
が
つ
く
り
出
さ

れ
、
生
産
活
動
の
摘
象
化
が
労
働
の
機
械
化
と
機
械
に
よ
る
労
働
の
代
行
を
産

み
出
す
（
肉
吾
・
宵
轟
）
。
依
存
関
係
の
な
か
に
あ
る
必
然
性
は
さ
き
の
実
在
哲

学
に
お
け
る
「
盲
閏
の
カ
」
と
同
義
で
あ
っ
て
「
普
遍
的
持
続
的
資
産
（
尉
ω

巴
一
⑪
q
Φ
昌
①
ぎ
P
庄
Φ
岸
9
皆
く
蟹
昌
α
α
q
馨
）
」
（
肉
冨
。
腎
8
）
と
い
わ
れ
る
。
各

人
は
彼
の
教
養
と
技
能
に
よ
っ
て
こ
の
資
産
に
参
与
し
配
分
に
あ
ず
か
り
各
自

の
生
計
を
安
全
に
す
る
。
そ
し
て
配
分
に
あ
ず
か
る
可
能
性
は
各
人
の
特
殊
的

資
産
に
よ
る
の
で
あ
り
、
一
つ
は
白
分
の
直
接
的
な
基
礎
財
産
に
よ
っ
て
、
他

は
技
能
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
（
肉
喜
．
冨
8
）
。
国
當
論
の
ス
ミ
ス
は
こ
こ
か

ら
土
地
と
労
働
と
資
本
と
い
う
三
つ
の
範
犠
を
出
し
て
く
る
の
に
対
し
へ
－
ゲ

ル
は
身
分
の
区
別
を
、
し
か
も
概
念
に
し
た
が
っ
て
導
出
す
る
。
「
実
体
的
直

接
的
身
分
」
「
反
省
的
形
成
身
分
」
「
普
遍
的
身
分
」
で
あ
る
。
両
者
は
同
じ
事

情
を
み
な
が
ら
分
析
の
視
角
、
し
た
が
っ
て
理
論
体
系
が
異
な
っ
て
く
る
。
と

は
い
え
、
『
法
の
哲
学
』
に
お
い
て
も
市
民
社
会
は
そ
れ
自
身
の
内
部
で
人
口

と
産
業
の
発
展
途
上
に
あ
り
、
人
間
の
講
欲
求
を
通
じ
て
の
人
間
の
連
関
が
普

遍
化
し
、
富
の
蓄
積
が
増
大
す
る
と
と
も
に
労
働
に
し
ば
り
っ
け
ら
れ
た
階
級

の
隷
属
と
窮
乏
が
増
大
し
（
肉
冨
．
竃
お
）
蟹
τ
H
の
出
現
（
肉
冨
’
竃
忘
）
を

み
て
い
る
点
で
イ
エ
ナ
期
の
へ
ー
ゲ
ル
と
大
局
に
お
い
て
は
異
な
ら
な
い
。

　
法
哲
学
に
お
い
て
へ
ー
ゲ
ル
は
ス
ミ
ス
を
お
の
れ
の
思
弁
的
理
諭
体
系
の
中

に
「
組
み
人
れ
る
」
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
労
働
と
欲
望
は
相
互
依
存
的
シ

ス
テ
ム
の
中
で
「
主
観
的
利
己
心
は
す
べ
て
の
他
人
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た

め
の
寄
与
に
転
化
す
る
」
（
肉
冨
。
宵
8
）
と
要
約
し
、
思
弁
的
立
場
か
ら
国
民

経
済
学
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。

　
各
人
の
欲
求
と
窓
意
に
も
と
づ
く
個
別
的
活
動
と
関
連
し
て
普
遍
性
が
台
頭

し
て
き
て
、
そ
の
理
性
的
な
も
の
が
「
有
隈
性
の
圏
」
（
現
実
の
社
会
経
済
生

活
）
に
映
現
（
ω
臣
③
㌫
彗
）
す
る
。
こ
れ
を
把
え
る
の
が
悟
性
で
あ
り
そ
の
所

産
が
国
家
経
済
学
（
望
麸
冨
津
9
0
邑
Φ
）
で
あ
る
。
「
も
ろ
も
ろ
の
集
団
の
関

係
と
運
動
と
を
そ
の
質
的
か
つ
量
的
な
現
実
性
と
錨
綜
性
に
お
い
て
説
明
す
べ

き
学
で
あ
る
」
（
宛
嘗
．
吻
富
Φ
）
。

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
は
悟
性
的
立
場
に
お
い
て
、
社
会
諸
集
団
の
運
動
を
そ
の

量
的
質
的
側
面
か
ら
規
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に

と
っ
て
ス
ミ
ス
は
悟
性
の
立
場
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
両
者
は
多
く
の
点
で
重

ね
合
わ
せ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
詳
細
な
比
鮫
は
割
愛
す
る
し
か
な
い
が
、

ス
ミ
ス
の
遣
徳
感
情
論
に
お
け
る
当
事
者
と
観
察
者
の
適
宜
感
の
な
か
で
良
心

が
出
現
し
て
く
る
過
程
と
へ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
の
教
養
の
項
を
比
較
す
れ

ば
一
つ
の
実
例
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
自
己
疎
外
し
た
精
神
が
国
権
と
財
窟
、

善
と
悪
、
高
貴
な
意
識
と
下
賎
な
意
識
と
い
っ
た
対
立
抗
争
を
へ
て
互
い
に
他

に
転
換
し
て
対
立
す
る
も
の
が
一
に
な
る
運
動
が
語
ら
れ
た
。
か
た
や
歴
史
的

な
b
d
崖
暮
σ
q
の
過
程
で
あ
り
他
方
は
同
感
に
よ
る
正
義
形
成
の
過
程
で
あ
る
。

「
思
弁
」
と
い
い
「
経
験
し
と
い
い
特
有
な
理
論
的
枠
組
を
意
味
す
る
の
で
、

理
論
と
現
実
の
接
点
に
お
い
て
は
対
話
の
余
地
は
十
二
分
に
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
仮
説
的
視
点
の
設
定
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
仮
説
と
い
え

ば
数
学
的
論
証
の
仮
説
と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
う
か
べ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
い
。
プ
ラ
ン
ト
が
「
メ
ノ
ン
」
に
お
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
徳
の

間
題
で
紛
糾
し
た
と
き
「
徳
が
な
ん
で
あ
る
か
仮
説
を
た
て
て
し
ら
べ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

を
許
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
あ
の
弁
証
法
的
対
話
の
前
提

条
件
で
あ
る
仮
定
で
あ
る
。
印
象
観
念
の
連
合
原
理
も
同
感
カ
を
も
っ
た
社
会

的
個
人
も
自
由
の
自
己
実
現
も
そ
う
し
た
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
対

話
は
見
え
ざ
る
手
と
か
弁
神
論
と
い
っ
た
予
感
に
導
か
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
一
般
に
個
と
普
遍
の
特
質
と
両
者
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
の
個
人
は
、
端
的
に
媒
介
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
精
神
現
象
学
に

お
い
て
「
自
己
意
識
は
他
の
自
己
意
識
に
対
し
て
存
在
す
る
。
」
こ
こ
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
相
互
承
認
の
運
動
が
展
開
さ
れ
、
主
体
形
成
の
論
理
と
歴

史
が
扱
わ
れ
た
。
「
良
心
」
の
項
で
は
三
つ
の
自
我
が
例
示
的
に
登
場
し
第
三

の
自
偉
的
人
格
と
し
て
把
え
ら
れ
た
、
良
心
と
い
う
あ
り
方
を
す
る
自
我
も
、

外
化
の
カ
が
欠
け
て
い
る
と
、
っ
ま
り
自
分
を
物
と
し
て
存
在
に
耐
え
る
力
が

欠
け
て
い
る
と
、
内
面
の
美
し
さ
や
純
枠
さ
を
行
動
や
定
在
で
汚
し
は
し
な
い

か
と
現
実
か
ら
逃
避
し
た
り
す
れ
ば
ロ
マ
ン
派
の
”
あ
こ
が
れ
”
や
”
美
し
き

魂
”
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
相
互
承
認
の
契
機
を
ふ

く
み
自
己
外
化
を
敢
え
て
怖
れ
な
か
っ
た
自
我
こ
そ
が
近
代
杜
会
を
形
成
す
る

主
体
で
あ
る
。
「
こ
う
し
た
こ
と
は
古
代
人
た
ち
、
プ
ラ
ン
ト
で
さ
え
も
が
知
ら

な
か
っ
た
近
代
の
高
次
の
原
理
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
美
し
き
公
共
生
活

が
万
人
の
習
俗
で
あ
り
、
普
遍
と
個
別
の
直
接
的
統
一
と
し
て
の
美
で
あ
り
、

い
か
な
る
部
分
も
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
お
の
れ
を
知
る
自

己
と
そ
の
表
現
と
の
天
才
的
な
統
一
、
一
つ
の
葵
術
作
品
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ

こ
に
は
個
別
性
の
絶
対
的
な
自
己
知
。
絶
対
的
な
自
己
内
存
在
は
な
か
っ
た
。

プ
ラ
ン
ト
の
共
和
国
は
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
の
国
家
と
同
様
、
こ
う
し
た
自
己
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

を
知
る
個
体
性
の
消
減
な
の
で
あ
る
。
L
こ
の
認
識
は
「
法
哲
学
し
で
も
同
様
で

あ
る
。
「
主
体
的
自
由
の
権
利
は
古
代
と
近
代
と
の
区
別
に
お
け
る
転
回
点
」

（
肉
昏
、
貿
農
）
で
あ
る
。
近
代
的
主
体
が
普
遍
的
社
会
存
在
を
ど
う
実
現
す
る

か
、
近
代
自
然
法
を
い
か
に
超
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
法
哲
学
が
抽
象
法
、

遣
徳
、
人
倫
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
も
こ
の
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。

近
代
自
然
法
思
想
は
経
験
的
扱
い
方
（
ホ
ヅ
ブ
ズ
）
に
せ
よ
形
式
的
超
越
論
的

扱
い
方
（
カ
ン
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
）
に
し
ろ
否
定
、
媒
介
を
へ
な
い
が
故
に
批
判

に
さ
ら
さ
れ
る
。
ル
ソ
ー
に
対
す
る
共
感
と
批
判
も
、
自
然
法
思
想
を
批
判
し

つ
つ
自
己
の
体
系
へ
の
組
み
入
れ
を
意
図
す
る
も
の
で
「
自
然
法
思
想
の
巨
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

な
尖
鋭
化
」
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

「
現
代
国
家
の
原
理
の
も
つ
と
て
つ
も
な
い
強
さ
と
深
さ
は
、
主
体
性
の
原
理

が
お
の
れ
を
完
成
し
て
人
格
的
特
殊
性
と
い
う
自
立
的
な
極
点
に
な
る
こ
と
を

許
す
と
同
時
に
、
こ
の
主
体
性
の
原
理
を
実
体
性
の
う
ち
へ
連
れ
も
ど
し
、
こ

う
し
て
主
体
性
の
原
理
そ
の
も
の
の
う
ち
に
実
体
性
を
保
つ
と
い
う
こ
と
に
あ

る
」
（
肉
冨
。
竃
雰
）
こ
の
媒
介
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
経
験
と
思
弁
の
接
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
論
理
的
範
醇
に
即
し
て
い
え
ば
概
念
の
運
動

形
式
（
個
別
－
特
殊
－
普
遍
）
に
お
け
る
媒
介
項
「
特
殊
」
の
内
容
を
経
験
の

蓄
積
に
よ
っ
て
豊
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
哲
学
の
基
礎
範
膳
と
し
て
は

家
族
、
市
昆
社
会
、
国
家
と
い
う
系
列
に
お
け
る
媒
語
で
あ
る
市
民
社
会
を
経

験
的
内
容
と
し
て
豊
富
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
に
お
い
て
は
国
富
論
第

一
篇
第
一
章
の
哲
学
者
の
任
務
の
話
が
示
唆
に
富
む
。
彼
等
は
な
に
ご
と
も
し

な
い
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
観
察
す
る
こ
と
を
職
業
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
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彼
ら
は
も
っ
と
も
隔
っ
て
い
る
異
質
な
諸
対
象
の
カ
を
し
ば
し
ば
結
合
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
観
念
連
合
原
理
を
基
礎
と
し
て
、
類

似
と
か
継
起
な
ど
の
慣
習
的
な
結
合
の
仕
方
に
あ
る
種
の
中
断
が
起
る
と
驚
嘆

の
念
が
生
じ
る
。
想
像
カ
は
こ
の
切
れ
胃
を
埋
め
る
よ
う
努
力
し
て
縞
合
を
発

見
す
る
。
ス
ミ
ス
は
ヒ
ヅ
パ
ル
コ
ス
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
、
テ
ィ
コ
・
ブ
ラ
ー

工
、
ケ
プ
ラ
ー
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
い
っ
た
天
文
学
史
の
発
展

を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
継
起
の
異
常
」
を
想
像
カ
に
よ
っ
て
回
復
す
る
こ

と
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
と
し
た
。
彼
の
研
究
方
法
と
実
際
上
の
効
用
を
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

す
る
た
め
の
適
切
な
例
題
で
あ
っ
た
。
天
文
学
の
理
論
研
究
に
お
い
て
効
カ
を

発
揮
し
た
想
像
カ
が
同
時
に
社
会
の
基
礎
理
論
と
な
る
同
感
を
支
え
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ス
、
ミ
ス
に
お
け
る
媒
介
締
含
の
カ
で
あ
る
。

　
さ
て
以
上
に
よ
っ
て
個
別
と
普
遍
お
よ
び
そ
の
両
者
の
媒
介
に
関
す
る
経
験

論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
思
弁
的
体
系
化
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
み
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
間
題
と
な
る
二
、
三
の
事
柄
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
主
体
把
握
を
ど
う
す
る
か
。
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
主
体
が
何
で
あ
る
か
（
主

体
の
本
質
）
は
主
体
の
諸
行
為
の
系
列
（
勾
冨
．
警
農
）
で
あ
っ
た
。
諸
行
為

の
系
列
か
ら
必
然
的
に
主
体
は
過
程
的
に
存
在
す
る
も
の
と
な
る
。
近
代
的
主

体
と
い
う
と
き
、
歴
史
的
過
去
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
完
成
態
と
し
て
あ
る
の

で
は
な
い
。
実
体
の
主
体
化
も
里
崖
暮
α
q
、
労
働
、
勺
O
H
艮
9
昌
0
q
、
相
互
承
認

の
闘
い
な
ど
を
く
ぐ
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
体
性
の
確
立
は
流
動
的

な
過
程
の
な
か
で
、
そ
の
都
度
、
再
生
産
さ
れ
る
も
の
と
し
て
し
か
あ
り
え
な

い
。
そ
れ
は
個
人
に
と
っ
て
つ
き
る
こ
と
の
な
い
課
題
と
な
る
。
し
か
も
、
主

体
的
自
由
の
権
利
は
吉
代
と
近
代
を
分
つ
転
国
点
で
あ
っ
た
。

　
媒
介
に
つ
い
て
、
家
族
が
国
家
の
第
一
の
人
倫
的
根
底
で
あ
る
よ
う
に
職
業

団
体
（
内
o
お
寓
艮
塞
）
I
N
§
津
で
は
な
い
ー
は
国
家
の
第
二
の
人
倫
的

根
底
す
な
わ
ち
市
民
社
会
に
根
ざ
す
根
底
で
あ
る
（
肉
昏
■
冨
蟹
）
。
市
氏
杜
会

は
万
人
の
万
人
に
対
す
る
個
人
的
利
益
の
闘
争
の
場
で
あ
る
と
と
も
に
こ
の
個

人
的
利
益
が
特
殊
的
な
共
同
の
要
件
・
問
題
と
衝
突
す
る
場
で
も
あ
る
し
、
さ

ら
に
こ
の
二
つ
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
国
家
と
い
う
よ
り
高
次
の
見
地
・
規
定

と
衝
突
す
る
場
で
も
あ
る
。
個
対
個
、
個
対
共
同
体
、
個
と
共
同
体
対
国
家
と

い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
諸
関
係
の
堆
渦
、
そ
れ
が
市
民
社
会
な
の
で
あ
る
。

　
市
民
社
会
に
お
け
る
諸
団
体
に
媒
介
さ
れ
て
国
家
論
は
形
成
さ
れ
る
。
「
特

殊
的
諸
圏
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
団
体
精
神
は
、
特
殊

的
な
諸
目
的
を
保
持
す
る
手
段
を
国
家
に
お
い
て
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

自
身
の
う
ち
で
同
時
に
国
家
精
神
へ
と
転
化
す
る
。
こ
れ
が
市
民
の
愛
国
心
の

秘
密
で
あ
る
」
（
肉
昏
．
冨
O
。
㊤
）
。
普
遍
と
し
て
の
国
家
は
団
体
に
媒
介
さ
れ
て

成
立
す
る
。
こ
こ
で
は
国
家
論
そ
の
も
の
を
諭
ず
る
余
裕
は
な
い
。
普
遍
と
し

て
の
国
家
が
再
び
個
別
性
と
い
う
姿
を
と
っ
て
立
ち
現
わ
れ
る
。
一
つ
の
円
環

を
な
し
て
新
た
な
媒
介
と
高
次
な
普
遍
の
出
現
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。
（
H
霧
ω
・
嵩
・
嵩
）
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