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序
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主

義
の
精
神
』

（
1
）

に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
変
化
と
近
代
資
本
主
義
の
関
係
を
論
じ

た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
近
代
的
な
実
業
家
を
代
表
す
る
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
は
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
を
説
い
て
い
た
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
れ

を
前
近
代
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
は
存
在
し
な
い
発
想
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
彼
は

こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
な
ぜ
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
と
い
う
精
神
が
近
代
の

キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
発
生
し
た
の
か
と
問
う
た
。
ま
た
、
こ
の
問
い
を
宗
教

改
革
か
ら
解
く
方
針
で
議
論
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
が
妥
当
で
あ
っ
た
か

否
か
は
特
に
論
じ
な
い
し
、
そ
の
解
き
方
に
つ
い
て
も
扱
わ
な
い
。
問
題
に
し
た

い
こ
と
は
彼
の
着
想
で
あ
り
、
そ
れ
を
日
本
へ
応
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
、

彼
に
よ
る
資
本
主
義
の
分
析
が
、
果
た
し
て
日
本
で
も
妥
当
す
る
の
か
慎
重
に
考

え
る
べ
き
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
前
近
代
に
は
存
在
せ
ず
、
近
代
以
降
の
資
本

主
義
に
特
有
の
精
神
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
精
神
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
、
日
本
で
も
多
く
の
研
究
者
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
の
日
本
へ
の
応
用
と
い
う
観
点
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

は
非
常
に
不
十
分
で
あ
る
。
多
く
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
は
、
日
本
の
分
析
に

十
分
な
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
。
有
効
な
研
究
も
若
干
存
在
し
て
い
る
が

（
2
）

、
概
し

て
成
果
は
乏
し
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
批
判
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、
特

筆
す
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
を
説
い
た
た
め
、

こ
れ
を
ほ
ぼ
無
反
省
に
日
本
で
も
近
代
特
有
で
あ
る
と
考
え
る
傾
向
が
強
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
立
場
を
よ
り
重
視

し
た
い
。
い
く
つ
か
の
研
究
は
、「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
を
前
近
代
の
日

本
に
見
い
だ
し
て
お
り
、
こ
の
精
神
は
近
代
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
と
主
張

し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
説
く
精
神
が
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
は
近
代
特

有
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
に
お
い
て
近
代
を
特
徴
づ
け
る
資
本
主
義
的
精

神
は
、
別
な
も
の
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
意
義
も
強
調
し
た
い
。
も
し
日

本
に
お
け
る
近
代
の
資
本
主
義
を
特
徴
づ
け
る
精
神
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

今
日
を
生
き
る
我
々
に
と
っ
て
も
潜
在
的
・
顕
在
的
に
重
要
な
精
神
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
実
体
経
済
へ
の
影
響
は
不
明
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
企
業
の
業
績
不
振
や
国
家
規
模
の
経
済
不
況
と
無
関
係

日
本
の「
近
代
」を
特
徴
づ
け
る
資
本
主
義
的
精
神
と
は
何
か

坂
本
慎
一

―
―
渋
沢
栄
一
と
松
下
幸
之
助
を
例
と
し
て
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で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
日
本
に
お
け
る
近
代
資
本
主
義
的
精
神
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
発

生
し
た
の
か
と
い
う
議
論
は
行
わ
な
い
。
こ
こ
で
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
に
見
た
よ
う
な
、
近
代
を
特
徴
づ
け
る
精
神
を
日
本
に
お
い
て
探
す
こ
と
だ
け

が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
発
生
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
今
回
の
考
察
の
後
に
行
わ
れ

る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

Ⅰ
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
問
題
に
関
す
る
若
干
の
考
察

１
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
問
い
の
妥
当
性
と
抽
象
化

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
け
る
近
代
資
本
主
義
的
な
精
神
を
問
題
に

し
た
。
彼
は
近
代
的
な
「
資
本
主
義
の
精
神
」
に
つ
い
て
「
確
定
的
な
概
念
的
把

握
は
研
究
に
先
立
っ
て
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
研
究
の

結
末
に
お
い
て
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
」

（
3
）

と
し
、
最
初
に
定
義
を
し
て
い
な
い
。
そ

の
代
わ
り
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
次
の
言
葉
を
「
例
示
」
し
て
い
る
。

時
間
が
貨
幣
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
一
日
の
労
働
で
一
〇

シ
リ
ン
グ
儲
け
ら
れ
る
の
に
、
外
出
し
た
り
、
室
内
で
怠
け
て
い
て
半
日
を

過
ご
す
と
す
れ
ば
、
娯
楽
や
懶
惰
の
た
め
に
は
た
と
え
六
ペ
ン
ス
し
か
支
払

っ
て
い
な
い
と
し
て
も
そ
れ
を
勘
定
に
入
れ
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
ほ
ん

と
う
は
、
そ
の
ほ
か
に
五
シ
リ
ン
グ
の
貨
幣
を
支
払
っ
て
い
る
か
、
む
し
ろ

捨
て
て
い
る
の
だ
。

貨
幣
は
信
用
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
だ
れ
か
が
、
支
払
期

限
が
す
ぎ
て
か
ら
も
そ
の
貨
幣
を
私
の
手
も
と
に
残
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、

私
は
そ
の
貨
幣
の
利
息
を
、
あ
る
い
は
そ
の
期
間
中
に
そ
れ
で
で
き
る
も
の

を
彼
か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
大
き
い
信
用
を
十
分
に
利
用
し

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
少
な
か
ら
ぬ
額
に
達
す
る
だ
ろ
う
。

貨
幣
は
繁
殖
し
て
子
を
産
む
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

（
4
）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
引
用
は
ま
だ
続
く
が
、
彼
は
こ
の
中
に
使
命
と
し
て
利
潤
を
追

求
す
る
「
エ
ー
ト
ス
」
が
存
在
す
る
と
し
た
。
彼
は
こ
れ
を
「
近
代
資
本
主
義
」

に
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る

（
5
）

。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
よ
う
な
価
値
観

が
「
他
の
ど
の
時
代
の
道
徳
感
覚
に
も
背
反
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と

ん
ど
証
明
を
要
し
な
い
」

（
6
）

と
言
う
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に
問
う
て
い
る
。

道
徳
的
に
は
せ
い
ぜ
い
寛
容
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
利
潤
の
追
求
が
、
ど

う
し
て
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
意
味
に
お
け
る
》B

eru
f

《「
天

職
」
に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
7
）

こ
れ
が
本
稿
で
重
視
す
る
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
で
あ
る
。

（
8
）

こ
こ
で
ま
ず
議
論
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
問
い
か
け
が
果
た
し
て
妥
当
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
で
問
う
前
に
、
こ
の
問
い
自
体

の
有
効
性
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
対
す
る
批
判
は
数
多

い
が
、
こ
の
問
い
の
立
て
方
自
体
を
疑
問
視
す
る
論
者
も
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で

は
慎
重
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
を
よ
り
有
効
な
形
で
再
定
式
化
す
る
こ
と
を
目

指
し
て
議
論
し
た
い
。
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き
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

例
外
的
個
人
の
抱
く
特
定
の
経
済
精
神
の
表
明
は
、
社
会
全
体
を
支
配
し
た

り
、
そ
れ
が
鼓
舞
さ
れ
て
い
る
精
神
に
順
応
し
て
、
社
会
を
活
動
さ
せ
て
ゆ

こ
う
と
す
る
よ
う
な
特
定
集
団
の
精
神
の
表
明
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
個

人
の
情
熱
で
は
な
く
、
社
会
的
形
成
力
が
関
心
の
的
な
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
常
に
念
頭
に
お
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
本
稿
の
課
題
に
も
当
て
は
ま
る
。
あ
る
特
殊
な
人
物
を
例
示
す
る

こ
と
は
、
こ
の
種
の
研
究
で
は
相
対
的
に
価
値
が
低
い
。
近
代
資
本
主
義
を
具
現

し
て
い
た
人
物
を
探
す
の
な
ら
、
近
代
日
本
経
済
に
広
範
な
影
響
力
を
持
っ
て
い

た
人
物
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
例
示
は
、
複
数
で
あ
る
方

が
よ
り
望
ま
し
い
。

（
13
）

次
に
大
塚
久
雄
や
尾
高
邦
雄
が
指
摘
し
た
問
題
が
あ
げ
ら
れ
る

（
14
）

。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

は
、
経
営
者
の
利
益
追
求
と
労
働
者
の
勤
勉
を
特
に
区
別
し
な
か
っ
た
。
尾
高
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
言
葉
の
不
当
な
拡
大
解
釈
」
で
あ
る
。
大
塚
に
よ
れ
ば
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
は
も
っ
ぱ
ら
労
働
者
の
勤
勉
を
念
頭
に
お
い
て
議
論
し
て
い
た
が
、
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
「
例
示
」
し
た
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
経
営
者
で
あ

る
。ま

た
類
似
の
こ
と
を
、
梅
津
順
一
も
あ
り
得
べ
き
批
判
と
し
て
取
り
上
げ
て
い

る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
バ
ク
ス
タ
ー
の
宗
教
指
導
的
理
念
を
例
と
し
て
議
論
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
実
際
の
信
仰
を
同
一
視
し
て
い

例
え
ば
ク
ル
ト
・
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン

の
認
識
は
そ
も
そ
も
間
違
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
「
勤
勉
や
節
約
を
何
よ

り
そ
れ
自
体
と
し
て
徳
で
あ
る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
富
裕

に
な
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
世
渡
り
の
手
段
と
見
な
し
て
い
た
」

（
9
）

と
し
て
い
る
。

サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
を
例
示
す
る
の
に
、

フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
そ
も
そ
も
適
当
で
は
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
も
指
摘
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
は
貨
幣
獲
得
に
よ
っ
て
他
日
に
奢
侈
が
許
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、

「
貨
幣
獲
得
を
純
粋
に
自
己
目
的
と
考
え
た
の
で
は
な
い
」

（
10
）

。
ま
た
コ
ル
コ
も
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
第
一
に
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
農
業
を
通
じ
て
産
業
を
見
て

い
た
の
で
、労
働
や
勤
勉
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
は
異
な
る
主
張
を
し
て
い
る
。

第
二
に
二
〇
歳
の
時
の
ロ
ン
ド
ン
旅
行
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
は
金
銭
を
節
約
し

て
お
ら
ず
、
経
済
に
関
し
て
散
漫
な
面
も
あ
っ
た
。
第
三
に
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
は

政
治
的
影
響
力
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
点
で
も
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
思
い
描
く
実
業
家

像
と
は
異
な
っ
て
い
る

（
11
）

。

こ
れ
ら
の
主
張
が
仮
に
正
し
か
っ
た
と
す
る
と
、
近
代
資
本
主
義
を
「
例
示
」

す
る
の
に
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
と
い
う
人
選
は
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ

ン
ク
リ
ン
が
本
当
に
不
適
格
で
あ
っ
た
か
否
か
は
こ
こ
で
は
問
わ
な
い
が
、
ヴ
ェ

ー
バ
ー
に
よ
る
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
研
究
が
不
十
分
だ
っ
た
可
能
性
は
考
慮
す
べ
き
で

あ
る
。
人
物
の
例
示
を
適
当
に
す
る
た
め
に
は
、
事
前
に
そ
の
人
物
に
つ
い
て
十

分
な
研
究
が
あ
っ
た
方
が
望
ま
し
い
。

フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
ニ
は
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
つ
い
て
特
定
は
し
て
い
な
い
が
、

「
必
ず
お
こ
る
と
予
想
さ
れ
る
か
ず
多
く
の
反
対
意
見
を
避
け
る
た
め
」

（
12
）

と
前
置
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る
（
15
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
梅
津
は
実
際
に
影
響
を
受
け
た
側
の
資
料
が
あ
れ
ば
よ
り

適
切
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
指
導
者
と
影
響
を
受
け
た
人
物
の
思
想
を
同
一
視

で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
、
こ
こ
で
は
労
働
者
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
経
営
者
の

思
想
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
経
営
者
側
の
思
想
と
労
働
者
側
の

思
想
が
著
し
く
異
な
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
論
考
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
逆
に
、
労
働
者
へ
影
響
力
を
持
っ
た
経
営
者
の
思
想
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の

問
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
し
な
く
て
良
い
。
経
営
者
と
労
働
者
の
思
想
は
必
ず
し

も
同
一
で
は
な
い
が
、
労
働
者
に
も
広
く
支
持
さ
れ
、
尊
敬
を
集
め
た
指
導
者
的

人
物
の
思
想
な
ら
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
を
ふ
ま
え
て
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
を
次
の
よ
う
に
再
定
式
化
し
た
い
。

一
、
前
近
代
と
近
代
で
、
社
会
の
広
範
囲
に
影
響
を
与
え
た
思
想
に
お
い

て
、
富
に
関
す
る
考
え
方
の
相
違
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

二
、
そ
の
相
違
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
か
。

彼
は
一
を
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
よ
っ
て
例
示
し
た
た
め
に
批
判
を
受
け
た
。
二
に

つ
い
て
は
、
宗
教
改
革
か
ら
解
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
に
つ
い
て
、

日
本
に
お
け
る
議
論
を
展
開
し
た
い
。

２
　
日
本
に
お
け
る
議
論
の
た
め
の
方
針

前
節
に
お
い
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
疑
問
を
再
定
式
化
で
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
、

な
ぜ
こ
れ
を
日
本
で
問
う
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
問
う
の
か
を
議
論
し
た

い
。ま

ず
な
ぜ
こ
れ
を
日
本
で
問
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
よ
り
根
本
的

に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
が
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
日
本

の
近
代
化
は
欧
米
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
非
欧
米
諸
国
に
と
っ
て

も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
。
日
本
近
代
化
の
思
想
的
基
礎
を
探
る
こ
と
は
、
現
在

の
日
本
の
基
礎
を
探
る
上
で
も
、
近
代
資
本
主
義
の
多
様
性
を
考
察
す
る
上
で
も

有
効
な
議
論
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
普
遍
的

で
重
要
な
疑
問
を
提
示
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
文
化
に
関
し
て
ほ
ぼ

無
知
に
等
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
儒
教
に
関
し
て
、
彼
は
漢
籍
を
読
め
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
全
く
見
当
違
い
の
指
摘
を
し
た
。
例
え
ば
「
儒
教
は
、
日

本
に
お
い
て
は
中
国
と
異
な
り
、
試
験
制
度
や
特
に
国
家
官
僚
の
終
身
年
金
に
よ

っ
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
組
織
さ
れ
た
り
、
政
治
経
済
的
に
固
定
的
な
組
織
と
な
っ

た
統
一
党
派
の
階
層
に
よ
る
支
持
を
持
っ
た
の
で
は
な
く
、
二
、
三
の
集
団
に
よ

る
文
学
上
の
趣
味
で
あ
っ
た
」

（
16
）

と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
荒
唐
無

稽
な
こ
と
を
述
べ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
彼
に
日
本
に
関
す
る
知
識
が
な
か

っ
た
以
上
、
彼
に
よ
る
日
本
の
分
析
は
殆
ど
意
味
を
な
さ
な
い
と
言
っ
て
良
い
。

第
二
に
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
日
本
の
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ

の
間
違
い
を
踏
襲
し
て
い
た
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
日
本
文
化
に
関
し
て
素
養
が

あ
ま
り
な
い
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
こ
の

間
違
い
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
池
田
昭
は
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

江
戸
時
代
の
日
本
の
儒
教
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
う
え
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ら
が
説
く
「
倫
理
」
が
成
功
の
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
24
）

。
ま
た
、

モ
ル
ガ
ン
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ビ
ル
ト
、
ハ
リ
マ
ン

に
つ
い
て
言
及
し
て
、
近
代
資
本
主
義
を
特
徴
づ
け
る
要
件
と
し
て
「
節
約
」
は

重
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る

（
25
）

。
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
』
に
お
い
て
、
ロ

ス
チ
ャ
イ
ル
ド
、
モ
ル
ガ
ン
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ

ー
、
ジ
ー
メ
ン
ス
、
ラ
テ
ナ
ウ
な
ど
多
く
の
近
代
実
業
家
の
思
想
を
分
析
し
て
い

る
。
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
近
代
実
業
家
と
同
じ
エ
ー
ト
ス
は
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
期
に
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う

（
26
）

。『
近
世
資
本
主
義
』
に
お
い
て
も
、

モ
ル
ガ
ン
の
考
え
方
が
中
世
ナ
ポ
リ
の
行
商
人
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
27
）

。

近
代
に
特
有
の
資
本
主
義
的
精
神
と
は
何
か
を
問
う
な
ら
ば
、
ま
ず
近
代
以
降

の
実
業
家
の
思
想
を
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
や
彼
の
批
判
者

は
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
近
代
資
本
主
義
を
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
今
ま
で

日
本
に
お
け
る
近
代
以
降
の
実
業
家
の
思
想
は
、
全
般
的
に
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て

い
な
い
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
者
に
よ
る
分
析
で
は
、
さ
ら
に
少
な
か
っ
た
と
言
っ

て
良
い
。
我
々
は
日
本
に
お
け
る
近
代
特
有
の
資
本
主
義
的
精
神
を
探
る
た
め
に

は
、
ま
ず
近
代
以
降
の
実
業
家
で
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
精
神
的
影
響
力
を
持
っ
た

人
物
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
思
想
が
前
近
代
に
あ
る
か
否
か
で

日
本
の
「
近
代
」
の
特
徴
が
決
ま
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
析
は
不
可
欠
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
取
り
上
げ
る
人
物
が
複
数
で
あ
れ
ば
、
よ
り
説
得
力
を
増
す

も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
渋
沢
栄
一
と
松
下
幸
之
助
を
取
り
上
げ
た

い
。両

者
に
共
通
し
て
い
る
特
徴
は
、
第
一
に
思
想
や
理
念
を
持
ち
、
そ
の
倫
理
を

多
く
の
身
分
的
由
来
は
浪
人
・
医
者
・
禅
僧
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
影
響
力
は
少
な

か
っ
た
」

（
17
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
富
永
健
一
は
「
日
本
の
集
団
主
義
な
る
も
の
は
」

「
遅
れ
た
社
会
的
―
文
化
的
近
代
化
の
産
物
」
と
し
て
「
し
だ
い
に
解
体
に
向
か

う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
が
近
代
化
論
の
視
点
で
あ
る
」

（
18
）

と
述

べ
て
い
る
。
前
者
は
史
実
と
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
で
あ
る
と
言
え
、
後
者
は
日
本
の

経
営
者
や
労
働
者
の
現
状
を
ど
こ
ま
で
把
握
し
た
上
で
の
提
言
な
の
か
疑
問
で
あ

る
。

（
19
）ヴ

ェ
ー
バ
ー
の
議
論
に
は
普
遍
的
な
一
面
が
あ
る
が
、
彼
の
議
論
を
日
本
へ
応

用
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
尾
高
邦
雄
は
日

本
の
一
部
の
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
残
し
た
仕
事
の
発
展

や
修
正
の
試
み
す
ら
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
た
い
す
る
冒

で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え

が
ち
で
あ
る
」

（
20
）

と
批
判
す
る
。
我
々
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
の
有
効
性
を
認
識
し

た
上
で
、
彼
の
議
論
の
中
に
あ
る
一
部
の
不
備
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
こ
の
問
題
を
日
本
で
問
う
際
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
論
争

で
参
考
と
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
例
示
し
て
議
論

を
開
始
し
た
が
、
た
と
え
こ
の
人
選
が
適
当
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
こ
の

議
論
を
す
る
際
に
近
代
以
降
の
実
業
家
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
例
示
し
た
こ
と

は
妥
当
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
だ
け
に
限
ら
な
い
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
伯
父
で
あ
る
一
九

世
紀
の
実
業
家
を
例
示
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

（
21
）

。
ま

た
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
家
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
分
析
を
進
め
て
い
る

（
22
）

。
サ
ミ
ュ
エ

ル
ソ
ン
も
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て

（
23
）

、
別
な
と
こ

ろ
で
は
カ
ー
ネ
ギ
ー
、
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
、
フ
ォ
ー
ド
に
つ
い
て
分
析
し
、
こ
れ
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日本の「近代」を特徴づける資本主義的精神とは何か
論叢　松下幸之助

明
瞭
に
表
明
し
た
実
業
家
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
渋
沢
は
「
論
語
と
そ
ろ
ば
ん
」

と
い
う
思
想
を
残
し
、
松
下
は
い
わ
ゆ
る
「
松
下
理
念
」
を
残
し
た
。
両
者
と
も

一
家
言
を
持
っ
た
「
思
想
家
」
な
い
し
「
道
徳
家
」
と
し
て
の
側
面
が
あ
り
、

「
資
本
主
義
の
精
神
」
の
分
析
に
は
好
都
合
の
対
象
で
あ
る
。
多
く
の
実
業
家
は

自
ら
の
思
想
を
必
ず
し
も
明
白
に
語
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
も
両
者
は

分
析
に
適
し
て
い
る
。

（
28
）

第
二
に
先
に
議
論
し
た
問
題
点
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
存
命
中
に
各
階
層
の

人
々
に
尊
敬
さ
れ
、
今
な
お
多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

多
く
の
説
明
を
要
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
渋
沢
は
「
日
本
資
本
主
義
の
父
」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
広
範
囲
に
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
し
、
松
下
は
今
な
お
多
く

の
経
営
者
や
労
働
者
の
尊
敬
を
集
め
て
い
る
。
ま
た
、
渋
沢
は
農
民
出
身
で
あ
り
、

松
下
は
九
歳
で
奉
公
に
出
さ
れ
た
。
両
者
と
も
特
権
階
級
出
身
で
は
な
い
の
で
、

こ
の
意
味
で
も
彼
ら
の
主
張
は
一
部
の
階
級
に
だ
け
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
に
両
者
と
も
欧
米
の
知
識
が
殆
ど
な
く
、
こ
の
意
味
で
は
典
型
的
な
「
日

本
」
の
経
営
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
渋
沢
は
青
年
期
に
欧
州
へ
の
渡

航
経
験
が
あ
る
も
の
の
、そ
の
修
学
の
効
果
に
つ
い
て
は
自
ら
否
定
的
で
あ
っ
た

（
29
）

。

松
下
は
仏
教
者
を
顧
問
と
す
る
な
ど
東
洋
的
側
面
の
強
い
人
物
で
あ
る

（
30
）

。
両
者
が

近
代
以
降
の
実
業
家
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
が
、
同
時
に
日
本
的
な
思
想

の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
点
で
本
稿
の
課
題
に
合
致
し
て
い
る
。

（
31
）

ま
た
、
渋
沢
に
つ
い
て
は
、
彼
以
前
に
「
近
代
」
資
本
主
義
を
具
現
す
る
実
業

家
が
い
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
日
本
で
最
初
の
株
式
会
社
で
あ
り
最
初
の
銀

行
で
も
あ
る
第
一
国
立
銀
行
を
設
立
し
た
渋
沢
は
、
日
本
で
最
初
に
近
代
資
本
主

義
を
実
現
し
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
。
渋
沢
以
前
の
実
業
家
は
江
戸
時
代

の
商
人
で
あ
り
、
そ
れ
が
萌
芽
的
に
「
近
代
」
を
具
現
し
て
い
た
と
し
て
も
、
決

し
て
近
代
資
本
主
義
そ
の
も
の
を
体
現
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
も
し
渋
沢
と

同
様
の
思
想
が
前
近
代
に
も
確
認
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
渋
沢
と
い
う
例
示
が
不
適

当
な
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
思
想
が
「
近
代
」
特
有
の
も
の
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

Ⅱ
　
近
代
日
本
の
資
本
主
義
的
精
神

１
　
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
主
張
の
中
に
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」

を
看
取
し
、
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
は
近
代
特
有
の
精
神
で
あ
る
と
判

断
し
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
と
類
似
す
る
精
神
が
、
日
本
で
ど
の
程
度
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
を
議
論
し
た
い
。

ま
ず
こ
の
精
神
は
、
渋
沢
栄
一
、
松
下
幸
之
助
の
双
方
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

渋
沢
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

苟
も
世
に
処
し
身
を
立
て
よ
う
と
志
す
な
ら
ば
、
其
の
職
業
の
何
た
る
か
を

問
は
ず
、
身
分
の
如
何
を
顧
み
ず
、
終
始
自
力
を
本
意
と
し
て
須
臾
も
道
に

背
か
ざ
る
こ
と
に
意
を
専
ら
に
し
、
然
る
後
に
自
ら
富
み
栄
ゆ
る
の
計
を
怠

ら
ざ
る
こ
そ
、
真
の
人
間
の
意
義
あ
り
価
値
の
あ
る
生
活
と
い
ふ
こ
と
が
出

来
よ
う
。

（
32
）

こ
れ
は
特
に
労
働
者
と
経
営
者
の
区
別
を
し
な
い
で
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
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彼
は
、
企
業
が
赤
字
を
出
す
こ
と
は
義
務
を
怠
っ
た
証
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と

も
あ
っ
た

（
35
）

。
ま
た
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
社
員
稼
業
」

（
36
）

を
強
調
し
、
労
働
者
に
も

経
営
者
と
全
く
同
じ
義
務
を
要
求
し
た
。
利
潤
追
求
の
義
務
は
、
労
働
者
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
近
代
日
本
の
実
業
家
に
見
ら
れ
る
使
命
な
い
し
義
務

と
し
て
の
利
潤
追
求
は
、
必
ず
し
も
近
代
以
降
に
特
有
の
精
神
で
は
な
い
。
こ
の

事
実
は
既
に
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
中
村
元
は
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
〜
一
六
五
五
）
を
取
り
上
げ
て
、
こ

れ
を
日
本
に
お
け
る
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
の
例
と
し
て
い
る

（
37
）

。
中
村
に

よ
れ
ば
正
三
は
、
天
道
よ
り
与
え
ら
れ
た
義
務
と
し
て
の
商
い
を
行
う
こ
と
で
自

由
を
実
現
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
中
村
は
こ
れ
を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
同
じ
で
あ
る

と
し
て
い
る

（
38
）

。
ま
た
座
禅
の
修
行
法
を
否
定
し
た
点
で
は
バ
ク
ス
タ
ー
と
も
似
て

い
る
と
解
釈
し
て
い
る

（
39
）

。
さ
ら
に
商
業
に
お
け
る
「
正
直
」
の
徳
を
主
張
し
て
い

た
と
こ
ろ
は
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
も
通
ず
る
も
の
と
し
て
い
る

（
40
）

。
ま
た
、
行
基
（
六

六
八
〜
七
四
九
）
や
忍
性
（
一
二
一
七
〜
一
三
〇
三
）
な
ど
の
僧
侶
の
思
想
に
も

使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
が
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、
前
近
代
日
本
に
お
け
る
使
命

と
し
て
の
利
潤
追
求
は
方
々
に
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
同
様
の
議
論
は
他

の
論
者
の
指
摘
に
も
見
い
だ
せ
る

（
41
）

。

中
村
は
聖
徳
太
子
も
現
世
肯
定
的
な
発
想
を
し
て
い
た
と
分
析
し

（
42
）

、
仏
教
は
儒

教
と
習
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
世
肯
定
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い

る
（
43
）

。
中
村
の
議
論
に
よ
る
と
、
利
潤
と
い
う
現
世
的
な
価
値
に
つ
い
て
、
日
本
人

は
古
代
か
ら
肯
定
的
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
仏
教
よ
り
も
先
に
日
本
に
伝
来
し
た
儒
教
に
そ
の
淵
源
が
あ
る
と
考

る
。
ま
た
渋
沢
は
会
社
を
設
立
す
る
要
件
と
し
て
、
四
つ
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に

そ
の
事
業
が
経
済
的
に
成
立
す
る
こ
と
。
第
二
に
個
人
を
利
す
る
と
と
も
に
国
家

社
会
を
も
利
す
る
こ
と
。
第
三
に
そ
の
事
業
が
「
時
機
に
適
合
」
し
て
い
る
こ
と
。

第
四
に
適
当
な
人
材
が
い
る
こ
と
で
あ
る

（
33
）

。
こ
の
第
一
の
要
件
に
つ
い
て
、
渋
沢

は
「
換
言
す
れ
ば
一
歩
進
ん
だ
所
の
数
字
の
問
題
で
あ
る
」
と
し
、「
企
業
家
に

と
っ
て
先
づ
第
一
に
心
と
す
べ
き
は
数
の
観
念
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

場
合
の
「
数
」
は
主
に
金
銭
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
渋
沢
に
と
っ
て
金
銭

の
追
求
は
、
職
業
の
何
た
る
か
を
問
わ
ず
、
階
級
の
如
何
を
問
わ
ず
、
義
務
で
あ

っ
た
。

松
下
は
利
潤
追
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

私
ど
も
が
日
々
商
売
を
営
む
過
程
で
正
し
い
儲
け
、
い
わ
ゆ
る
適
正
利
潤
を

得
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
適
正
利
潤
を

確
保
し
て
こ
そ
、
お
店
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
多
く
の
人
の
お
役
に

立
つ
商
売
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
し
、
ま
た
そ
の
儲
け
た
お
金
の
大

半
を
税
金
と
し
て
国
家
に
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
の
繁
栄
に
寄

与
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
適
正
な
利
潤
を
あ
げ
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
国
民
と
し
て
一
つ
の
尊
い
義
務
で
あ
り
、
責
任
で

も
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

（
34
）

松
下
は
こ
こ
で
「
適
正
」
な
利
潤
を
説
く
が
、
適
正
を
強
調
す
る
理
由
は
、
暴

利
を
む
さ
ぼ
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
暴

利
を
む
さ
ぼ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
松
下
に
お
い
て
も
利
潤
追
求
は
義
務
で
あ
る
。
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え
ら
れ
る
。
儒
教
は
そ
の
属
性
と
し
て
現
世
肯
定
的
で
あ
り
、
為
政
者
の
利
潤
追

求
を
義
務
と
し
て
考
え
た
。
例
え
ば
『
論
語
』
に
は
為
政
者
の
義
務
と
し
て
次
の

よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

百
姓
足
ら
ば
、
君
た
れ
と
與
に
か
足
ら
ざ
ら
ん
。
百
姓
足
ら
ず
ば
、
君
た
れ

と
與
に
か
足
ら
ん
。（
顔
淵
篇
）

（
44
）

重
ん
ず
る
と
こ
ろ
は
、
民
、
食
、
喪
、
祭
。（
堯
曰
篇
）

（
45
）

為
政
者
は
民
衆
の
物
質
的
富
を
求
め
る
義
務
が
あ
り
、
民
衆
が
貧
窮
の
状
態
に

な
る
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
論
語
』
は
思
想
家
や
学
派
に
よ
っ
て

解
釈
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
多
く
の
儒
学
者
に
と
っ
て
解
釈
の
相

違
が
殆
ど
な
い
。
儒
教
の
淵
源
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
っ
て

も
、
少
な
く
と
も
孔
子
は
為
政
者
側
に
た
っ
て
民
を
安
ん
ず
る
こ
と
に
重
点
を
お

い
た
思
想
家
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
は
ず
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
仁
徳

天
皇
が
税
金
削
減
の
た
め
に
貧
窮
に
甘
ん
じ
た
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が

（
46
）

、
こ

れ
は
「
百
姓
足
ら
ば
、
君
た
れ
と
與
に
か
足
ら
ざ
ら
ん
」
の
影
響
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

室
町
の
五
山
以
降
江
戸
期
に
か
け
て
、
日
本
の
漢
学
者
に
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
朱
熹
に
も
『
論
語
集
注
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
主
張
が
あ
る
。

言
を
設
け
て
富
も
し
求
む
べ
く
ん
ば
、
則
ち
身
賤
役
を
為
し
て
以
て
之
を
求

む
と
雖
も
、
亦
辞
せ
ざ
る
所
、
然
も
命
有
り
て
い
ず
く
ん
ぞ
之
を
求
め
て
得

べ
き
に
有
ら
ず
や
。（
述
而
篇
）

（
47
）

庶
を
し
て
富
ま
ざ
れ
ば
則
ち
民
を
生
か
し
遂
げ
ざ
る
。
故
に
田
里
を
制
し
、

賦
歛
を
薄
く
し
以
て
之
を
富
ま
す
。（
子
路
篇
）

（
48
）

朱
子
学
は
後
の
徂
徠
学
に
比
べ
れ
ば
経
世
論
が
手
薄
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
民

を
富
ま
す
為
政
者
の
義
務
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
種
の
主
張
は
、
経
世
論
を
重
視

す
る
荻
生
徂
徠
以
降
の
儒
学
に
な
れ
ば
さ
ら
に
強
い
。『
論
語
』
に
お
い
て
既
に

「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
い
て
こ
の
精
神
は

「
近
代
」
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
で
き
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
こ
の
精
神
が
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
前
近
代
に
存
在
し
な

い
こ
と
は
、
説
明
を
要
し
な
い
ほ
ど
に
明
白
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
日
本
な
い

し
儒
教
圏
に
お
い
て
は
、
古
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
む
し
ろ
明
白
で
あ
る
。

（
49
）

２
　
使
命
・
義
務
と
し
て
の
進
歩
・
発
展

①
渋
沢
・
松
下
に
お
け
る
進
歩
・
発
展

日
本
に
お
い
て
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
は
、
近
代
を
特
徴
づ
け
る
精
神

で
は
な
い
。
こ
の
精
神
は
近
代
以
降
の
実
業
家
も
説
い
て
い
る
が
、
前
近
代
に
も

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
で
は
、
日
本
の
近
代
資
本
主
義
に
特
有
な

「
精
神
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
な
の
か
。

そ
れ
は
複
数
か
も
し
れ
な
い
し
、
単
数
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
で
き
る
こ
と

は
そ
の
候
補
と
な
り
得
る
も
の
を
一
つ
例
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
例
示
は
、

他
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
一
つ
の
候
補
を
あ
げ
て
、
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の
実
業
家
と
し
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

追
追
に
之
（
＝
商
業
の
考
究
―
引
用
者
）
を
進
め
て
行
く
と
同
時
に
、
更
に

未
来
を
増
大
す
る
と
い
ふ
事
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
、
是
は
私
共
も
思
ふ
が
、

第
二
期
に
立
つ
諸
君
は
最
も
強
く
思
ふ
て
く
だ
さ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
は
な
い

か
。
如
何
と
な
れ
ば
此
商
売
の
地
位
を
進
め
て
行
き
た
い
と
同
時
に
、
之
に

従
事
す
る
御
互
の
智
慧
と
又
行
為
と
が
一
歩
一
歩
に
向
上
し
て
行
く
や
う
で

な
け
れ
ば
、
国
家
の
繁
栄
は
期
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。
祖

父
様
は
あ
れ
位
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
悴
は
違
ふ
ぞ
、
孫
は
も
う
一
歩
進
ん
で

行
っ
た
ぞ
、
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
、
始
め
て
国
家
の
富
強
を
世
の
中
に
示

し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

（
57
）

こ
の
時
期
は
日
露
戦
争
も
既
に
終
わ
り
、
社
会
主
義
思
想
も
日
本
に
紹
介
さ
れ

始
め
て
い
た
。
近
代
的
な
資
本
主
義
は
、
一
応
の
確
立
を
見
た
と
考
え
て
も
良
い

時
期
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
渋
沢
は
「
繁
栄
」
を
目
指
し
て
「
未
来
を
増
大
す
る
」

こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
も
彼
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

明
治
が
大
正
に
移
っ
た
と
こ
ろ
で
、
往
々
世
間
で
は
、
も
は
や
創
業
の
時
代

は
過
ぎ
た
、
こ
れ
か
ら
は
守
成
の
時
代
と
い
う
人
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
互

い
に
国
民
は
、
さ
よ
う
に
小
成
に
安
ん
じ
て
は
な
ら
ぬ
、
版
図
は
小
さ
く
人

口
が
多
く
、
な
お
お
い
お
い
に
人
口
が
増
殖
し
て
行
く
の
だ
か
ら
、
そ
ん
な

引
込
み
思
案
で
は
お
ら
ぬ
、
内
を
整
う
る
と
同
時
に
、
外
に
展
び
る
と
い
う

こ
と
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

（
58
）

そ
れ
が
前
近
代
に
存
在
し
に
く
い
こ
と
を
明
示
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。そ

の
候
補
と
し
て
、「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・
発
展
」

を
考
え
た
い
。
こ
の
精
神
は
「
限
り
な
い
」
発
展
を
説
い
て
い
る
と
い
う
点
が
特

徴
で
あ
る
。
一
時
的
な
発
展
は
前
近
代
で
も
主
張
さ
れ
、
ま
た
実
践
の
対
象
に
も

な
っ
た
。
し
か
し
十
分
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
か
ら
も
は
や
発
展
し
な
く
て
も
良

い
と
い
う
発
想
を
意
識
的
に
拒
否
し
、
際
限
な
く
発
展
を
求
め
て
ゆ
く
思
想
は
、

日
本
で
は
近
代
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
こ
の
発
想
が
候
補
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
渋
沢
栄
一
の
思
想
は
ほ
ぼ
正
統

な
後
期
水
戸
学
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
確
認
さ
れ
て
い
る

（
50
）

。
天
保

生
ま
れ
の
渋
沢
は
義
兄
の
尾
高
惇
忠
や
海
保
魚
村
に
儒
学
を
学
び

（
51
）

、
農
民
と
し
て

は
十
分
な
水
準
で
漢
籍
に
よ
る
教
育
を
受
け
た
。
彼
は
「
私
の
言
葉
は
多
く
漢
語

で
し
か
申
さ
れ
ま
せ
ぬ
」

（
52
）

と
述
べ
た
り
、「
西
洋
の
学
問
の
如
き
は
殆
ど
皆
無
と

申
し
て
よ
い
」

（
53
）

と
言
う
。
と
こ
ろ
が
渋
沢
の
中
で
ほ
ぼ
唯
一
後
期
水
戸
学
と
明
白

に
異
な
る
思
想
が
、
進
歩
に
関
す
る
考
え
で
あ
っ
た

（
54
）

。
こ
の
思
想
は
渋
沢
の
中
で

位
置
づ
け
も
、
儒
教
と
ど
の
よ
う
に
習
合
す
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

渋
沢
に
お
け
る
そ
の
理
論
的
不
備
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
「
特
徴
」

で
あ
る
と
解
釈
し
た
い
。

渋
沢
は
、
一
九
〇
八
年
一
〇
月
二
日
東
京
高
等
商
業
学
校
同
窓
会
に
お
い
て
演

説
し
、
こ
の
点
を
強
調
し
て
い
る
。
彼
は
「
凡
そ
世
の
中
は
連
関
し
て
、
継
続
止

ま
ず
進
ん
で
行
か
ね
ば
、
真
正
な
る
富
強
の
国
に
は
な
れ
な
い
」

（
55
）

と
か
、「
次
第

に
上
進
し
向
上
し
て
行
く
や
う
に
あ
り
た
い
と
希
望
す
る
」

（
56
）

と
し
て
い
る
。
渋
沢

は
自
分
た
ち
の
世
代
を
近
代
資
本
主
義
に
お
け
る
第
一
期
と
し
、
聴
衆
を
第
二
期
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渋
沢
の
経
済
発
展
は
、
当
時
の
時
代
を
反
映
し
て
領
土
拡
張
を
伴
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
は
戦
後
の
実
業
家
に
も
共
有
さ
れ
た
概
念
と
は
言
い
難
い
が
、
大

正
時
代
に
な
っ
て
も
「
守
成
」
を
否
定
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
彼
の
進
歩

主
義
は
、
そ
の
反
対
意
見
を
明
白
に
意
識
し
た
上
で
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
経
済
や
領
土
に
限
ら
ず
、
政
治
に
お
い
て
も
進
歩
や
発
展
を
考
え
た
。
普

通
選
挙
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

今
年
（
大
正
十
四
年
―
原
文
）
二
月
、
加
藤
高
明
子
内
閣
は
、
普
選
案
を
帝

国
議
会
に
提
出
し
、
衆
議
院
を
三
分
の
二
の
多
数
を
以
て
通
過
す
。
貴
族
院

内
面
の
事
情
は
い
ざ
知
ら
ず
、表
面
は
選
擧
人
の
急
激
な
る
増
加
を
欲
せ
ず
、

貧
困
に
よ
り
生
活
の
た
め
公
私
の
救
助
も
し
く
は
扶
助
を
受
く
る
者
に
選
擧

権
を
與
え
ざ
る
例
外
法
を
設
け
、
以
て
普
選
に
一
種
の
制
限
を
加
へ
、
三
月

二
十
九
日
両
院
協
議
会
を
経
て
確
定
し
、
枢
密
院
の
諮
詢
を
経
、
五
月
五
日

法
律
と
し
て
頌
布
せ
ら
れ
た
り
。
こ
の
改
正
に
よ
り
選
擧
人
は
無
慮
壹
千
六

百
万
人
以
上
に
達
す
べ
し
と
い
ふ
。
こ
れ
み
な
時
代
の
進
化
、
人
智
の
開
明

に
伴
ふ
当
然
の
制
作
に
し
て
、
二
千
四
百
年
前
孔
夫
子
が
顔
淵
に
告
げ
た
る

制
作
の
趣
旨
に
合
致
し
、
兼
ね
て
民
を
安
ん
ず
る
善
政
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら

ず
。
今
後
更
に
進
化
し
て
右
選
擧
人
缺
格
條
件
を
撤
廃
し
、
或
は
女
子
に
選

擧
権
を
與
ふ
る
時
節
到
来
す
る
な
ら
ん
。

（
59
）

こ
の
『
論
語
講
義
』
に
は
当
時
の
状
況
を
反
映
し
て
か
、
普
通
選
挙
に
関
す
る

言
及
が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
彼
は
こ
れ
を
「
時
代
の
進
化
」

と
し
て
肯
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
進
歩
を
孔
子
の
「
趣
旨
」
に
合

致
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
。
渋
沢
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
孔
子
を
「
進
歩
主
義
」

と
解
釈
し
、「
日
本
の
進
歩
」

（
60
）

の
結
果
と
し
て
普
通
選
挙
を
肯
定
し
て
い
る
。
彼

の
「
進
歩
」
は
人
智
の
発
展
や
政
治
制
度
の
発
展
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

渋
沢
の
進
歩
思
想
は
、
歴
史
観
と
し
て
進
歩
史
観
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
彼
は

「
人
　
萬
事
次
第
に
進
ん
で
ゆ
く
」
と
述
べ
、
次
の
よ
う
に
も
言
う
。

私
の
獨
斷
で
は
世
界
と
い
ふ
も
の
は
進
み
つ
つ
あ
る
と
思
ふ
。
反
對
に
段
々

に
退
歩
す
る
と
い
ふ
人
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
開
闢
以
來
の
歴
史
を
見
て
も
明

ら
か
に
分
る
。
但
し
そ
れ
と
て
も
國
に
よ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実
か
ら
見

て
も
、
次
第
に
進
化
し
て
行
く
こ
と
は
　
違
ひ
な
い
。
獨
り
一
國
ば
か
り
で

な
く
國
際
上
も
ま
た
然
り
と
言
ひ
得
る
。
甚
し
き
は
年
毎
に
少
々
づ
つ
で
も

變
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
を
十
年
百
年
千
年
の
昔
に
較
べ
て
見
る
と
そ
の
進
歩
の

程
度
は
實
に
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。

（
61
）

渋
沢
は
こ
れ
を
自
分
の
実
体
験
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
私
は
確
信
す

る
。
人
類
は
結
局
進
歩
す
る
で
あ
ろ
う
」

（
62
）

と
主
張
す
る
。
こ
の
発
言
は
大
正
一
四

年
で
あ
り
、
彼
の
人
生
で
は
晩
年
で
あ
る
。
人
類
の
進
歩
は
渋
沢
に
と
っ
て
、
人

生
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
「
確
信
」
で
あ
っ
た
。

松
下
幸
之
助
も
ま
た
経
済
発
展
を
重
視
し
て
い
た
。
企
業
の
発
展
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

企
業
が
こ
の
人
間
の
共
同
生
活
の
限
り
な
い
生
成
発
展
に
貢
献
し
て
い
く
た
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め
に
は
、
企
業
自
体
が
絶
え
ず
生
成
発
展
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
常
に
新
た
な
研
究
開
発
な
り
、
設
備
投
資
と
い
う
も
の
を
し
て
、

増
大
し
て
い
く
人
々
の
求
め
に
応
じ
ら
れ
る
体
制
に
し
て
い
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

（
63
）

松
下
は
、
社
会
の
発
展
に
呼
応
す
る
形
で
企
業
も
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
。
彼
は
別
の
と
こ
ろ
で
は
「
事
業
に
頂
上
は
な
い
」

（
64
）

と
も
述
べ
て
い
る
。

彼
が
考
え
る
企
業
の
発
展
は
終
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
発
展
に
つ
い

て
は
、
歴
史
を
含
め
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

私
は
こ
の
人
間
社
会
と
い
う
も
の
は
、
本
質
的
に
行
き
づ
ま
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
大
昔
か
ら
人
類
は
何
百
万
年
と
い
き

続
け
て
、
だ
ん
だ
ん
発
展
し
て
き
て
い
る
。
決
し
て
行
き
づ
ま
っ
て
終
わ
っ

た
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
今
後
も
そ
の
と
お
り
で
、
い
ろ
い
ろ
現
実

の
問
題
と
し
て
苦
労
が
あ
り
た
い
へ
ん
だ
け
れ
ど
も
、
結
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ

に
道
を
求
め
て
や
っ
て
い
け
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

（
65
）

松
下
は
人
類
の
歴
史
を
発
展
の
歴
史
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
松
下
に
通
史

を
記
述
し
た
著
作
は
な
い
が
、
そ
の
歴
史
観
は
明
ら
か
に
進
歩
史
観
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
松
下
に
と
っ
て
「
信
じ
て
」

（
66
）

い
る
対
象
で
あ
る
。「
信
念
と
し
て
の
発
展
」

と
い
う
意
味
で
も
、
渋
沢
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。

た
だ
、
松
下
は
渋
沢
と
は
異
な
り
、
宇
宙
全
体
の
発
展
も
説
い
た
。
彼
は
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

こ
の
大
自
然
、
大
宇
宙
は
無
限
の
過
去
か
ら
無
限
の
未
来
に
わ
た
っ
て
絶
え

ざ
る
生
成
発
展
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
人
間
社
会
、

人
間
の
共
同
生
活
も
物
心
両
面
に
わ
た
っ
て
限
り
な
く
発
展
し
て
い
く
も
の

だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
生
成
発
展
と
い
う
理
法
が
、
こ
の
宇
宙
、
こ
の
社
会
の
中
に
働
い

て
い
る
。
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
は
事
業
経
営
を
行
な
っ
て
い
る
。

（
67
）

松
下
は
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
こ
の
宇
宙
か
ら
「
限
り
な
い
と
こ
ろ
の
繁
栄
と
平

和
と
幸
福
と
い
う
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
原
則
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」

（
68
）

と
述

べ
て
い
る
。
松
下
が
「
宇
宙
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
仏
教
者
の
影
響
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
十
分
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
を
重
視
す

れ
ば
、
渋
沢
よ
り
い
っ
そ
う
強
い
進
歩
主
義
者
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

松
下
に
と
っ
て
繁
栄
は
歴
史
的
事
実
で
あ
る
と
共
に
、人
類
の
義
務
で
も
あ
る
。

発
展
は
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
当
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
彼
に
お
い
て
区
別
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
「
生
成
発
展
の
姿
こ
そ
が
自
然
の
理
法
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
活
も
本
来
日
々
新
た
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
ね
」

（
69
）

と
言
っ
て
い
る
。

渋
沢
や
松
下
の
進
歩
史
観
は
、
い
わ
ゆ
る
「
市
民
社
会
論
」
の
進
歩
史
観
と
は

全
く
異
な
る
。
絵
に
描
い
た
よ
う
な
「
市
民
社
会
」
や
「
近
代
社
会
」
を
想
定
し

て
、そ
の
方
向
へ
直
線
的
に
進
歩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
発
想
で
は
な
い
。

松
下
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
の
脱
却
も
時
に
は
進
歩
と
考
え

ら
れ
、
進
歩
の
基
準
自
体
も
「
日
に
新
た
」

（
70
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
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日本の「近代」を特徴づける資本主義的精神とは何か
論叢　松下幸之助

流
の
「
最
後
の
人
々
」
が
現
れ
て
も
、
そ
の
状
況
か
ら
の
打
開
が
ま
た
進
歩
や
発

展
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②
前
近
代
の
歴
史
観

近
代
日
本
を
代
表
す
る
二
人
の
実
業
家
は
、
進
歩
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の

思
想
は
、
前
近
代
日
本
に
お
い
て
類
似
の
思
想
が
見
い
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も

し
見
い
だ
せ
れ
ば
、
こ
の
精
神
は
近
代
特
有
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
当
否
は
、
あ
る
思
想
の
非
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
不
可
能
で
あ

る
た
め
確
認
し
に
く
い
。
存
在
の
証
明
は
一
つ
で
も
例
示
で
き
れ
ば
論
証
し
た
こ

と
に
な
る
が
、
非
存
在
は
説
明
す
ら
難
し
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
の
議
論
は
あ
る
程

度
め
ぼ
し
い
思
想
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ
の
個
々
の
思
想
の
中
に
「
使
命
・
義
務

と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・
発
展
」
が
存
在
し
な
い
、
あ
る
い
は
存
在
し

が
た
い
こ
と
を
述
べ
る
形
を
取
る
。

こ
こ
で
は
先
に
議
論
し
た
よ
う
に
、
社
会
の
多
数
に
お
い
て
支
持
さ
れ
た
思
想

を
問
題
と
し
て
い
る
。
進
歩
史
観
の
萌
芽
や
そ
れ
と
類
似
す
る
断
片
的
な
主
張
な

ど
が
少
数
派
の
思
想
に
見
い
だ
せ
て
も
問
題
と
な
ら
な
い
。
議
論
す
べ
き
は
前
近

代
の
思
想
の
中
に
「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・
発
展
」
が

大
勢
に
共
有
さ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
た
か
否
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
こ

と
を
特
に
念
頭
に
お
き
た
い
。

前
近
代
日
本
に
お
い
て
影
響
力
を
持
っ
た
思
想
は
、
神
道
、
儒
教
、
仏
教
で
あ

っ
た
。
こ
の
う
ち
前
近
代
の
神
道
に
は
、
進
歩
史
観
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
見
い
だ

し
に
く
い
。
こ
れ
は
、
特
に
詳
し
い
論
証
は
不
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
日
本

書
紀
』、
北
畠
親
房
、
山
鹿
素
行
、
水
戸
学
な
ど
、
神
道
の
影
響
下
に
あ
る
歴
史

記
述
は
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
ど
れ
も
実
質
上
は
儒
教
的
な
歴
史
記
述
の
影
響

を
強
く
受
け
て
お
り
、
中
国
史
書
の
影
響
下
に
あ
る
。
儒
教
的
な
思
想
の
排
除
を

明
白
に
意
図
し
た
神
道
系
の
思
想
家
と
し
て
本
居
宣
長
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
彼
は
『
古
事
記
伝
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

大
か
た
の
人
の
世
は
、
何
事
も
も
と
よ
り
然
き
は
や
か
な
る
こ
と
は
無
き
物

に
て
、
た
だ
大
ら
か
な
る
ぞ
、
眞
の
あ
り
か
た
に
は
あ
り
け
る
を
、
か
の
漢

國
な
ど
は
、
も
と
人
の
心
惡
く
て
事
の
亂
れ
の
多
か
り
し
か
ら
、
其
を
防
が

む
た
め
に
こ
そ
、
萬
を
こ
ま
や
か
に
き
は
や
か
に
は
定
め
つ
る
な
れ
、
こ
は

何
れ
も
國
も
、
世
降
り
人
の
心
惡
く
な
り
み
だ
り
な
る
事
多
く
な
り
も
て
ゆ

く
ま
に
ま
に
、
萬
の
定
は
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
き
は
や
か
に
な
り
ゆ
く
を
以

て
は
か
り
知
る
べ
し

（
71
）

神
道
か
ら
儒
教
的
な
思
想
の
影
響
を
除
こ
う
と
す
れ
ば
、
言
明
困
難
な
領
域
に

入
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
宣
長
は
「
さ
か
し
ら
」
を
嫌
い
、「
神
代
の
ま
に
ま
に
、

大
ら
か
」

（
72
）

で
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
た
。
そ
こ
に
は
進
歩
・
発
展
の
義
務
と
い
っ
た

あ
る
種
の
執
着
や
規
定
が
存
在
し
に
く
い
。
ま
た
、
宣
長
が
理
想
と
す
る
時
代
は

神
代
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
殆
ど
の
神
道
思
想
に
お
い
て
根
本
的
に
は
共
有
さ
れ
て

い
る
と
見
て
良
い
が
、
神
代
は
遙
か
古
代
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
思
想

に
お
い
て
、
未
来
へ
向
け
た
限
り
な
き
進
歩
・
発
展
は
発
想
し
に
く
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。

儒
教
と
仏
教
は
中
国
伝
来
の
思
想
で
あ
る
。
前
近
代
日
本
は
全
般
的
に
中
国
文

明
の
圧
倒
的
な
影
響
を
受
け
て
き
た
。
中
国
の
歴
史
観
に
つ
い
て
本
田
済
は
次
の
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に
至
る
ま
で
、
五
百
有
餘
歳
。

（
76
）

前
者
の
記
述
は
孟
子
が
天
下
統
一
を
予
言
し
て
い
た
と
し
、
後
者
は
歴
史
に
お

け
る
五
百
年
周
期
説
で
あ
る
と
稲
葉
は
解
釈
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
次
の
よ
う
に

ま
と
め
て
い
る
。

孟
子
の
主
張
を
こ
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
な
ら
ば
、
治
と
乱
は
五
百
年
周

期
で
繰
り
返
し
、
支
配
領
域
は
乱
を
媒
介
に
し
て
よ
り
大
規
模
に
な
り
、
最

終
的
に
は
九
千
里
四
方
を
一
丸
と
す
る
統
一
政
権
の
出
現
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
一
治
一
乱
説
も
五
百
年
周
期
説
、
ま

た
発
展
史
観
も
、
孟
子
に
あ
っ
て
は
一
つ
の
歴
史
体
系
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

（
77
）

稲
葉
の
こ
の
解
釈
に
は
異
論
も
あ
り
得
る
が

（
78
）

、
仮
に
正
し
い
と
し
て
も
、
稲
葉

が
「
発
展
史
観
」
と
し
て
い
る
の
は
、
孟
子
に
よ
る
天
下
統
一
の
予
言
で
あ
る
。

孟
子
の
記
述
を
素
直
に
読
め
ば
、
天
下
統
一
後
に
そ
れ
以
上
の
発
展
は
見
込
ま
れ

な
い
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の
記
述
を
重
視
し
て
日
本
思
想
史
上
で
議
論
さ
れ
て
き

た
形
跡
は
特
に
な
い
と
思
わ
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
使
命
と
し
て
の
限
り
な
き
経
済

発
展
と
解
釈
し
た
人
物
は
ど
れ
ほ
ど
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
が
社
会
に

広
範
囲
に
わ
た
っ
て
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
に
限
定
さ
れ
る
と
な
る
と
、
そ
の
可

能
性
は
ほ
ぼ
無
に
等
し
い
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
現
在
を
乱
世
と
と
ら
え
て
将
来
に
希
望
を
託
す
見
解
や
、
過
去
の
治
世

を
さ
げ
す
ん
で
現
在
の
政
治
を
礼
賛
す
る
主
張
は
、
儒
教
文
化
圏
に
は
少
な
く
な

よ
う
に
指
摘
す
る
。

大
体
中
国
人
の
世
界
観
は
、
法
家
の
系
統
を
除
い
て
、
下
降
的
で
あ
る
。
古

え
を
良
し
と
し
、
今
を
品
下
れ
る
も
の
と
す
る
。
孔
子
は
周
公
の
時
代
を
黄

金
時
代
と
た
た
え
、
老
荘
は
、
太
古
の
無
智
蒙
昧
の
時
代
こ
そ
理
想
の
世
で
、

文
明
の
発
達
に
つ
れ
て
悪
く
な
っ
た
と
い
う
。

（
73
）

こ
の
傾
向
は
特
に
儒
教
に
強
い
。
儒
教
で
は
堯
、
舜
、
禹
、
湯
、
文
、
武
、
周

公
な
ど
の
治
世
を
理
想
と
し
、
こ
れ
ら
古
代
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
自
分
が
生
き
る

時
代
を
批
判
し
た
。
こ
れ
は
学
派
の
相
違
を
超
え
て
儒
学
者
に
共
通
し
て
見
ら
れ

る
考
え
方
で
あ
る
。

（
74
）

こ
れ
に
反
し
、
儒
教
に
も
「
発
展
史
観
」
が
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
稲

葉
一
郎
は
『
孟
子
』
の
次
の
二
つ
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
。

孟
子
梁
の
襄
王
に
見
ゆ
。
出
て
人
に
語
っ
て
曰
く
、
之
を
望
む
に
人
君
に
似

ず
。
之
に
就
い
て
畏
る
る
所
を
見
ず
。
卒
然
と
し
て
問
う
て
曰
く
、
天
下
い

づ
く
に
か
定
ま
ら
ん
、
と
。
吾
（
＝
孟
子
―
引
用
者
）
こ
た
え
て
曰
く
、
一

に
定
ま
ら
ん
。

（
75
）

孟
子
曰
く
、
堯
・
舜
よ
り
湯
に
至
る
ま
で
、
五
百
有
餘
歳
。
禹
・
皐
陶
の
若

き
は
、
則
ち
見
て
之
を
知
り
、
湯
の
若
き
は
、
則
ち
聞
き
て
之
を
知
る
。
湯

よ
り
文
王
に
至
る
ま
で
、
五
百
有
餘
歳
。
伊
尹
・

朱
の
若
き
は
、
則
ち
見

て
之
を
知
り
、
文
王
の
若
き
は
、
則
ち
聞
き
て
之
を
知
る
。
文
王
よ
り
孔
子

莢 
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い
。『
貞
観
政
要
』
に
は
「
陛
下
の
神
武
英
聲
は
、
周
（
＝
隋
代
前
の
北
周
―
引

用
者
）・
隋
の
主
に
比
せ
ず
」

（
79
）

と
い
う
主
張
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
せ
い
ぜ

い
隋
代
よ
り
現
代
の
方
が
よ
り
良
い
治
世
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

現
在
の
王
や
皇
帝
の
治
世
を
礼
賛
す
る
た
め
に
過
去
の
治
世
を
批
判
す
る
言
い
方

は
、「
限
り
な
い
進
歩
」
を
説
く
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
考
え
は
、『
論
語
』
の
次
の
言
葉
と
連
関
し
て
考
え
た
方
が
据
わ
り

の
良
い
解
釈
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

子
、
衛
に
適
く
。
冉
有
僕
た
り
。
子
曰
く
、
庶
き
か
な
。
冉
有
曰
く
、
既
に

庶
し
。
ま
た
何
を
か
加
え
ん
。
曰
く
、
こ
れ
を
富
ま
さ
ん
。
曰
く
、
既
に
富

め
り
。
ま
た
何
を
か
加
え
ん
。
曰
く
、
之
を
教
え
ん
。（
子
路
篇
）

（
80
）

孔
子
は
国
家
が
十
分
に
豊
か
に
な
っ
た
ら
、
次
は
教
育
を
普
及
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
た
。
物
質
的
発
展
は
「
既
に
富
め
り
」
と
言
え
る
状
態
ま
で
は

追
求
す
る
が
、
そ
れ
以
上
は
追
求
し
な
い
。
永
続
的
に
経
済
発
展
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
山
鹿
素
行
も
『
中
朝
事
実
』
に
お
い
て
「
既
に
富
む
」

（
81
）

と
い
う
発
想
を
認
め
て
い
る
。
藤
田
東
湖
は
『
常
陸
帯
』
に
お
い
て
外
国
と
の
交

易
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
根
拠
を
「
今
我
國
は
何
一
つ
と

し
て
事
足
り
ぬ
も
の
な
く
」

（
82
）

物
質
的
に
十
分
豊
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
儒
教
文

化
圏
は
為
政
者
に
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
を
説
い
て
い
た
が
、
十
分
豊
か
に
な

っ
た
ら
経
済
発
展
は
そ
れ
以
上
必
要
な
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
結

果
、
欧
米
の
影
響
を
受
け
る
前
に
は
近
代
資
本
主
義
を
確
立
し
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。

（
83
）

ま
た
、
仏
教
の
場
合
は
ど
う
か
。
仏
教
の
場
合
は
、
歴
史
観
が
ほ
ぼ
存
在
し
な

い
と
い
う
意
見
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
。高
山
岩
男
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

佛

は
キ
リ
ス
ト

の
や
う
に
宗

史
觀
を
展
開
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
殆
ど

な
か
っ
た
。
從
っ
て
佛

の
影
響
下
に
立
つ
文
化
や
思
想
の
場
で
宗

的
に

せ
よ
さ
う
で
は
な
い
に
せ
よ
、
佛

の
影
響
を
示
す
史
觀
が
有
力
な
も
の
と

し
て
現
れ
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
か
っ
た
、
と
云
っ
て
言
ひ
過
ぎ
で
は
あ
る
ま

い
と
思
ふ
。

（
84
）

高
山
に
よ
れ
ば
、
仏
教
に
は
歴
史
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、
将
来
に
対
し
て
関
心

が
薄
い
と
い
う
。
永
遠
意
識
が
そ
も
そ
も
「
佛
陀
」
と
い
う
観
念
に
存
在
し
て
お

り
、
そ
れ
が
時
間
意
識
を
「
壓
倒
」
し
て
い
る
と
高
山
は
説
明
し
て
い
る

（
85
）

。

仏
教
の
時
間
概
念
に
つ
い
て
江
島
惠
教
は
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
「
時
間
」

の
実
体
性
、
存
在
性
が
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。

時
間
を
実
体
的
に
捉
え
る
日
常
的
な
時
間
観
念
が
徹
底
的
に
否
定
さ
れ
る
こ

と
の
う
ち
に
は
、
日
常
的
な
観
念
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
る
時
間
、

日
常
的
に
は
無
時
間
的
な
時
間
と
で
も
表
現
す
る
以
外
に
な
い
悟
り
の
世
界

で
の
時
間
が
い
つ
も
志
向
さ
れ
て
い
る
。
時
間
の
実
体
性
が
否
定
さ
れ
執
着

が
断
た
れ
た
と
き
に
時
間
は
仏
の
眼
の
前
に
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
現
す
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
86
）

教

教

教

教

教

教
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で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
高
山
は
こ
れ
を
「
末
法
史
觀
」
と
述
べ

（
89
）

、
こ
れ
が
日

本
の
歴
史
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
は
殆
ど
な
い
と
判
断
し
て
い
る

（
90
）

。

仏
教
の
歴
史
観
を
ま
と
め
れ
ば
、
仏
教
に
は
そ
も
そ
も
歴
史
観
が
存
在
し
な
い

か
、
存
在
し
て
も
儒
教
と
同
様
の
退
歩
的
な
歴
史
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仏

教
の
中
に
使
命
と
し
て
の
「
限
り
な
い
発
展
」、
し
か
も
物
質
的
・
経
済
的
発
展

は
一
般
的
に
見
い
だ
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
形
式
に
と
ら
わ
れ
な

い
あ
る
種
の
自
由
さ
が
仏
教
の
特
徴
で
も
あ
る
の
で
、
仏
教
者
の
思
想
を
一
つ
の

原
則
か
ら
総
括
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
広
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
仏
教

思
想
が
こ
こ
で
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
か
よ
う
な
判
断
で
良
い
と
思

わ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
具
体
的
に
、
江
戸
時
代
の
商
人
思
想
へ
目
を
移
し
て
も
、
石
田
梅
岩

は
堯
、
舜
、
禹
へ
の
賛
美
を
惜
し
ま
ず

（
91
）

、
仏
教
の
末
法
思
想
を
否
定
し
て
「
百
世

も
變
ず
」

（
92
）

と
述
べ
て
い
る
。
子
孫
が
栄
え
る
こ
と
を
望
み
は
す
る
が

（
93
）

、
こ
れ
を
使

命
と
し
て
強
調
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
む
し
ろ
歴
史
観
と
し
て
は
「
万
物
自
然
に

変
化
窮
ま
ら
ざ
る
」

（
94
）

こ
と
を
述
べ
、
変
化
を
強
調
す
る
の
み
で
、
進
歩
や
発
展
に

つ
い
て
特
に
義
務
を
主
張
す
る
様
子
は
な
い
。

先
に
中
村
が
紹
介
し
た
鈴
木
正
三
は
『
萬
民
徳
用
』
の
中
の
「
商
人
日
用
」
に

お
い
て
、
商
人
は
国
中
の
物
質
的
融
通
を
た
す
け
る
「
役
人
」
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
そ
の
仕
事
は
万
民
の
た
め
に
あ
る
と
し
、
最
後
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ

る
。

此
身
を
す
て
ゝ
念
仏
し
、
一
生
は
唯
浮
世
の
旅
な
る
事
を
觀
じ
て
、
一
切
執

着
を
捨
、
欲
を
は
な
れ
商
せ
ん
に
は
、
諸
天
是
を
守
護
し
、
神
明
利
生
を
施

ま
た
玉
城
康
四
郎
は
「
仏
教
の
時
間
論
は
、
仏
教
思
想
の
多
岐
多
般
な
状
況
の

な
か
で
、
そ
れ
ほ
ど
中
心
的
な
主
題
を
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

（
87
）

と
述
べ
て

い
る
。
時
間
概
念
と
歴
史
概
念
は
同
一
で
は
な
い
が
、
か
よ
う
な
時
間
概
念
を
持

つ
仏
教
に
は
儒
教
の
如
き
歴
史
概
念
は
想
起
さ
れ
に
く
い
と
考
え
て
良
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
あ
え
て
仏
教
に
歴
史
観
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
末
法
思
想

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
石
田
充
之
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

末
法
思
想
の
形
成
、
推
移
を
な
が
め
る
場
合
、
そ
れ
は
仏
教
的
な
伝
承
の
流

れ
に
沿
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
く
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
も
見
ら
れ
う

る
。
創
設
当
初
は
美
し
く
実
質
的
で
興
隆
発
展
の
気
分
に
満
た
さ
れ
る
が
、

歴
史
的
な
経
過
と
共
に
形
式
的
に
伝
統
し
て
ゆ
く
こ
と
の
み
に
専
念
し
、
つ

い
に
滅
亡
に
至
る
と
い
う
諸
現
象
や
、
そ
れ
等
の
傾
向
に
連
関
す
る
過
去
は

理
想
的
で
、
現
在
は
極
め
て
理
想
に
縁
遠
い
堕
落
し
た
悪
い
時
代
で
あ
る
と

い
っ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
は
諸
方
面
に
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
あ
り
方
が

最
も
善
い
理
想
的
な
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
堕
落
で
あ
り
、
悪
で
あ

る
の
か
、
そ
の
決
定
は
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
い
ち
お
う

末
法
思
想
は
、
過
去
の
釈
尊
在
世
の
時
代
は
理
想
的
で
あ
っ
て
美
し
く
、
現

在
は
最
も
堕
落
し
た
悪
な
る
非
理
想
的
な
時
代
で
あ
る
と
い
う
史
観
に
立
つ

も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
88
）

石
田
に
よ
れ
ば
、
末
法
思
想
は
仏
教
の
来
歴
に
由
来
し
た
「
史
観
」
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
、
釈
迦
の
時
代
を
理
想
と
し
て
現
在
を
卑
下
す
る
退
歩
的
な
歴
史
観



17

日本の「近代」を特徴づける資本主義的精神とは何か
論叢　松下幸之助

て
得
利
も
す
ぐ
れ

徳
充
満
の
人
と
な
り
、
大

長
者
を
い
や
し
み
て
、
終

に
勇
猛
堅
固
の
大
信
心
發
て
、
行
住
坐
臥
則
禪
定
と
成
て
、
自
然
に
菩
提
心

成
就
し
て
、
涅
槃
の
妙
樂
す
な
は
ち
無
碍
大
自
在
の
人
と
な
り
て
、
乾
坤
に

獨
歩
す
べ
し
。
盡
未
來
際
の
悦
、
何
事
か
加
之
哉
。
堅
固
に
用
よ
用
よ
。

（
95
）

こ
れ
は
一
見
す
る
と
「
盡
未
來
」
に
向
け
た
発
言
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
同
様

の
主
張
は
、「
農
人
日
用
」
に
も
「
職
人
日
用
」
に
も
あ
る
。

こ
こ
で
正
三
は
、
商
売
に
よ
っ
て
遙
か
未
来
に
宗
教
的
な
「
悦
」
が
得
ら
れ
る

こ
と
を
説
い
て
い
る
。
勤
労
の
結
果
と
し
て
裕
福
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
事

業
の
拡
大
を
義
務
と
し
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
主
張
は
、
商
業
に

い
そ
し
む
こ
と
を
説
く
だ
け
で
、
永
続
的
な
物
質
的
発
展
や
進
歩
的
な
歴
史
観
を

説
い
て
い
な
い
。
渋
沢
や
松
下
に
お
い
て
は
、
世
の
人
の
た
め
に
も
自
分
の
事
業

を
拡
大
す
る
こ
と
は
義
務
で
あ
っ
た
が
、
正
三
は
「
貧
富
は
過
去
の
因
に
定
て
有
」

（
96
）

と
考
え
、
事
業
の
拡
大
を
意
図
す
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
観

と
し
て
は
一
般
的
に
「
諸
行
無
常
」
を
強
調
す
る
こ
と
の
方
が
多
く
、
先
の
引
用

に
も
あ
る
通
り
「
執
着
を
捨
」
て
る
こ
と
が
主
眼
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
正
三

は
商
業
活
動
に
お
け
る
宗
教
的
救
い
を
説
い
て
い
て
も
、
進
歩
・
発
展
を
説
い
て

い
た
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る
。

（
97
）

ま
た
、
幕
末
に
甚
大
な
影
響
力
を
持
っ
た
『
日
本
外
史
』
は
、
平
安
末
期
か
ら

江
戸
時
代
初
期
に
つ
い
て
武
士
を
中
心
に
描
い
た
歴
史
書
で
あ
る
。
徳
川
以
前
は

「
治
少
く
し
て
乱
多
し
」

（
98
）

と
述
べ
る
の
み
で
あ
り
、
進
歩
・
発
展
に
つ
い
て
は
特

に
強
調
し
て
い
な
い
。『
日
本
外
史
』
も
ま
た
『
貞
観
政
要
』
と
同
様
に
、
過
去

に
比
べ
れ
ば
徳
川
の
治
世
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。『
日
本

外
史
』
は
幕
末
の
志
士
た
ち
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
治
維
新
の
一
原

動
力
と
な
っ
た
書
で
あ
り
、
渋
沢
も
強
い
影
響
を
受
け
た

（
99
）

。
し
か
し
、
こ
の
書
に

よ
っ
て
「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
進
歩
・
発
展
」
が
教
説
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
議
論
か
ら
、
前
近
代
日
本
に
お
い
て
社
会
の
広
範
囲
に
影
響
力
を
持
っ

た
思
想
の
中
に
「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・
発
展
」
が
、

少
な
く
と
も
容
易
に
は
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
100
）

結
論
と
考
察

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
に
お
い
て
「
使
命
と
し
て
の
利

潤
追
求
」
と
い
う
概
念
が
、
近
代
特
有
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
問
題
を
日
本
に
つ
い
て
当
て
は
め
て
考
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
近
代
以
降
の

日
本
の
実
業
家
の
思
想
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
渋
沢
栄
一
と
松
下
幸
之
助

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。

日
本
で
は
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
は
古
代
か
ら
存
在
し
、
近
代
を
特
徴
づ
け

る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
で
は
、「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進

歩
・
発
展
」
こ
そ
、
近
代
資
本
主
義
を
特
徴
づ
け
る
思
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
限
り
な
い
発
展
」
と
い
う
思
想
は
渋
沢
栄
一
と
松
下
幸
之
助
に
見
ら
れ
、
前
近

代
日
本
に
は
見
い
だ
し
に
く
い
。

以
上
が
本
稿
の
分
析
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
議
論
の
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘

し
た
い
。
第
一
に
、
本
当
に
「
使
命
・
義
務
と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・

発
展
」
と
い
う
発
想
が
前
近
代
に
存
在
し
な
い
の
か
、
さ
ら
な
る
調
査
が
要
求
さ

福

福
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れ
る
。
非
存
在
の
証
明
が
技
術
的
に
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
こ
の
仮
説
は
さ
ら
に

幅
広
く
検
証
し
、
補
強
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
こ
れ
が
近
代
日
本

の
資
本
主
義
に
特
徴
的
な
思
想
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
に
そ
の
よ
う
な
思
想
は
存

在
し
な
い
の
か
が
問
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
本
稿
で
は
可
能
性
を
否
定
し
な
い
し
、

ま
た
そ
の
発
見
は
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
第
三
に
、
他
の
近
代
以
降

の
日
本
の
実
業
家
に
つ
い
て
も
調
査
し
、
こ
の
概
念
を
よ
り
詳
細
に
調
べ
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
。
渋
沢
と
松
下
に
も
若
干
の
相
違
が
あ
る
が
、「
進
歩
・
発
展
」

に
も
種
類
分
け
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
個
人
差
や
戦
前
と
戦
後
の
時
代
差
も
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
四
に
、
こ
れ
が
最
も
重
要
で
あ
る
が
、「
使
命
・
義
務

と
し
て
の
限
り
な
い
経
済
的
進
歩
・
発
展
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
の
か

が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
容
易
に
想
像
で
き
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
欧
米
か

ら
の
輸
入
だ
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
外
来
思
想
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
輸
入
さ
れ
て
実
業
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
と
い

う
そ
の
経
緯
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
在
来
思
想
の
隙
間
を
埋
め
る
形
で
輸
入
さ

れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
在
来
思
想
を
補
強
す
る
形
な
の
か
。
こ
の
輸
入
の
経
緯
に

つ
い
て
詳
し
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
101
）

【
注
】

（
1
）
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今
回
参
考
に
し
た
邦
訳
は
、
大
塚
久
雄
訳
『
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
岩
波
書
店
（
改
訳
）、

一
九
八
九
年
、
梶
山
力
・
大
塚
久
雄
訳
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
』（
世
界
の
名
著
六

一
）
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
。
以
下
引
用
は
、
大
塚
訳
岩
波
文
庫
の
頁

数
を
あ
げ
る
。

（
2
）

住
谷
一
彦
『
共
同
体
の
史
的
構
造
論
―
比
較
経
済
社
会
学
的
試
論
―
』
有
斐

閣
、
一
九
六
三
年
、
同
『
日
本
の
意
識
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
森
嶋

通
夫
『
な
ぜ
日
本
は
「
成
功
」
し
た
か
？
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
、
一
九
八

四
年
、
小
笠
原
真
『
近
代
化
と
宗
教
―
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
と
日
本
』

世
界
思
想
社
、
一
九
九
四
年
。
住
谷
は
問
題
設
定
の
方
針
に
つ
い
て
、
森
嶋

は
近
代
日
本
の
実
業
家
の
思
想
を
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
、
小
笠
原
は
そ
の
詳

細
な
先
行
研
究
調
査
に
お
い
て
参
考
に
な
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、
ヴ
ェ
ー
バ

ー
問
題
の
日
本
へ
の
適
応
を
議
論
し
て
い
る
研
究
は
い
く
つ
か
確
認
し
た

が
、
本
稿
の
課
題
で
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
割
愛
す
る
。

（
3
）

前
掲
、『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
大
塚
訳

三
八
〜
九
頁
。

（
4
）

同
前
、
四
〇
頁
。

（
5
）

同
前
、
四
五
頁
。

（
6
）

同
前
、
八
三
頁
。

（
7
）

同
前
、
八
四
〜
五
頁
。

（
8
）

こ
こ
で
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
追
求
し
た
問
題
と
い
う
よ
り

は
、
彼
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
一
連
の
論
争
に
お
い
て
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
た

問
題
を
議
論
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
や
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
ら
に
も

一
応
は
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
設
定
は
成
り
立

た
な
い
」
と
い
う
批
判
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
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日本の「近代」を特徴づける資本主義的精神とは何か
論叢　松下幸之助

日
本
の
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
は
か
つ
て
こ
の
問
題
を
専
ら
議
論
し
て
い
た
が

（
こ
れ
を
こ
こ
で
は
仮
に
オ
ー
ル
ド
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
と
す
る
）、
最
近
は

ニ
ー
チ
ェ
に
引
き
つ
け
て
ヴ
ェ
ー
バ
ー
を
議
論
す
る
研
究
も
散
見
さ
れ
る
。

山
之
内
靖
（『
ニ
ー
チ
ェ
と
ヴ
ェ
ー
バ
ー
』
未
来
社
、
一
九
九
三
年
）、
ポ
イ

カ
ー
ト
（
雀
部
幸
隆
・
小
野
清
美
訳
『
ウ
ェ
ー
バ
ー
近
代
へ
の
診
断
』
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
へ
ニ
ス
（
雀
部
幸
隆
他
訳
『
マ
ッ
ク

ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
設
定
』
恒
星
社
厚
生
閣
、
一
九
九
一
年
）
ら
の
議

論
は
、
オ
ー
ル
ド
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
と
は
趣
が
異
な
り
、
山
之
内
に
よ
れ

ば
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
議
論
に
は
ニ
ー
チ
ェ
が
重
視
し
た
よ
う
な
「
ギ
リ
シ
ャ

悲
劇
」
が
根
底
に
あ
り
、「
予
期
せ
ざ
る
結
果
」
を
重
視
し
た
。
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
に
関
す
る
議
論
も
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
が
根
底
に

あ
る
と
い
う
。
し
か
し
仮
に
山
之
内
の
立
場
（
こ
れ
を
ネ
オ
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ

ア
ン
と
し
て
お
く
）
が
正
し
い
と
し
て
も
、
今
度
は
ニ
ー
チ
ェ
的
な
関
心
が

ど
こ
ま
で
日
本
に
妥
当
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー

が
日
本
の
実
情
に
疎
か
っ
た
の
と
同
じ
く
ら
い
、
ニ
ー
チ
ェ
も
日
本
の
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
文
化
や
歴
史
に
関
し
て
十
分
な
考
察
が
な
い
ま

ま
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ネ
オ
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
も
オ
ー
ル
ド
・
ヴ
ェ
ー
バ

リ
ア
ン
と
同
じ
轍
を
踏
む
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
本
稿
で
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
問
い
」
と
か
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
問
題
」
と

か
い
う
場
合
は
、
基
本
的
に
は
オ
ー
ル
ド
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
に
近
い
立
場

で
議
論
し
て
い
る
。
ネ
オ
・
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
の
議
論
は
、
こ
こ
で
は
特
に

扱
わ
な
い
。

（
9
）

K
u
rt
S
am
u
elsson

,E
k
on
om
i
och
R
elig
ion
(R
elig
ion
an
d
E
con
om
ic

A
ction

),1961,

（
田
村
光
三
他
訳
『
経
済
と
宗
教
　
一
つ
の
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
批
判
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
一
年
）、
邦
訳
一
〇
一
頁
。

（
10
）

L
u
jo
B
ren
tan
o,D
er
w
irtscfaften

d
e
M
en
sch
in
d
er
G
esch

ich
te,

1923,

（
田
中
善
次
郎
訳
『
近
世
資
本
主
義
の
起
源
』
有
斐
閣
、
一
九
四
一

年
）、
邦
訳
二
一
一
頁
。

（
11
）

G
ab
riel
K
olk
o,’ M

ax
W
eb
er
on
A
m
erica:T

h
eory

an
d
E
v
id
en
ce’ ,

H
istory

an
d
T
h
eory

S
tu
d
ies
in
th
e
P
h
ilosop

h
y
of
H
istory

,1-
,

1960,pp.255-7.

（
12
）

A
m
in
tore

F
an
fan
i,
C
attolicesim

o,
P
rotestan

tesim
o
n
ella

F
orm
azion

e
S
torica

d
el
C
ap
italism

o,(C
ath
olicism

,P
rotestan

tism

an
d
C
ap
italism

),1934,

（
佐
々
木
専
三
郎
訳
『
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
・
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
・
資
本
主
義
』
未
来
社
、
一
九
六
八
年
）、
邦
訳
二
六
頁
。

（
13
）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
近
代
特
有
の
資
本
主
義
的
精
神
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
、

概
念
が
先
に
あ
っ
て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
後
か
ら
見
つ
け
た
の
か
、
フ
ラ
ン
ク

リ
ン
の
考
察
か
ら
概
念
を
特
定
し
た
の
か
は
、
著
作
を
読
む
限
り
定
か
で
は

な
い
。
こ
こ
で
の
議
論
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
先
に
近
代
以
降
の
実
業
家
と
し

て
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
を
選
定
し
、
そ
の
研
究
か
ら
近
代
資
本
主
義
の
概
念
を
規

定
し
た
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
先
に
直
観
的
な

形
で
近
代
資
本
主
義
の
概
念
を
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
リ

ン
を
探
し
当
て
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
直
観
に
つ
い
て
源
泉
を
求
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
ソ
ン
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
コ
ル
コ
、
フ
ァ
ン
フ

ァ
ー
ニ
の
批
判
は
、
こ
の
場
合
「
近
代
資
本
主
義
の
特
徴
を
推
定
す
る
に
際

し
て
、
出
自
不
明
の
直
観
的
な
概
念
規
定
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と Ⅲ
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い
う
形
で
本
稿
で
は
活
か
さ
れ
る
。

（
14
）

大
塚
久
雄
「
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
資
本
主
義
の
『
精
神
』」

（『
大
塚
久
雄
著
作
集
第
八
巻
　
近
代
化
の
人
間
的
基
礎
』
岩
波
書
店
、
一
九

六
九
年
、
二
〇
〜
一
頁
）、
尾
高
邦
雄
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
」（
前
掲
、

『
ウ
ェ
ー
バ
ー
』
世
界
の
名
著
六
一
所
収
）
八
七
頁
。

（
15
）

梅
津
順
一
『
近
代
経
済
人
の
宗
教
的
根
源
　
ヴ
ェ
ー
バ
ー
、
バ
ク
ス
タ
ー
、

ス
ミ
ス
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
九
年
、
八
七
頁
。

（
16
）

M
ax
W
eb
er,’ H

in
d
u
ism
u
s
u
n
d
B
u
d
d
h
ism
u
s,
G
esam

m
elte’

A
u
fsatze

zu
r
R
elig
ion
ssoziolog

ie
,J.C

.B
.M
oh
r
(P
au
l
S
ieb
eck
)

in
T
ubingen,1972,S.307.

（
17
）

池
田
昭
『
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本
近
代
化
論
と
宗
教
―
宗
教
と
政
治
の
視
座
か

ら
―
』
岩
田
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
三
八
頁
。

（
18
）

富
永
健
一
『
日
本
の
近
代
化
と
社
会
変
動
』
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
三
三

八
頁
。

（
19
）

山
之
内
に
よ
る
と
、
従
来
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
は
、
日
本
人
も
含
め
て
、
圧

倒
的
に
キ
リ
ス
ト
者
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
（
山
之
内
靖
『
マ
ッ
ク
ス
・

ヴ
ェ
ー
バ
ー
入
門
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
、
一
五
八
頁
）。
ヴ
ェ
ー
バ

ー
本
人
や
ヴ
ェ
ー
バ
リ
ア
ン
に
よ
る
研
究
に
欧
米
中
心
主
義
的
な
見
方
が
強

い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
是
正
も
目
指
し
て
い
る
。

（
20
）

前
掲
、
尾
高
「
解
説
」、
一
一
頁
。

（
21
）

前
掲
、『
近
世
資
本
主
義
の
起
源
』、
邦
訳
一
七
八
頁
。

（
22
）

同
前
、
二
四
五
頁
。

（
23
）

前
掲
、『
経
済
と
宗
教
　
一
つ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
批
判
』、
邦
訳
九

三
頁
。

（
24
）

同
前
、
一
一
七
頁
。

（
25
）

同
前
、
一
四
二
頁
。

（
26
）

W
ern
er
S
om
b
art,D

er
B
ou
rg
eois

zu
r
G
eistesg

esch
ich
te
d
es

m
od
ern
en
W
irtsch

aftsm
en
sch
en
,1913,

（
金
森
誠
也
訳
『
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）。
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
に
つ
い
て
は
邦
訳

八
四
頁
。
モ
ル
ガ
ン
に
つ
い
て
は
邦
訳
八
四
、
二
四
三
頁
。
カ
ー
ネ
ギ
ー
に

つ
い
て
は
邦
訳
八
四
、
二
二
九
、
四
六
一
頁
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
つ
い
て
は

邦
訳
一
六
一
〜
九
、
二
四
六
頁
。
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
邦
訳
二
二

九
、
二
四
四
、
二
四
六
、
二
六
九
頁
。
ジ
ー
メ
ン
ス
に
つ
い
て
は
邦
訳
二
四

四
頁
。
ラ
テ
ナ
ウ
に
つ
い
て
は
邦
訳
二
四
六
頁
。

（
27
）

W
ern
er
S
om
b
art,

D
er
m
od
ern
e
K
ap
italism

u
s.
H
istorisch

-

system
atische

D
arstellung

des
gesam

teuropä ischen
W
irtschaftslebens

v
on
sein

en
A
n
fan
g
en
b
is
zu
r
G
eg
en
w
art,

1928,

（
岡
崎
次
郎

訳
『
近
世
資
本
主
義
』
生
活
社
、
一
九
四
二
年
）、
邦
訳
四
五
五
頁
。

（
28
）

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
資
本
主
義
が
高
度
化
す
れ
ば
、
営
利
活
動
は
倫
理
的
色
彩

を
失
い
、「
ス
ポ
ー
ツ
の
性
格
を
お
び
る
こ
と
さ
え
稀
で
は
な
い
」（
前
掲
、

『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
大
塚
訳
三
六
六

頁
）
と
述
べ
た
。
大
塚
久
雄
は
現
代
の
「
資
本
主
義
的
産
業
企
業
家
た
ち
の

営
利
活
動
に
あ
っ
て
は
、
勝
れ
た
意
味
で
の
『
資
本
主
義
の
精
神
』
は
す
で

に
消
滅
し
て
い
る
」（
前
掲
、『
大
塚
久
雄
著
作
集
第
八
巻
　
近
代
化
の
人
間

的
基
礎
』
三
三
頁
）
と
い
う
。
大
塚
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
以
上
に
こ
の
点
を
強
調

し
す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
現
代
の
資
本
主
義
で
あ
っ
て
も
「
倫
理
的
色
彩

Ⅱ
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（
31
）

渋
沢
・
松
下
の
両
者
と
も
、
自
己
の
利
益
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
な
く
、
公
共

の
た
め
に
尽
く
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
両
者
は
近
代
経
済
学
が

描
く
よ
う
な
、
利
潤
最
大
化
原
理
に
よ
っ
て
行
動
し
た
経
営
者
で
は
な
い
。

こ
の
こ
と
を
以
て
両
者
は
典
型
的
な
「
資
本
主
義
の
精
神
」
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
は
、

今
回
の
分
析
は
日
本
の
中
で
「
特
殊
な
」
実
業
家
の
思
想
の
分
析
で
あ
り
、

よ
り
普
遍
的
な
日
本
の
実
業
家
像
が
他
に
描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
利
益
の
み
を
追
求
し
た
よ
う
な
実
業

家
は
、
日
本
に
お
い
て
広
範
な
支
持
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
多
く
の

支
持
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
「
典
型
的
な
精
神
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
32
）

渋
沢
栄
一
『
青
淵
百
話
』
同
文
館
、
一
九
一
三
年
、
二
〇
〇
頁
。

（
33
）

同
前
、
二
一
六
〜
七
頁
。

（
34
）

松
下
幸
之
助
『
経
営
心
得
帖
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
八
六
〜
七

頁
。

（
35
）

松
下
幸
之
助
『
実
践
経
営
哲
学
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
五
七
頁
。

（
36
）

松
下
幸
之
助
『
社
員
稼
業
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
一
年
。

（
37
）

中
村
元
『
日
本
宗
教
の
近
代
性
』
春
秋
社
、
一
九
六
四
年
、
一
四
九
頁
。

（
38
）

同
前
、
一
五
七
頁
。

（
39
）

同
前
、
一
六
一
頁
。

（
40
）

同
前
、
一
五
六
頁
。

（
41
）

内
藤
莞
爾
『
日
本
の
宗
教
と
社
会
』（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
七
八
年
）
も
、

第
一
章
で
、
近
江
商
人
と
浄
土
真
宗
に
よ
る
商
業
的
エ
ー
ト
ス
の
関
係
を
論

じ
て
い
る
。
学
術
的
な
書
で
は
な
い
が
、
長
部
日
出
雄
『
仏
教
と
資
本
主
義
』

を
お
び
る
生
活
の
原
則
」、
つ
ま
り
「
エ
ー
ト
ス
」
が
失
わ
れ
る
と
産
業
そ

の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
実
業
界
の
常
識
に
列
す
る
と
思
わ
れ
る
。

エ
ー
ト
ス
の
質
的
内
容
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
エ
ー
ト
ス
そ
の
も

の
を
認
め
な
い
見
解
は
、
日
本
の
実
業
界
で
は
む
し
ろ
少
数
派
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
実
業
活
動
が
「
ス
ポ
ー
ツ
の
性
格
を
お
び
る
」
と

述
べ
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
で
す
ら
日
本
で
は
倫
理
的
色
彩
が
強
い
。

（
29
）

海
外
か
ら
帰
国
直
後
の
懐
述
と
し
て
、
渋
沢
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
海
外
万
里
の
国
々
は
巡
回
し
た
と
は
い
う
も
の
の
、
何
一
つ
学
び
得
た
こ

と
も
な
く
、
空
し
く
目
的
を
失
う
て
帰
国
し
た
ま
で
の
事
で
あ
る
」（
渋
沢

栄
一
『
雨
夜
譚
―
渋
沢
栄
一
自
伝
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
、
一
五
一

頁
）。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。「
私
は
敢
て
立
派
な
学
問
を
致

し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
の
み
な
ら
ず
西
洋
の
学
問
の
如
き
は
殆
ど
皆
無

と
申
し
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
唯
青
年
時
代
に
、
聊
か
ば
か
り
の
漢
学

を
修
め
ま
し
て
、
修
養
の
基
礎
を
多
く
四
書
五
経
に
得
た
の
で
あ
り
ま
す
」

（
竜
門
社
編
『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
別
巻
第
五
、
一
九
六
八
年
、
二
七
三

〜
四
頁
）。

（
30
）

松
下
は
戦
前
に
真
言
宗
の
僧
侶
で
あ
る
加
藤
大
観
を
相
談
役
と
し
、
戦
後
は

臨
済
宗
の
僧
侶
で
あ
る
立
花
大
亀
と
懇
意
で
あ
っ
た
。
松
下
に
よ
る
加
藤
に

つ
い
て
の
言
及
は
、
松
下
幸
之
助
『
縁
、
こ
の
不
思
議
な
る
も
の
　
人
生
で

出
会
っ
た
人
々
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
三
年
）
四
七
〜
五
四
頁
、
同

『
物
の
見
方
　
考
え
方
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
六
年
）
八
〇
〜
九
二
頁
。

立
花
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
縁
、
こ
の
不
思
議
な
る
も
の
　
人
生
で
出
会
っ

た
人
々
』
一
五
六
〜
六
三
頁
。
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（
新
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
）
も
平
安
時
代
の
行
基
に
「
使
命
と
し
て
の
利
潤

追
求
」
の
概
念
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
42
）

前
掲
、『
日
本
宗
教
の
近
代
性
』
一
二
八
、
一
三
四
頁
。

（
43
）

同
前
、
一
二
七
頁
。

（
44
）

新
釈
漢
文
大
系
１
『
論
語
』（
吉
田
賢
抗
著
）
明
治
書
院
、
一
九
六
〇
年
、

二
六
七
頁
。

（
45
）

同
前
、
四
三
二
頁
。

（
46
）

日
本
古
典
文
学
大
系
67
『
日
本
書
紀
　
上
』（
坂
本
太
郎
・
家
永
三
郎
他
校

注
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
、
三
九
〇
〜
二
頁
。

（
47
）

林
家
正
本
新
刻
、
芝
山
後
藤
先
生
定
本
『
改
正
四
書
集
註
』
一
八
五
二
年
、

『
論
語
巻
之
三
』
一
四
丁
。

（
48
）

前
掲
、『
改
正
四
書
集
註
』、『
論
語
巻
之
六
』
一
七
丁
。

（
49
）

日
本
の
「
使
命
と
し
て
の
利
潤
追
求
」
は
、
自
分
以
外
の
公
共
目
的
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
つ
ま
り
為
政
者
（
あ
る
い
は
為
政
者
と
目
的
を
共

有
す
る
存
在
）
が
公
共
目
的
を
念
頭
に
お
い
て
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
が
義

務
で
あ
る
。
こ
れ
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
お
い
て
見
た
、
個
人

主
義
的
な
利
潤
追
求
の
義
務
と
異
な
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
欧
米
と
は
違
う
と
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
渋

沢
や
松
下
も
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
渋

沢
・
松
下
と
も
紛
れ
も
な
く
近
代
以
降
の
実
業
家
で
あ
る
が
、
個
人
の
利
得

だ
け
を
目
指
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を
富
永
健
一
の
よ
う
に
日
本
の
「
遅
れ
た
」

点
で
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
想
定
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
日
本
社
会
は
既

に
「
近
代
資
本
主
義
」
を
具
現
化
し
て
い
る
と
考
え
る
。

逆
に
必
ず
し
も
個
人
の
利
得
の
み
に
注
視
し
な
い
こ
と
を
、
日
本
の
資
本

主
義
の
属
性
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
詳
細
は
別
な
論
考

を
用
意
し
た
方
が
よ
り
慎
重
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
論
じ
な

い
。ま

た
大
塚
久
雄
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
に
お
い
て
見
た
精
神

は
、
利
潤
の
肯
定
や
営
利
欲
の
合
理
化
で
は
な
い
と
す
る
。
利
潤
の
追
求
が

「
道
徳
的
完
成
へ
の
道
」（
前
掲
、『
大
塚
久
雄
著
作
集
第
八
巻
』
五
五
頁
）

に
他
な
ら
な
い
と
し
た
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
と
し
た
。
詳
し
い
説
明
は

不
要
で
あ
ろ
う
が
、
儒
教
的
な
意
味
で
理
想
的
な
為
政
者
に
な
る
（
つ
ま
り

「
徳
」
の
あ
る
人
物
に
な
る
）
た
め
に
は
、
利
潤
追
求
は
義
務
で
あ
り
、
こ

の
問
題
意
識
と
合
致
す
る
。

（
50
）

坂
本
慎
一
『
渋
沢
栄
一
の
経
世
済
民
思
想
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
二

年
。
渋
沢
は
在
郷
時
代
に
水
戸
学
の
感
化
を
受
け
、
尊
皇
攘
夷
思
想
に
傾
倒

し
て
い
た
。
非
合
法
活
動
に
関
し
て
後
の
渋
沢
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
大
正

時
代
に
刊
行
し
た
『
論
語
講
義
』
は
水
戸
学
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
。
藤
田

東
湖
に
つ
い
て
は
生
涯
尊
敬
し
て
お
り
、
尊
皇
攘
夷
運
動
の
精
神
性
は
強
く

肯
定
し
て
い
る
。

（
51
）

尾
高
に
師
事
し
た
件
に
つ
い
て
は
前
掲
、『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
一
巻
、

二
〇
二
頁
。
海
保
に
つ
い
て
は
、
同
書
同
巻
、
二
二
〇
頁
。

（
52
）

前
掲
、『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
別
巻
第
五
、
一
一
八
頁
。

（
53
）

同
前
、
二
七
三
頁
。

（
54
）

前
掲
、『
渋
沢
栄
一
の
経
世
済
民
思
想
』
第
六
章
。
渋
沢
は
進
歩
史
観
に
よ

っ
て
「
民
」
全
員
を
「
臣
」
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
い
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と
考
え
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
荻
生
徂
徠
は
不
可
能
と
判
断
し
て
い
る
。
渋

沢
の
進
歩
史
観
は
井
上
哲
次
郎
も
類
似
の
考
え
を
持
っ
て
お
り
、
当
時
の
時

代
精
神
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
55
）

前
掲
、『
渋
沢
栄
一
伝
記
資
料
』
第
二
六
巻
、
一
九
五
九
年
、
六
七
〇
頁
。

（
56
）

同
前
、
六
七
三
頁
。

（
57
）

同
前
、
六
八
〇
頁
。

（
58
）

渋
沢
栄
一
述
、
梶
山
彬
編
『
論
語
と
算
盤
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
、

一
三
四
〜
五
頁
。

（
59
）

渋
沢
栄
一
講
述
、
尾
立
維
孝
筆
録
、
二
松
学
舎
大
学
出
版
部
編
集
『
論
語
講

義
』
明
徳
出
版
、
一
九
七
五
年
、
七
九
〇
頁
。

（
60
）

同
前
、
四
一
九
頁
。

（
61
）

同
前
、
七
四
九
〜
五
〇
頁
。

（
62
）

同
前
、
七
五
〇
頁
。

（
63
）

前
掲
、『
実
践
経
営
哲
学
』
五
九
頁
。

（
64
）

松
下
幸
之
助
『
松
下
幸
之
助
　
経
営
語
録
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
三
年
、

二
〇
頁
。

（
65
）

松
下
幸
之
助
『
経
営
の
コ
ツ
こ
こ
な
り
と
気
づ
い
た
価
値
は
百
万
両
』
Ｐ
Ｈ

Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
一
〜
二
頁
。

（
66
）

松
下
に
と
っ
て
「
信
」
は
、
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
。「
信
ず
る
と
い
う
こ

と
と
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
紙
の
裏
表
み
た
い
な
も
の
で
す
。
バ
ラ
バ
ラ

に
存
在
し
て
い
る
が
如
き
状
態
を
し
て
い
ま
す
が
、
ま
っ
た
く
一
体
で
あ
っ

て
、
ま
っ
た
く
離
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
信
用
す
る
か
ら
理
解
が
あ

る
。
理
解
す
る
か
ら
信
用
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
、
実
に
微
妙
な
作
用

を
な
す
も
の
で
あ
る
」（
松
下
幸
之
助
、
一
九
四
九
年
三
月
二
日
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ

所
員
講
座
「
信
と
解
」、〈
旧
速
記
録
〉
50
、
四
四
頁
）。
こ
れ
は
仏
教
に
お

け
る
「
信
解
両
全
」
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
今
後
の
研
究
を
要
す
る

部
分
で
あ
る
。

（
67
）

前
掲
、『
実
践
経
営
哲
学
』
二
五
頁
。

（
68
）

松
下
幸
之
助
、
一
九
四
八
年
一
月
三
一
日
、「
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
こ
と
ば
　
そ
の
一

繁
栄
の
基
」〈
旧
速
記
録
〉
１
、
二
〇
頁
。

（
69
）

松
下
幸
之
助
『
人
生
談
義
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
九
八
年
、
七
〇
頁
。

（
70
）

同
前
、
六
八
頁
。

（
71
）

本
居
宣
長
『
本
居
全
集
』
第
二
『
古
事
記
傳
』
吉
川
半
七
発
行
、
一
九
〇
二

年
、
一
九
一
三
頁
。

（
72
）

本
居
宣
長
撰
、
倉
野
憲
司
校
訂
『
古
事
記
伝
（
一
）』
岩
波
書
店
、
一
九
四

〇
年
、
九
〇
頁
。

（
73
）

本
田
済
『
易
学
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
一
一
二
頁
。

（
74
）

渋
沢
栄
一
に
も
、
堯
、
舜
、
禹
を
聖
人
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
（
前
掲
、

『
論
語
講
義
』
九
二
一
頁
）。
し
か
し
や
や
法
家
的
観
点
か
ら
明
治
天
皇
も

「
聖
」
と
し
て
い
る
（
同
書
六
九
五
頁
）。
晩
年
渋
沢
の
師
匠
で
あ
る
尾
立
維

孝
は
、
縦
横
家
の
研
究
家
で
あ
る
白
石
照
山
の
弟
子
で
あ
り
、
法
家
的
傾
向

の
強
い
思
想
家
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
法
家
思
想
は
治
世
の
成
果

を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
進
歩
史
観
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
あ
っ
た

と
解
釈
で
き
る
。

（
75
）

新
釈
漢
文
大
系
４
『
孟
子
』（
内
野
熊
一
郎
著
）
明
治
書
院
、
一
九
六
二
年
、

二
四
頁
。
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が
、
そ
れ
で
も
「
シ
ナ
の
国
内
市
場
は
お
そ
ら
く
そ
の
広
さ
に
お
い
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
す
べ
て
の
市
場
を
あ
わ
せ
た
も
の
に
あ
ま
り

劣
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」（
大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
諸
国
民
の
富
（
三
）』
岩

波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
四
九
一
〜
二
頁
）
と
言
っ
て
い
た
。
批
判
的
な
人

物
で
あ
っ
て
も
、
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
中
国
の
豊
か
さ
を
疑
わ
な
か
っ
た

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
中
国
が
近
代
資
本
主
義
化
に
お
い
て
後
れ
を
と

っ
た
の
は
、
や
は
り
「
限
り
な
い
発
展
」
と
い
う
エ
ー
ト
ス
の
欠
如
に
拠
っ

た
も
の
で
は
な
い
か
。

（
84
）

高
山
岩
男
「
佛

の
歴
史
觀
」（
吉
田
紹
欽
編
『
現
代
佛

講
座
第
三
巻
歴

史
編
』
角
川
書
店
、
一
九
五
五
年
所
収
）
二
四
三
〜
四
頁
。

（
85
）

同
前
、
二
四
四
〜
五
頁
。

（
86
）

江
島
惠
教
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
時
間
論
」（
三
枝
充
悳
編
『
講
座
仏
教
思

想
第
１
巻
「
存
在
論
・
時
間
論
」』
理
想
社
、
一
九
七
四
年
所
収
）、
二
六
八

頁
。

（
87
）

玉
城
康
四
郎
「
道
元
の
時
間
論
」（
前
掲
、『
講
座
仏
教
思
想
第
１
巻
「
存
在

論
・
時
間
論
」』
所
収
）、
二
七
一
頁
。

（
88
）

石
田
充
之
「
末
法
思
想
」（
前
掲
、『
講
座
仏
教
思
想
第
１
巻
「
存
在
論
・
時

間
論
」』
所
収
）、
三
一
八
頁
。

（
89
）

前
掲
、「
佛

の
歴
史
觀
」
二
四
四
頁
。

（
90
）

同
前
、
二
五
五
頁
。

（
91
）

「
君
の
道
を
盡
玉
ふ
は
堯
に
あ
り
。
孝
の
道
を
盡
玉
ふ
は
舜
に
あ
り
」（
石
田

梅
岩
著
、
足
立
栗
園
校
訂
『
都
鄙
問
答
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、
一
〇

頁
）。

（
76
）

同
前
、
五
一
二
頁
。

（
77
）

稲
葉
一
郎
『
中
国
の
歴
史
観
』
創
文
館
、
一
九
九
九
年
、
五
五
頁
。

（
78
）

素
直
に
解
釈
す
れ
ば
、
孟
子
に
よ
る
こ
れ
ら
の
主
張
は
脈
絡
の
異
な
る
も
の

で
あ
り
、
稲
葉
の
よ
う
に
一
つ
に
合
成
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
。
状
況
や

相
手
に
よ
っ
て
主
張
を
変
え
る
こ
と
は
、
討
論
す
る
者
と
し
て
は
当
然
の
態

度
と
い
え
る
。
も
し
、
状
況
を
無
視
し
て
複
数
の
主
張
を
合
成
す
れ
ば
、
多

く
の
思
想
家
は
論
理
が
矛
盾
し
て
い
る
と
し
て
破
産
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

（
79
）

新
釈
漢
文
大
系
96
『
貞
観
政
要
（
下
）』（
原
田
種
成
著
）
明
治
書
院
、
一
九

七
九
年
、
七
〇
三
頁
。

（
80
）

前
掲
、『
論
語
』
二
八
八
頁
。

（
81
）

塚
本
哲
三
編
輯
『
山
鹿
素
行
文
集
』
有
朋
堂
書
店
、
一
九
二
八
年
、
二
九
九

頁
。

（
82
）

高
須
芳
次
郎
編
『
藤
田
東
湖
集
』
水
戸
学
大
系
第
一
巻
、
水
戸
学
大
系
刊
行

會
、
一
九
四
〇
年
、
三
八
四
頁
。

（
83
）

東
ア
ジ
ア
文
化
圏
は
、
欧
州
よ
り
も
早
く
経
済
発
展
し
、
い
わ
ゆ
る
「
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
の
三
大
発
明
」
も
中
国
宋
代
の
方
が
数
百
年
も
先
取
り
し
て
い
た
。

一
八
世
紀
の
時
点
に
お
い
て
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
や
ケ
ネ
ー
に
と
っ
て
中
国

は
尊
敬
の
的
で
あ
っ
た
。
ケ
ネ
ー
は
当
時
の
中
国
に
つ
い
て
「
こ
の
国
が
世

界
の
最
も
よ
い
國
、
人
々
が
知
っ
て
い
る
範
圍
内
で
人
口
が
最
も
多
く
、
最

も
繁
栄
せ
る
王
國
で
あ
る
こ
と
を
否
認
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
」（
勝
谷
在

登
譯
『
支
那
論
』
白
揚
社
、
一
九
四
〇
年
、
三
五
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
中
国
の
情
報
に
つ
い
て
批
判
的
で
あ
っ
た

教

教

教
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日本の「近代」を特徴づける資本主義的精神とは何か
論叢　松下幸之助

第
六
巻
第
六
號
〔
九
月
號
〕、
歴
史

育
研
究
会
、
一
九
三
一
年
、
一
四
頁
）。

（
100
）

そ
の
ほ
か
江
戸
時
代
の
重
要
な
経
済
思
想
と
し
て
、
徂
徠
学
と
報
徳
思
想
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
と
も
、
近
代
以
降
ま
で
影
響
力
を
持
ち
、
近

代
資
本
主
義
化
の
原
動
力
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、
最
近
の
日

本
経
済
思
想
史
研
究
に
お
い
て
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
川
口
浩
・
他
著
『
日

本
の
経
済
思
想
世
界
―
「
十
九
世
紀
」
の
企
業
者
・
政
策
者
・
知
識
人
―
』

（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
四
年
発
行
予
定
）
参
照
。

（
101
）

先
の
本
田
の
引
用
に
も
あ
る
と
お
り
、
法
家
系
統
の
思
想
は
儒
家
と
は
異
な

る
歴
史
観
を
持
っ
て
い
た
。
韓
非
子
は
堯
・
舜
な
ど
と
は
別
の
「
新
聖
」
を

認
め
、
時
代
ご
と
に
理
想
的
な
治
世
は
異
な
る
と
認
識
し
て
い
た
（
新
釈
漢

文
大
系
12
『
韓
非
子
』〔
竹
内
照
夫
著
〕
明
徳
出
版
、
一
九
六
四
年
、
八
二

七
頁
）。
同
じ
く
法
家
に
近
い
『
春
秋
左
氏
伝
』
の
巻
末
で
は
、
呉
・
越
が

中
国
文
明
を
導
入
し
て
強
大
化
し
て
ゆ
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
『
春

秋
左
氏
伝
』
を
幕
末
当
時
、
中
国
を
遙
か
に
凌
駕
す
る
水
準
で
研
究
し
て
い

た
の
が
亀
井
学
派
で
あ
っ
た
。
福
沢
諭
吉
は
、
こ
の
亀
井
学
派
の
塾
で
一
九

歳
ま
で
左
伝
を
学
ん
で
い
た
。
福
沢
諭
吉
の
文
明
発
達
論
と
亀
井
流
左
伝
学

の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
福
沢
諭
吉
と
亀
井
学
の
思
想
―
福
沢
に
お

け
る
『
縦
に
慣
れ
た
る
資
力
』
と
は
何
か
―
」『
近
代
日
本
研
究
』
第
二
〇

巻
、
慶
應
義
塾
福
澤
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
三
年
参
照
。

（
さ
か
も
と
・
し
ん
い
ち
　
Ｐ
Ｈ
Ｐ
総
合
研
究
所
第
一
研
究
本
部
松
下
理
念
研

究
部
研
究
員
）

（
92
）

同
前
、
三
一
頁
。

（
93
）

同
前
、
二
七
頁
。

（
94
）

日
本
思
想
大
系
42
『
石
門
心
学
』（
柴
田
実
校
注
）
岩
波
書
店
、
一
九
七
一

年
、
四
一
三
頁
。

（
95
）

鈴
木
正
三
『
萬
民
徳
用
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
83
『
假
名
法
語
集
』
宮
坂

宥
勝
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
二
七
九
頁
。

（
96
）

前
掲
、『
假
名
法
語
集
』
三
〇
五
頁
。

（
97
）

本
稿
の
研
究
は
、
鈴
木
正
三
に
関
し
て
十
分
に
調
査
し
て
い
な
い
。
ま
た
井

原
西
鶴
が
『
世
間
胸
算
用
』
で
描
い
た
よ
う
な
商
人
の
姿
は
、
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
べ
き
か
。
西
鶴
が
描
い
た
商
人
は
「
営
利
欲
」
が
あ
っ
て
も
「
エ
ー

ト
ス
」
に
欠
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後
さ
ら
な
る
研
究
を
要
す
る
問

題
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
国
時
代
に
「
限
り
な
い
発
展
」
と
類
似
の
発
想
が
存
在
し
た
可

能
性
は
排
除
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
豊
臣
秀
吉
は
生
涯
に
お
い
て
領
土
拡
大

の
野
心
を
持
っ
た
。
松
下
は
子
供
の
頃
よ
り
秀
吉
に
は
親
近
感
を
持
っ
て
い

た
が
、
こ
れ
と
の
連
関
は
不
明
で
あ
る
。

（
98
）

頼
山
陽
『
日
本
外
史
（
下
）』（
頼
成
一
・
頼
惟
勤
訳
）
岩
波
書
店
、
一
九
八

一
年
、
四
六
九
頁
。

（
99
）

「
自
分
も
初
め
は
戰
國
の
英
雄
の
事
蹟
が
知
り
度
く
て
日
本
外
史
を
讀
ん
だ

の
で
あ
っ
た
が
、
讀
ん
で
居
る
内
に
段
々
面
白
く
な
っ
て
、
山
陽
の
議
論
に

釣
り
込
ま
れ
て
、
い
つ
し
か
尊
王
論
に
耳
を
傾
け
る
様
に
な
り
、
山
陽
詩
鈔

を
愛
讀
し
、
楠
公
に
關
す
る
詩
な
ど
は
大
抵
暗
誦
し
て
居
っ
た
」（
渋
沢
栄

一
「
日
本
外
史
の

訓
」『
研
究
評
論
歴
史

育
』〔
頼
山
陽
百
年
祭
記
念
號
〕

教

教

教




