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は
じ
め
に

『
エ
チ
カ
』
の
な
か
で
も
、
第
五
部
は
と
り
わ
け
重
要
な
テ
キ
ス
ト
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。「
第
三
種
の
認
識
」
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
に

お
い
て
最
も
重
要
な
思
想
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
ま
と
め
て
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
を
よ
く
み
る
と
、

「
第
三
種
の
認
識
」
に
割
か
れ
て
い
る
の
は
合
計
四
二
個
の
定
理
の
う
ち
の
ほ
ぼ
半
分
に
あ
た
る
定
理
二
一
か
ら
定
理
四
二
ま
で
に
す
ぎ
な
い
。

定
理
一
か
ら
定
理
二
十
ま
で
は
、「
第
三
種
の
認
識
」
で
は
な
く
「
感
情
の
治
療
」
を
主
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
第
三
種

の
認
識
」
と
「
感
情
の
治
療
」
は
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
を
半
分
ず
つ
分
け
合
っ
て
い
る
の
に
、ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
は
こ
れ
ま
で
「
第
三
種
の
認
識
」

に
の
み
目
を
奪
わ
れ
す
ぎ
て
き
た
。
フ
ロ
イ
ト
と
の
比
較
研
究（
一
）な
ど
を
別
と
す
れ
ば
、「
感
情
の
治
療
」
が
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題
的
に
取

り
扱
わ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い（
二
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
不
公
平
な
取
り
扱
い
で
あ
る
よ
う
に

私
に
は
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
表
向
き
は
「
感
情
の
治
療
」
と
い
う
主
題
の
も
と
に
続
く
二
十
個
の
定
理
は
、
自
由
意
志
の
否
定
と
い
う
、

ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
に
お
い
て
は
「
第
三
種
の
認
識
」
に
匹
敵
す
る
重
要
性
を
も
つ
思
想
を
、
実
践
的
な
問
題
と
し
て
展
開
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
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二

理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
哲
学
史
の
常
識
と
す
ら
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
の
は
じ
つ
は
ス
ピ
ノ
ザ
が
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
し
た
と
い
う
点
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
由
意
志
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
利
益
が
あ
る
と
ス
ピ
ノ
ザ
は
自
身
は
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（
三
）。
こ
の
点

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、「
感
情
の
治
療
」
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

一　

ス
ピ
ノ
ザ
の
証
言

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
お
の
れ
の
「
衝
動
」
は
意
識
で
き
て
も
、
そ
の
「
衝
動
」
を
決
定
し
て
い
る
原
因
ま
で
は
意
識
で
き
な
い
が

ゆ
え
に
、
お
の
れ
を
自
由
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る（
四
）。
そ
の
よ
う
な
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
決
定
さ
れ
て
い
な
い
自
由
な
意
志
を
行
使
し
う

る
存
在
と
し
て
、
人
間
は
お
の
れ
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
よ
う
な
信
念
を
幻
想
と
み
な

す
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
こ
の
点
の
証
明
に
割
い
た
定
理
は
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
八
、四
九
の
二
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
定
理
に
関
し
て

ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
、
こ
れ
が
自
由
意
志
を
否
定
す
る
理
論

0

0

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
、
し
か
し
第
二
に
、
定
理
四
九
に
添
付
さ

れ
た
長
い
注
解
の
な
か
で
、
こ
の
理
論
の
「
有
用
性(utilitates)

」
が
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
主
旨
と
な
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
理
論
の
「
有
用
性
」
に
つ
い
て
は
こ
の
注
解
の
な
か
で
も
少
し
ば
か
り
触
れ
る
が
、「
主
要

な
有
用
性
は
第
五
部
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
い
う
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」（
五
）。

私
の
意
図
は
、
こ
の
「
有
用
性
」
と
い
う
語
を
、
自
由
意
志
を
否
定
す
る
理
論
の
も
つ
実
践
的
な
含
意
と
い
う
意
味
に
理
解
し
、
そ
の
よ
う

な
理
解
に
も
と
づ
い
て
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
前
半
の
「
感
情
の
治
療
」
を
読
み
直
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、ス
ピ
ノ
ザ
は
た
ん
に
「
第

五
部
」
と
だ
け
い
っ
て
い
る
が
、
私
の
考
え
で
は
そ
れ
は
や
は
り
第
五
部
の
前
半
0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
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理
四
七
注
解
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
第
三
種
の
認
識
」
に
つ
い
て
、
同
じ
よ
う
に
「
そ
の
優
越
性
と
有
用
性
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
述
べ
る
場
は
、

第
五
部
の
な
か
に
あ
る
で
あ
ろ
う
」（
六
）と
い
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
第
五
部
の
後
半
0

0

を
指
す
こ
と
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
は
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
全
体
が
実
践
的
な
観
点
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
前
半
の
「
感
情
の
治
療
」
の
部
分
で
は
自
由
意
志
を
否
定
す

る
こ
と
の
実
践
的
な
意
味
が
、
ま
た
後
半
で
は
文
字
通
り
「
第
三
種
の
認
識
」
の
実
践
的
な
意
味
が
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

二　

自
由
意
志
の
否
定

『
エ
チ
カ
』
第
五
部
前
半
の
「
感
情
の
治
療
」
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
八
、四
九
の
自
由
意
志
の
否
定
の
理
論
が
も
つ
実
践
的
な
意

味
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
議
論
す
る
前
に
、
ま
ず
自
由
意
志
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
、
い
っ
た
い
何
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
か

を
正
確
に
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

定
理
四
八
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
意
志
」
と
い
う
一
般
的
な
能
力
の
存
在
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
懐
疑
に
も
と
づ
い
て
こ
う
し

た
能
力
の
存
在
を
確
信
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
私
は
ど
れ
ほ
ど
自
明
と
思
わ
れ
る
事
柄
で
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
い

や
、
厳
密
に
は
実
際
に
そ
れ
ら
を
否
定
で
き
た

0

0

0

と
い
う
経
験
か
ら
こ
う
し
た
能
力
の
存
在
を
確
信
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る（
七
）。
し
か
し
、
ス

ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
意
志
と
い
う
の
は
つ
ね
に
「
こ
の
意
志
」
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
個
々
の
意
志
作
用
か
ら
独
立
し

た
、
一
般
的
な
能
力
と
し
て
の
意
志
な
ど
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
意
志
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
一
般
的
な
能
力
と
し

て
の
意
志
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
由
意
志
は
存
在
し
な
い
。
定
理
四
八
を
引
用
し
よ
う
。
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四

魂
の
中
に
は
、絶
対
的
な
意
志
す
な
わ
ち
自
由
意
志
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、魂
は
こ
れ
ま
た
は
あ
れ
を
意
志
す
る
よ
う
に
原
因
に
よ
っ

て
決
定
さ
れ
、
こ
の
原
因
も
ま
た
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
原
因
も
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
こ
う
し
て
無
限

に
進
む
。

こ
の
よ
う
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
否
定
し
た
の
は
あ
く
ま
で
一
般
的
な
能
力
と
い
う
意
味
で
の
自
由
意
志
の
存
在
で
あ
っ
て
、
個
別
的
な
意
志
作
用

の
存
在
は
何
ら
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
が
も
し
こ
れ
で
終
わ
り
だ
と
す
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
自

由
意
志
を
全
面
的
に
否
定
し
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
与
え
ら
れ
た
認
識
を
そ
の
都
度
無
差
別
に
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、や
は
り
わ
れ
わ
れ
は
自
由
意
志
を
も
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
い
い
す
ぎ
で
あ
れ
ば
、

自
由
意
志
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
い
直
し
て
も
よ
い
。
そ
う
い
い
直
し
た
と
し
て
も
、
現
に
行
使
さ
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
自
由
意
志

の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
の
点
を
見
逃
し
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
定

理
四
九
で
は
、
個
々
の
意
志
作
用
が
、
は
た
し
て
個
々
の
認
識
（
観
念
）
に
対
し
て
外
的
に
作
用
し
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
、
そ

う
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
意
志
作
用
は
認
識
（
観
念
）
の
外
か
ら
無
差
別
に
行

使
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
個
々
の
認
識
（
観
念
）
に
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
意
志
し
て
い
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
ま
ず
何
か
を
考
え
、
し
か
る
後
に
そ
れ
を
外
か
ら
肯
定
・
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る（
八
）。
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
意
志
と
は
結
局
、
観
念
が
含
む
肯
定
・
否
定
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
定
理
四
九
を
引
用
し
よ
う
。

魂
の
中
に
は
い
か
な
る
意
志
作
用
も
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
観
念
が
観
念
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
含
む
以
外
の
、
い
か
な
る
肯
定
・
否
定

も
存
在
し
な
い
。
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五

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
し
て
意
志
作
用
を
認
識
（
観
念
）
に
吸
収
し
た
の
で
あ
る
。「
意
志
と
知
性
は
同
一
で
あ
る
」（
九
）。
こ
こ
で
定
理
四
八
、四
九

の
構
造
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
定
理
四
八
で
は
個
別
的
な
意
志
作
用
し
か
認
め
な
い
と
い
う
唯
名
論
に
立
っ
た
上
で
、
続
く
定

理
四
九
で
さ
ら
に
そ
の
個
別
的
な
意
志
作
用
を
認
識
作
用
の
中
に
吸
収
し
、
意
志
の
独
立
存
在
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
定
理
四
八
の
注
解
で
「
意
志
と
い
う
言
葉
を
肯
定
・
否
定
す
る
能
力
と
解
す
る
の
で
、
欲
望
と
解
す
る
の
で
は
な
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
注
意

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
象
を
追
求
し
た
り
忌
避
し
た
り
す
る
欲
望
の
存
在
で
は
な
い
。
認
識

（
観
念
）
の
外
か
ら
、認
識
（
観
念
）
を
肯
定
し
た
り
否
定
し
た
り
す
る
絶
対
的
な
能
力
の
存
在
が
、こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　

三　

感
情
の
治
療

く
り
返
し
て
い
え
ば
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
前
半
の
「
感
情
の
治
療
」
は
、
理
論
と
し
て
は
す
で
に
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
で
証
明
ず
み
の
自

由
意
志
の
否
定
と
い
う
主
題
の
実
践
的
な
含
意
を
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
点
を
議
論
す
る
前
提
と
し
て
、
自
由
意
志
の
否
定
の

論
理
を
た
ど
っ
て
み
た
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
問
題
の
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
を
繙
い
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
二

を
ま
ず
引
用
し
よ
う
。
こ
の
定
理
は
「
感
情
の
治
療
」
が
い
か
に
な
さ
れ
う
る
か
を
定
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
し
我
々
が
魂
の
動
き
つ
ま
り
感
情
を
外
部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
、
他
の
思
惟
に
結
合
す
れ
ば
、
外
部
の
原
因
に
対
す
る
愛
あ

る
い
は
憎
し
み
は
、
こ
れ
ら
の
感
情
か
ら
生
じ
る
魂
の
動
揺
と
同
じ
く
破
壊
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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読
ま
れ
る
と
お
り
、
こ
こ
に
は
「
自
由
意
志
」
は
お
ろ
か
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
さ
え
使
わ
れ
て
い
な
い
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
定
理

の
証
明
の
な
か
に
も
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
出
て
こ
な
い
。
こ
の
定
理
を
文
字
通
り
に
読
め
ば
、「
愛
」
や
「
憎
し
み
」
の
よ
う
な
感
情

を
破
壊
す
る
に
は
、
そ
の
感
情
を
外
部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
別
の
思
惟
に
結
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。「
憎
し
み
」
は
と
も
か
く
、
な
ぜ
「
愛
」
ま
で
破
壊
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ

の
定
理
の
主
旨
は
、
も
は
や
感
情
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
の
れ
の
生
を
肯
定
で
き
る
よ
う
な
境
地
に
至
る
た
め
の
生
の
技
法
を
要
約
す
る

点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
定
理
が
要
約
す
る
生
の
技
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
具
体
的
に
何
を
す

れ
ば
よ
い
か
は
必
ず
し
も
は
じ
め
か
ら
明
瞭
に
理
解
で
き
る
と
は
い
え
な
い
。
い
っ
た
い
「
感
情
を
外
部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
、
他

の
思
惟
に
結
合
」
す
る
と
は
何
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
外
部
の
原
因
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
「
他
の
思
惟
」
と
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
不
明
で
あ
る
た
め
、「
切
り
離
す
」
と
か
「
結
合
」
す
る
と
か
い
わ
れ
て
も
、
さ
て
何
を
ど
う
も
っ
て
い
け
ば
よ
い

の
か
、
具
体
的
に
了
解
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
押
さ
え
ら
れ
な
い
と
、
こ
れ
に
続
く
諸
定
理
も
、
そ
の
論
理
は
た
ど
れ
た

と
し
て
、
何
を
主
旨
に
そ
う
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
か
が
ど
う
も
頭
に
入
っ
て
こ
な
い
と
い
う
、
困
っ
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
定
理
の
解
釈
は
重
要
で
あ
る
。

自
由
意
志
の
否
定
の
「
有
用
性
」
は
こ
の
第
五
部
を
読
め
ば
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
、
と
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
が
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
定
理
の
意
味
を
明
瞭
に
理
解
す
る
に
は
、
自
由
意
志
の
否
定
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
す
る
と
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
点
は
、
感
情
を
馴
致
す
る
た
め
に
、
自
由
意
志
な
ど
と
い
う
存
在
し
な
い
も
の
を
持
ち
出
し
て

も
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
の
で
、
そ
れ
と
は
別
の
技
法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
こ
の
定
理
二
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
実
際
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
判
断
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
自
由
意
志
が
存
在
す
る
と
い
う
信
念
に
も
と
づ
い
て
考
え
出
さ
れ
た
道
徳
説
、

と
り
わ
け
感
情
へ
の
対
処
法
は
こ
れ
ま
で
う
ま
く
い
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
序
言
の
大
半
を
ス
ト
ア
派
と
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デ
カ
ル
ト
の
道
徳
説
の
批
判
に
費
や
し
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
の
要
点
は
、
ス
ト
ア
派
も
デ
カ
ル
ト
も
、
わ
れ
わ
れ
の
意
志
が
感
情
を
支
配
し

う
る
と
い
う
観
点
か
ら
道
徳
説
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
理
論
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
集
約
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
の
評
価
に
言
及
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
し
て
、
ス
ト
ア
派
に
つ
い
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
評
価
を
み
て

み
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
ス
ト
ア
派
は
諸
感
情
が
わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
絶
対
的
に
依
存
し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
諸
感
情
を
絶
対
的

に
支
配
で
き
る
と
信
じ
た
」
が
、「
経
験
の
抗
議
」
に
よ
っ
て
こ
の
考
え
を
修
正
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た（
一
〇
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
由

意
志
に
も
と
づ
く
道
徳
説
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
知
性
」
の
能
力
に
も
と
づ
く
倫
理
学
を
提
案
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
エ
チ
カ
』

第
五
部
の
表
題
も
「
知
性
の
能
力
あ
る
い
は
人
間
の
自
由
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
テ
キ
ス
ト
で
確
認
し
よ
う
。『
エ
チ
カ
』

第
五
部
序
言
の
末
尾
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

魂
の
能
力
は
、
先
に
私
が
示
し
た
よ
う
に
、
た
だ
知
性
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
情
の
治
療
│
│
私
の
信
じ
る
と

こ
ろ
で
は
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
人
が
実
際
に
経
験
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
明
確
に
観
察
し
た
り
判
明
に
観
て
は
い
な
い
│
│
を
わ
れ
わ
れ
は

た
だ
魂
の
認
識
に
よ
っ
て
決
定
し
、
そ
こ
か
ら
魂
の
至
福
に
関
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
を
導
き
出
す
で
あ
ろ
う（
一
一
）。

自
由
意
志
の
存
在
を
前
提
し
て
作
り
出
さ
れ
た
感
情
へ
の
対
処
法
に
は
欠
陥
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
別
の
仕
方
で
感
情
へ
の
対
処
法
を
考
え
直
す

必
要
が
あ
る
。
感
情
に
対
処
す
る
の
に
自
由
意
志
な
ど
役
立
た
ず
で
あ
る
以
上
、「
知
性
の
能
力
」
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
方
法
が
「
感

情
の
治
療
」
で
あ
る
。
い
ま
引
用
し
た
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
序
言
の
末
尾
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
が
「
私
の
信
じ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
を
す
べ
て
の

人
が
実
際
に
経
験
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
明
確
に
観
察
し
た
り
判
明
に
観
て
は
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
る
。
人
間
が
感
情
に

う
ま
く
対
処
で
き
た
と
き
に
は
、
実
際
に
自
由
意
志
な
ど
に
頼
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
は
自
分
が
自
由
で
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あ
る
と
い
う
幻
想
を
捨
て
な
い
か
ら
、
感
情
を
お
の
れ
の
意
志
の
力
で
克
服
す
る
と
い
う
、
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
て
感
情
に
正

し
く
対
処
し
損
ね
て
い
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、ス
ピ
ノ
ザ
が
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
九
の
注
解
で
触
れ
て
い
た
、自
由
意
志
の
否
定
の
「
有

用
性
」
と
は
、
自
由
意
志
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
じ
つ
は
こ
れ
ま
で
実
際
に
や
っ
て
き
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
今
後
も
実

行
可
能
な
感
情
へ
の
対
処
法
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
は
っ
き
り
示
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

実
際
、
人
間
は
お
互
い
を
自
由
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
で
か
え
っ
て
強
力
な
愛
憎
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
る
。「
人
間
は
み
ず
か
ら
を
自
由
で

あ
る
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
、
他
の
も
の
に
対
し
て
よ
り
も
相
互
に
対
し
て
よ
り
大
き
な
愛
ま
た
は
憎
し
み
を
抱
き
合
う
」（
一
二
）。
感
情
が
煩
わ

し
い
の
は
、
そ
れ
が
互
い
を
自
由
と
み
な
す
人
間
た
ち
の
あ
い
だ
で
生
き
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、「
憎
し
み
」
で

あ
れ
「
愛
」
で
あ
れ
、
い
ず
れ
煩
わ
し
い
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
道
徳
は
、
こ
の
よ
う
な
愛
憎
関
係
を
温
存
し
、
助
長

し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
ら
を
馴
致
す
る
こ
と
に
は
と
て
も
到
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
こ
の
論
点
を
こ
こ
で
も
う
少
し
敷
衍
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
自
由
意
志
の
否
定
の
「
有
用
性
」
は
ス
ピ
ノ
ザ

が
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
で
提
案
す
る
「
感
情
の
治
療
」
か
ら
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
の
が
本
当
な
ら
、
こ
こ
で
治
療
さ
れ
る
べ
き
感

情
は
、
人
間
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
人
間
以
外
の
も
の
を
自
由
と
は
み
な
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
無
論
、
定
理

に
は
た
だ
「
感
情
」
と
の
み
書
き
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
感
情
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
の

関
心
の
中
心
が
人
間
に
対
す
る
感
情
で
あ
っ
た
と
い
う
点
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
定
理
五
が
置
か
れ
て

い
る
意
味
も
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
定
理
五
を
引
用
し
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
が
た
ん
に
表
象
す
る
の
み
で
、
必
然
的
と
も
可
能
的
と
も
偶
然
的
と
も
表
象
し
な
い
も
の
に
対
す
る
感
情
は
、
そ
の
他
の
事
情

が
等
し
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
感
情
の
中
で
最
大
で
あ
る
。
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「
た
ん
に
表
象
す
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
定
理
の
証
明
で
「
自
由
で
あ
る
と
表
象
す
る
も
の
」
と
い
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
定
理
は
、
人
間
に
対
す
る
感
情
が
す
べ
て
の
感
情
の
中
で
最
大
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
人
間

に
と
っ
て
最
も
煩
わ
し
く
、
し
た
が
っ
て
治
療
が
必
要
な
の
は
人
間
に
対
す
る
感
情
な
の
で
あ
る
。
あ
い
つ
の
せ
い

0

0

だ
と
考
え
た
途
端
、
感
情

は
思
考
を
か
き
乱
し
始
め
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
感
情
は
む
し
ろ
充
実
し
た
生
に
不
可
欠
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う
一
度
定
理
二
の
「
感
情
の
治
療
」
の
定
式
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
意
味
す
る
こ
と
が
、
先
ほ
ど

に
較
べ
、
幾
分
か
は
明
瞭
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
自
分
も
相
手
も
自
由
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
感
情
を
煩
わ
し
い
も
の
に
し
て

い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
由
意
志
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
処
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
火
に
油
を
注
ぐ
が
ご
と
き
愚
行
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
感
情
に

は
知
的
に
対
処
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
あ
い
つ
の
せ
い
だ
と
思
う
こ
と
を
止
め
、
も
っ
と
別
の
仕
方
で
感
情
を
捉
え
直
し
て
み
る

方
が
よ
い
。「
感
情
を
外
部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
、他
の
思
惟
に
結
合
」
す
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
外

部
の
原
因
」
と
は
他
者
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
人
格
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

す
る
と
問
題
は
、
感
情
を
ど
ん
な
仕
方
で
捉
え
直
す
か
と
い
う
点
で
あ
る
。「
他
の
思
惟
に
結
合
」
す
る
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
　
　

四　

自
然
現
象
と
し
て
の
感
情

感
情
を
治
療
す
る
に
は
、
人
間
と
い
う
の
は
単
独
で
何
か
の
原
因
と
な
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
他
の
原
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い

る
存
在
な
の
だ
と
い
う
点
を
認
識
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
よ
っ
て
感
情
の
重
み
は
軽
減
さ
れ
う
る
。
こ
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の
点
は
す
で
に
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
四
八
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

愛
と
憎
し
み
、
例
え
ば
ペ
テ
ロ
に
対
す
る
愛
と
憎
し
み
は
、
憎
し
み
が
含
む
悲
し
み
、
愛
が
含
む
喜
び
が
、
他
の
原
因
の
観
念
と
結
合
す

れ
ば
破
壊
さ
れ
る
。
ま
た
愛
も
憎
し
み
も
ペ
テ
ロ
が
そ
の
唯
一
の
原
因
で
な
か
っ
た
と
わ
れ
わ
れ
が
表
象
す
る
限
り
に
お
い
て
減
少
す
る
。

　
　

こ
の
点
を
認
識
す
る
な
ら
、「
愛
」
も
「
憎
し
み
」
も
誰
か
ひ
と
り
の
人
間
が
原
因
で
生
ま
れ
る
の
で
な
く
、
も
っ
と
複
雑
な
事
物
の
連
鎖
に

よ
る
決
定
を
経
て
お
の
れ
に
や
っ
て
き
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
考
え
を
徹
底
さ
せ
る
な
ら
、「
愛
」
や
「
憎

し
み
」
を
い
わ
ば
頭
痛
や
発
熱
の
よ
う
に
自
然
の
因
果
に
よ
っ
て
複
雑
に
決
定
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
観
点
に
立
つ
こ

と
が
で
き
よ
う
。「
他
の
思
惟
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
感
情
を
一
個
の
自
然
現
象
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
思
惟
の
こ

と
で
あ
る
と
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、「
感
情
を
外
部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
、
他
の
思
惟
に
結
合
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
外
部
の
原
因
に
対
す
る
愛
や
憎

し
み
は
破
壊
さ
れ
る
」。
す
な
わ
ち
、愛
憎
関
係
の
煩
わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
が『
エ
チ
カ
』第
五
部
定
理
二
の
解
釈
で
あ
る
。

こ
の
定
理
の
意
味
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
以
下
の
定
理
の
主
旨
も
、
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
の
で
は
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
け
ば
、

そ
こ
か
ら
逆
に
、
定
理
二
に
つ
い
て
今
私
が
示
し
た
解
釈
の
妥
当
性
が
証
明
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う（
一
三
）。

定
理
三
は
、
感
情
を
一
個
の
自
然
現
象
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
何
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
を
説
明
し
た

も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
感
情
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
感
情
に
つ
い
て
の
十
全
な
観
念
を
も

つ
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
受
動
と
い
う
状
態
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
定
理
三
を
引
用
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し
よ
う
。

受
動
で
あ
る
感
情
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
明
晰
判
明
な
観
念
を
形
成
す
る
と
同
時
に
受
動
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。

ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
で
「
明
晰
判
明
な
観
念
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
流
の
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
本
来
の
用
語
を
用
い
る
な
ら
「
十
全

な
観
念
」
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
法
で
は
、「
十
全
」
な
観
念
を
も
つ
と
き
の
我
々
は
「
能
動
」
と
い
う
状
態
に
あ
り
、
逆
に
「
不
十
全
」

な
観
念
を
も
つ
と
き
「
受
動
」
と
い
う
状
態
に
あ
る（
一
四
）。
わ
れ
わ
れ
が
自
己
の
感
情
を
誰
か
の
せ
い
に
し
て
い
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
感
情

を
「
不
十
全
」
に
し
か
認
識
し
て
お
ら
ず
、「
受
動
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
。
逆
に
そ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
離
れ
、
感
情
を
一
個
の
自
然
現
象

と
し
て
理
解
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
感
情
を
「
十
全
」
に
認
識
で
き
「
能
動
」
と
い
う
状
態
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
感
情
を
自
然
現
象
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
感
情
を
一
般
法
則
に
よ
っ
て
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
感
情
は
、
物
体
現
象
と
同
様
に
、
一
定
の
法
則
に
の
っ
と
っ
て
人
間
に
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
重
い
物
体
が
軽
い

物
体
を
跳
ね
返
す
と
い
う
現
象
は
、
一
定
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
生
じ
る
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
。
同
様
に
、
自
分
が
愛
す
る
も
の
が
破
壊
さ

れ
る
こ
と
を
表
象
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
悲
し
み
を
感
じ
る（
一
五
）。
こ
の
悲
し
み
が
、
自
分
の
愛
す
る
も
の
を
破
壊
し
た
人
物
に
向
け
ら
れ
、

そ
の
人
物
へ
の
憎
し
み（
一
六
）と
な
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
感
情
を
「
不
十
全
」
に
し
か
理
解
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
自
分

の
愛
す
る
も
の
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
表
象
は
わ
れ
わ
れ
に
悲
し
み
を
も
た
す
も
の
な
の
だ
と
い
う
、
感
情
の
法
則
に
よ
っ
て
こ
の
感
情
を
理

解
す
る
な
ら
、
そ
れ
で
こ
の
感
情
は
も
う
「
十
全
」
に
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
が
定
理
三
の
意
味
で
あ
る
。

定
理
四
は
、
感
情
を
こ
の
よ
う
に
一
般
法
則
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
づ
け
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
、
定
理
を
引
用
し
よ
う
。
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二

わ
れ
わ
れ
が
何
ら
か
の
明
晰
判
明
な
概
念
を
形
成
で
き
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
身
体
の
変
様
も
存
在
し
な
い
。

定
理
三
で
は
「
明
晰
判
明
な
観
念
0

0

」
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
が
こ
こ
で
は
「
明
晰
判
明
な
概
念
0

0

」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
定
理
の
証
明
が
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
の
も
の
は
十
全
に
し
か
概
念
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
点
か
ら
始
ま
っ
て

い
る
と
お
り
、
こ
こ
で
ス
ピ
ノ
ザ
は
彼
が
「
共
通
概
念
」
と
呼
ぶ
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
理
四
の
解
釈
の
た
め
に
は
、
少
し

ば
か
り
論
点
を
迂
回
し
て
、
こ
の
「
共
通
概
念
」
に
関
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
議
論
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

定
理
の
中
に
含
ま
れ
る
「
身
体
の
変
様
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
よ
う
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
身
体
は
外
部
の
物
体
か
ら
つ

ね
に
作
用
を
受
け
て
そ
の
状
態
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
状
態
が
「
身
体
の
変
様(aff ectio)

」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
身
体
に
生
じ
た
変
様

を
人
間
の
魂
は
知
覚
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。人
間
の
魂
に
は「
身
体
の
変
様
」の「
観
念
」が
あ
る（
一
七
）。ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う「
感
情(aff ectus)

」

と
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
状
態
の
持
続
お
よ
び
そ
の
観
念
の
両
方
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
用
語
な
の
で
あ
る（
一
八
）。
身
体
の
活
動
能
力
が
増

大
す
る
よ
う
な
変
様
が
「
喜
び
」
を
も
た
ら
し
、
ま
た
そ
れ
が
減
少
す
る
よ
う
な
変
様
が
「
悲
し
み
」
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る（
一
九
）。
と

こ
ろ
が
、
身
体
の
変
様
に
は
そ
れ
を
引
き
起
こ
し
た
外
部
の
物
体
の
本
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
感
情
の
原
因
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
原
因
に
向
け
ら
れ
た
喜
び
は
「
愛
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
、
ま
た
悲
し
み
は
「
憎
し
み
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る（
二
〇
）。
こ
れ
こ
そ
、

感
情
が
「
不
十
全
」
に
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
身
体
の
変
様
に
は
「
す
べ
て
の
も
の
に
共
通
」
で
あ
る
よ
う
な
も
の
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う（
二
一
）。
も
し

そ
う
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
人
間
身
体
は
外
部
の
物
体
か
ら
作
用
を
受
け
た
り
、
ま
た
反
対
に
作
用
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
身
体
が
現
に
様
々
な
仕
方
で
外
部
か
ら
刺
激
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
う
い
う
共
通
の
も
の
が
あ
る
の
で
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
十
全
」
に
し
か
理
解
で
き
な
い
、
と
い
う（
二
二
）。
明
ら
か
に
、

ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
身
体
が
外
部
か
ら
の
刺
激
を
受
容
し
、
変
様
す
る
際
の
法
則
を
考
え
て
い
る
。「
す
べ
て
の
も
の
共
通
」
で
あ
る
も
の
と
は
、

人
間
身
体
の
変
様
を
生
み
出
す
法
則
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
感
情
を
生
み
出
す
法
則
の
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
し
て
よ
い
。
そ
れ
に

つ
い
て
の
概
念
は
、
身
体
の
変
様
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
喜
び
や
悲
し
み
を
感
じ
る
と
き
、
同
時
に
そ
れ
ら
が
い

か
に
し
て
生
じ
た
か
を
理
解
す
る
手
が
か
り
を
も
知
覚
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
う
「
共
通
概
念
」（
二
三
）に
ほ
か
な
ら

な
い
。
こ
の
「
共
通
概
念
」
を
う
ま
く
組
み
立
て
て
感
情
を
理
解
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
感
情
を
一
個
の
自
然
現
象
の
ご
と
く
理
解
す
る
で

あ
ろ
う
。
い
い
換
え
れ
ば
、
感
情
を
「
十
全
」
に
理
解
し
、「
感
情
の
治
療
」
を
な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
定
理
四
は
ど
ん
な
感
情

も
治
療
し
う
る
と
い
う
こ
と
の
根
拠
と
し
て
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。

定
理
五
の
意
味
に
は
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
こ
の
定
理
に
触
れ
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の
先
の
定
理
へ
進
も
う
。
定
理

六
か
ら
定
理
二
十
は
、
内
容
の
点
で
二
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
。
定
理
六
か
ら
定
理
十
が
前
半
、
定
理
十
一
か
ら
二
十
が
後

半
で
あ
る
。「
感
情
の
治
療
」
の
ト
ー
タ
ル
な
理
解
の
た
め
に
は
ど
ち
ら
も
重
要
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
考
察
を
要
求

す
る
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
回
は
こ
れ
ら
の
考
察
を
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
何

を
主
題
と
し
て
い
る
か
は
こ
こ
で
簡
単
に
触
れ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
の
解
釈
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
感
情
の
治
療
」
に
か
ん
す
る
基
本
的
な
議
論
は
定
理
四
ま
で
で
完
了
し
て
い
る
。「
感
情
の
治
療
」
と
は
、

誰
も
が
も
っ
て
い
る
「
共
通
概
念
」
を
活
用
し
て
感
情
を
理
解
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
ス
ピ
ノ
ザ
は
「
第
二
種
の
認
識
」
と
呼

ん
で
い
る（
二
四
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
感
情
を
外
部
の
原
因
に
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
の
は
「
第
一
種
の
認
識
」
と
呼
ば
れ
る（
二
五
）。
定
理
六
か

ら
は
、ひ
き
つ
づ
き
こ
の
「
第
二
種
の
認
識
」
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
が
、文
脈
が
少
し
違
っ
て
く
る
。
定
理
四
ま
で
は
文
字
通
り
認
識
に
よ
っ

て
感
情
を
治
療
す
る
と
い
う
文
脈
の
中
に
「
第
二
種
の
認
識
」
は
置
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、定
理
六
か
ら
定
理
十
で
は
、「
第
二
種
の
認
識
」
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四

の
認
識
と
し
て
の
側
面
で
は
な
く
、
こ
の
認
識
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
諸
感
情
が
「
感
情
の
治
療
」
に
お
い
て
果
た
す
役
割
の
分
析
に
重
点
が

移
さ
れ
て
い
る（
二
六
）。

と
こ
ろ
で
、「
第
二
種
の
認
識
」
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
諸
感
情
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
人
間
の
魂
に
は
「
強
さ
」（
二
七
）が
帰
せ
ら
れ
る
。

定
理
十
一
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
強
さ
」
が
最
高
度
に
表
現
さ
れ
る
の
は
、
人
間
が
神
を
愛
す
る
と
き
で
あ
る
、
と
い
う
文
脈
が
現
れ
る
。

神
を
愛
す
る
者
は
あ
の
世
で
救
わ
れ
る
の
で
な
く
、こ
の
世
で
感
情
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
お
の
れ
の
生
を
肯
定
す
る
。定
理
十
一
か
ら
二
十

ま
で
は
、「
神
に
対
す
る
愛
」（
二
八
）と
い
う
新
し
い
文
脈
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
後
半

の
「
神
の
知
的
愛
」（
二
九
）と
の
対
照
と
い
う
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。　

こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
な
が
ら
、
あ
え
て
こ
こ
ま
で
触
れ

て
こ
な
か
っ
た
定
理
一
を
最
後
に
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　

五　

第
二
種
の
認
識

ま
ず
定
理
一
を
引
用
し
よ
う
。

思
惟
お
よ
び
事
物
の
観
念
が
魂
の
中
で
秩
序
づ
け
ら
れ
連
結
さ
れ
る
に
し
た
が
い
、
そ
れ
に
正
確
に
対
応
し
て
身
体
の
変
様
つ
ま
り
事
物

の
表
象
は
身
体
の
中
で
秩
序
づ
け
ら
れ
連
結
さ
れ
る
。

こ
の
定
理
の
要
点
は
、
思
惟
の
秩
序
と
連
結
に
、
身
体
の
変
様
の
秩
序
と
連
結
が
対
応
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
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か
を
明
瞭
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
十
八
注
解
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
身
体
の
秩
序
と
連
結
に
、
思

惟
の
秩
序
と
連
結
が
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
定
理
で
は
、
思
惟
と
身
体
の
主
従
関
係
が
逆
さ
ま
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
眼
に
つ
く
が
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
心
身
平
行
論
の
二
面
で
あ
る（
三
〇
）。
平
行
な
の
だ
か
ら
ど
ち
ら
か
一
方
が
他
方
の
原

因
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
定
理
一
の
よ
う
に
思
惟
が＜

主＞

の
位
置
に
な
る
と
き
「
第
二
種
の
認
識
」
が
生
じ
、
ま
た
逆
に
「
第
一
種
の

認
識
」
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
身
体
が＜

主＞

の
位
置
に
つ
い
て
い
る
、
と
考
え
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
意
図
は
ほ
ぼ
了
解
で
き
た
と
い
い
う

る
。定

理
十
八
の
主
旨
は
「
記
憶
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、「
記
憶
」
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
表
象
」

と
い
う
認
識
一
般
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
「
第
一
種
の
認
識
」
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
よ
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
と
、

「
記
憶
」
と
は
「
人
間
身
体
の
外
部
に
あ
る
諸
事
物
の
本
性
を
含
む
よ
う
な
諸
観
念
の
何
ら
か
の
連
結
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、「
こ
の
連
結
は
人
間

身
体
の
変
様
の
秩
序
と
連
結
に
対
応
し
て
魂
の
中
に
生
じ
る
」。
こ
の
よ
う
に
、「
記
憶
」
と
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
第
一
種
の
認
識
」
と
は
、

外
部
の
物
体
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
人
間
身
体
に
生
じ
た
変
様
の
秩
序
と
連
結
に
、
思
惟
の
秩
序
と
連
結
が
対
応
し
て
生
じ
る
と
き
の
認
識
な

の
で
あ
る
。
身
体
の
変
様
の
観
念
は
外
部
の
原
因
の
観
念
を
含
む
か
ら
、「
第
一
種
の
認
識
」
に
よ
っ
て
思
惟
し
て
い
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は

お
の
れ
の
感
情
を
誰
か
の
せ
い
に
す
る
と
い
う
発
想
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
思
惟
の
秩
序
と
連
結
に
身
体
の
変
様
の
秩
序
と
連
結
が
対
応
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
第
二
種
の
認
識
」
に
よ
っ
て
思

惟
す
る
場
合
で
あ
る
。「
共
通
概
念
」
を
連
結
さ
せ
て
思
惟
す
る
と
き
、
身
体
の
変
様
は
外
部
の
原
因
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
一
般
法
則
の
も
と

に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
感
情
を
誰
か
の
せ
い
に
は
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
定
理
一
に
お
い
て

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
は
「
第
二
種
の
認
識
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
が
な
ぜ
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
の
始
め
に
置
か
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
論
じ
て
き
た
と
お
り
、『
エ
チ
カ
』
第
五
部
前
半
の
主
題
で
あ
る
「
感
情
の
治
療
」
が
「
第
二
種
の
認
識
」
に
よ
っ
て
な
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さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。『
エ
チ
カ
』
第
五
部
が
、
こ
の
よ
う
に
「
第
二
種
の
認
識
」
が
生
じ
た
時
の
心
身
の
主
従
関
係
の
逆
転
か
ら
説
き
起
こ

さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

こ
の
論
文
は
、
自
由
意
志
の
否
定
と
「
感
情
の
治
療
」
と
の
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
課
題
で
あ
っ
た
。
結
論
は
、
や
は

り
自
由
意
志
の
否
定
が
「
感
情
の
治
療
」
の
大
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
最
後
に
、
こ
の
結
論
を
も
う
少
し
具
体
的
な
形
に

敷
衍
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
感
情
の
治
療
」
は
「
第
二
種
の
認
識
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
前
半
は
「
第
二
種
の
認
識
」

の
実
践
的
機
能
に
つ
い
て
の
記
述
と
し
て
解
釈
し
う
る
と
い
う
点
を
私
は
示
し
た
。
で
は
、
自
由
意
志
の
否
定
と
「
第
二
種
の
認
識
」
の
関
係

は
ど
う
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
当
然
こ
の
点
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
第
二
種
の
認
識
」
と
は
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
「
共
通
概
念
」
を
組
み
立
て
る
こ
と
で
成
立
す
る
認
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
共

通
概
念
」
は
す
べ
て
の
人
間
に
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
「
第
一
種
の
認
識
」
で
思
惟
し
て
い
る
。
そ
れ
が
ス
ピ

ノ
ザ
の
考
え
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
人
間
は
「
共
通
概
念
」
を
獲
得
す
る
の

で
あ
っ
て
始
め
か
ら
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
解
釈
し
、
だ
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
は
「
不
十
全
」
な
観
念
し
か
も
た
な
い
人
間
が

い
か
に
し
て
「
共
通
概
念
」
と
い
う
「
十
全
」
な
観
念
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
だ
と
決
め
つ
け
、そ
の
獲
得
方
法
を
『
エ
チ
カ
』

か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
「
第
一
種
の
認
識
」
に
よ
っ
て
し
か
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
感
情
の

奴
隷
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
彼
ら
が
「
共
通
概
念
」
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る（
三
一
）。
し
か
し
、
私
の
解
釈
に
よ
れ
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一
七

ば
、ス
ピ
ノ
ザ
の
問
題
は
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
は
な
い
。「
共
通
概
念
」
は
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る（
三
二
）。

「
共
通
概
念
」
は
誰
も
が
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
理
由
が
や
は
り
す
べ
て
の
人

間
に
は
あ
る
。
そ
れ
が
自
由
意
志
の
幻
想
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、ヨ
ベ
ル
の
議
論
が
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
。「
共
通
概
念
」

は
誰
も
が
知
覚
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
「
共
通
概
念
」
は
い
わ
ば
「
暗
黙
の
入
力
情
報
」
で
あ
る
と

ヨ
ベ
ル
は
述
べ
て
い
る（
三
三
）。
ヨ
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
「
外
部
の
原
因
」
と
い
う
「
明
白
な
入
力
情
報
」（
三
四
）に
の
み
た
よ
っ

て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
共
通
概
念
」
を
活
用
し
て
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
が
互
い
を
自
由
意
志
の

主
体
と
見
な
し
、
お
の
れ
の
感
情
を
他
人
の
せ
い
に
し
て
い
る
あ
い
だ
は
、「
共
通
概
念
」
と
い
う
せ
っ
か
く
の
道
具
は
有
効
に
活
用
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
共
通
概
念
」
が
連
結
さ
れ
、
現
実
に
「
第
二
種
の
認
識
」
と
し
て
活
用
さ
れ
る
に
は
、
自
由

意
志
は
否
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
意
志
の
否
定
と
「
第
二
種
の
認
識
」
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
感
情
を
「
外

部
の
原
因
の
思
惟
か
ら
切
り
離
し
、
他
の
思
惟
に
結
合
す
る
」
と
い
う
の
が
「
感
情
の
治
療
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
切
り
離
し
」
と
「
結
合
」

と
い
う
一
連
の
操
作
を
実
行
し
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
を
「
第
二
種
の
認
識
」
へ
と
組
み
込
む
た
め
に
、
自
由
意
志
の
否
定
が
必
要
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
　
【
凡
例
】

ス
ピ
ノ
ザ
の
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
ゲ
プ
ハ
ル
ト
版
全
集
に
依
る
。

　

GEBH
A
RD
T
, SPIN

O
ZA
 O
PE
R
A
, H
eidelberg, 1925 [G]
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注

（
一
）
松
田 [

一
九
九
五]

、
吉
田 [

一
九
九
六]

、Y
ovel [1989]

な
ど
を
参
照

（
二
）「
感
情
の
治
療
」
を
主
題
的
に
取
り
扱
っ
た
論
文
に
は
、
私
の
知
る
限
り
次
の
二
点
が
あ
る
。
大
西[

二
○
○
四] [

二
○
○
五]

（
三
）
自
由
意
志
の
否
定
の
も
つ
倫
理
学
的
含
意
を
強
調
し
た
解
釈
が
入
門
書
の
体
裁
で
出
て
い
る
。
上
野[

二
○
○
五]

を
参
照

（
四
）『
エ
チ
カ
』
第
一
部
付
録 [G. II p.78]

、
書
簡
五
八 [G. IV

 p.266]

（
五
）G. II p.131

（
六
）G. II p.128

（
七
）
デ
カ
ル
ト
『
哲
学
原
理
』
第
一
部
三
九
節　

Cf. D
escartes [1996] pp.19-20

（
八
）
こ
の
点
に
つ
い
て
心
理
学
者
の
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー
が
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。「
も
し
私
が
今
晩
、
何
か
し
よ
う
と
決
め
た
な
ら
、
私
は
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
有
名
な
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
精
神
が
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

想
起
し
な
け
れ
ば
、
精
神
は
何
ら
自
己
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
」。
ヴ
ィ
ゴ
ツ
キ
ー [

二
○
○
二] 

四
七
〜
四
八
頁
参
照
。
ヴ
ィ
ゴ

ツ
キ
ー
が
言
及
し
て
い
る
の
は
『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
二
注
解

（
九
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
九
系

（
一
〇
）G. II p.277. 

ス
ト
ア
派
に
お
け
る
感
情
の
治
療
に
つ
い
て
は
、
廣
川 [

二
○
○
○]

、 N
ussbaum

 [1994] 

な
ど
を
参
照

（
一
一
）G. II p.280

（
一
二
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
四
九
注
解

（
一
三
）
ベ
ネ
ッ
ト
は
、
定
理
二
、三
、四
を
感
情
治
療
の
三
つ
の
技
法
と
解
し
て
い
る
。Cf. Bennette [1984] pp.333-342. 

こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
定
理
三
、四
が
定
理
二
を
説
明
し
根
拠
づ
け
て
い
る
と
解
す
る

（
一
四
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
三

（
一
五
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
九

（
一
六
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
二
二



自
由
意
志
の
否
定
は
何
を
帰
結
す
る
か

一
九

（
一
七
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
十
九

（
一
八
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
義
三

（
一
九
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
十
一
注
解

（
二
〇
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
十
三
注
解

（
二
一
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
三
八

（
二
二
）
同
前

（
二
三
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
十
注
解
一

（
二
四
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
十
注
解
二

（
二
五
）
同
前

（
二
六
）
こ
の
論
点
に
関
し
て
は
す
で
に
優
れ
た
考
察
が
存
在
し
て
い
る
。
大
西 [

二
○
○
四]

一
八
九
〜
一
九
二
頁
を
参
照

（
二
七
）『
エ
チ
カ
』
第
三
部
定
理
五
九
注
解

（
二
八
）『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
定
理
十
六

（
二
九
）『
エ
チ
カ
』
第
五
部
定
理
三
五

（
三
〇
）Cf. Gueroult [1974] pp.74-75

（
三
一
）Cf. D

eleuze [1968] pp.252-267. 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、
柴
田 [

二
○
○
五][

二
○
○
八] 

を
参
照

（
三
二
）『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
三
八
系

（
三
三
）Cf. Y

ovel [1994] p.99

（
三
四
）ibid.
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