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｣
に
つ
い
て

ー

ル
ソ
ー
に
お
け
る
宗
教
と
道
徳
の
問
題
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｢

サ

ポ
ア
助
祭
の
信
仰
告
甜

｣
(
p

rofession
d
e
fo
山
d
u
V

icaire
S
av
o
y
ard
)
は
､
.Jh
ヤ
ン
･
.,h
ヤ
ツ
ク

･
ル
ソ
ー
の
教
育
上
の
主
著

2

｢

エ

ミ
1

円
｣

第
四
編
の
中
で
､
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
て
い
る
宗
教
信
条
で
あ
る
｡
彼
は
他
の
著
作
に
お
い
て
も
宗

教
に
関
す
る
問
題
に
言
及
し
て
い
る
が
､
こ
の

｢
信
仰
告
白
｣
は
そ
れ
ら
の
中
で
も
最
も
情
熱
を
こ
め
て
､
し
か
も
体
系
的
に
展
開
さ
れ



た
宗
教
論
で
あ
る
｡

サ
ポ
ア
の
あ
る
貧
し
い

一
人
の
助
祭
が
､
愚
行
の
結
果
故
国
を
追
わ
れ
て
放
浪
す
る
青
年
に
､
自
己
の
苦
難
に
充
ち
た
信
仰
求
道
の
体

験
を
卒
直
に
告
白
す
る
と
い
-
筋
書
に
な
っ
て
い
る
が
､
こ
こ
に
登
場
す
る
不
幸
な
流
浪
児
は
ル
ソ
ー
自
身
で
あ
り
､
サ
ポ
ア
の
助
祭
は

3

｢
懐
悔
録
｣
に
よ
れ
ば
､
ル
ソ
が
青
年
時
代
に
大
き
な
感
化
を
受
け
た
二
人
の
学
僧
､
ゲ
ー
ム

M
.
G
a
im
e
と
ガ
チ
ェ

M
.
G
atier
を

モ
デ
ル
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち

｢
サ
ボ
ア
助
祭
の
信
仰
告
白
｣
は

一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
は
こ
の
造
形

さ
れ
た
サ
ボ
ア
助
祭
の
中
に
自
己
を
投
射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
か
え

っ
て
自
ら
の
宗
教
信
条
を
美
し
く
描
く
こ
と
が
で
き
た
｡

し
か
し
そ
の
特
異
な
宗
教
観
の
故
に
､
彼
の
著
作
中
こ
れ
ほ
ど
冷
酷
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
､
沸
騰
し
た
物
議
を
か
も
し
た
論
敦
は
他
に

な
い
で
あ
ろ
-
｡
ま
ち
か
ま
え
て
い
た
も
の
は
､
異
端
と
い
-
賂
印
と
筆
禍
に
よ
る
告
発
と
い
-
高
価
な
代
償
で
あ
っ
た
｡
彼
は
難
を
避

け
て
亡
命
す
る
｡

｢
背
教
者
､
無
神
論
者
｣
と
罵
倒
さ
れ
､

｢
狂
人
､
暴
漢
､
野
獣
､
狼
｣
と
の
の
し
ら
れ
た
｡
け
れ
ど
も
昂
然
と
し
て

｢
サ
ポ
ア
助
祭
の
筆
者
が
何
故
不
信
者
で
あ
る
の
か
｣
と
反
間
す
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
彼
の
強
敵
な
自
負
と
確
信
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
｡

け
れ
ど
も

｢
信
仰
告
白
｣
に
は
､
明
ら
か
に
論
理
の
不
斉
合
と
表
現
の
不
徹
底
が
み
ら
れ
る
｡
誤
解
を
生
む
旺
芽
が
そ
こ
に
ひ
そ
ん
で

い
る
｡
従

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
行
間
か
ら
宗
教
信
条
に
つ
い
て
の
彼
の
真
意
を
的
確
に
捕
捉
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
｡

一
体
彼
は
こ
の

｢
信
仰
告
白
｣
に
お
い
て
何
を
蘭
明
し
､
何
を
宣
言
し
よ
-
と
し
た
の
か
｡
本
稿
の
主
要
な
作
業
は
､
そ
の
個
所
に
照
明

の
焦
点
を
す
え
な
が
ら
､
そ
こ
に
伏
在
す
る
問
題
を
露
呈
し
て
整
理
す
る
こ
と
､
特
に
彼
の
宗
教
観
な
い
し
は
宗
教
教
育
観
の
特
質
を
追

究
し
て
､
そ
れ
が
道
徳
観
な
い
し
は
道
徳
教
育
観
と
ど
の
よ
-
な
関
連
構
造
を
形
成
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
-
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

註
仙

V
ic
a
ir
e

を
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
は
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
.
た
と
え
ば

｢
司
祭
｣
､

｢牧
師
｣
､

｢
副
司
祭
｣
~
｢
助
任
司
祭
｣
~
｢代

行
司
祭
｣
､
｣
助
祭
｣
等
々
｡
こ
こ
で
は
助
任
司
祭
の
意
味
で

｢
助
祭
｣
の
訳
語
を
と
る
こ
と
に
し
た
｡



仰

｢
エ
ミ
ー
ル
｣
か
ら
の
引
用
は
'
特
別
の
場
合
を
除
き
す
べ
て

E
v
erym

an's
L
ibrary
の

E
m
ile
に
よ
る
こ
と
に
し
た
｡
本
文
の
中
で
た
と

え
ば

(E
I
P
I
50
)
の
如
く
略
記
す
る
o

㈲

生
田
長
江
･
大
杉
栄
訳

｢懐
悔
録
｣

(世
界
文
学
全
集
8
)
七
四
頁
｡

一
〇
〇
百
｡
ゲ
ー
ム
は
'
ル
ソ
ー
が
ヴ
ァ
ラ
ン
夫
人
の
す
す
め
に
よ
っ
て

入
っ
た
-
リ
ノ
の
修
道
院
を
脱
走
し
て
放
浪
中
救
い
の
手
を
の
べ
た
サ
ボ
ア
生
れ
の
僧
侶
で
あ
り
'
ガ
チ
エ
は
ル
ソ
ー
が
そ
の
後
入
学
し
た
ラ
ザ

-
ス
ー
神
学
校
で
修
業
を
つ
ん
で
い
た
若
い
学
僧
で
あ
る
｡
尚
'
ル
ソ
ー
に
お
け
る
魂
の
遍
歴
を
問
題
に
す
る
と
き
'
ヴ
ァ
ラ
ン
夫
人
と
の
関
係

を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
'
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
拙
稿

｢
ル
ソ
ー
と
ヴ
ァ
ラ
ン
夫
人
｣

(弘
大
教
育
学
研
究
室
機
関
誌

｢教
育
学
｣
三

四
年
'
六
号
)
に
や
や
く
わ
し
く
述
べ
て
お
い
た
｡

ニ

神
の
存
在
の
論
証

神
の
存
在
の
論
証
は
､
や
が
て
宗
教
的
真
理
の
証
明
で
あ
る
｡

｢
信
仰
告
白
｣
に
お
け
る
ル
ソ
ー
は
'
真
理
を
愛
し
真
理
を
求
め
た
が

不
安
と
暗
黒
の
外
に
は
何
物
も
得
る
と
こ
ろ
が
な
-
､
た
え
ず

一
つ
の
疑
惑
か
ら
他
の
疑
惑
へ
と
さ
ま
よ
-
て
､
や
が
て
新
し
い

｢
方
法

論
｣
(
D
is
course
of
m
e
th
o
d
)
に
想
到
す
る
｡
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
歩
ん
だ
道
で
も
あ

っ
た
｡
ル
ソ
ー
は
デ
カ
ル
ト
と
同
じ
よ
-
に
､

自
覚
の
自
証
か
ら
出
発
し
て
自
己
の
信
条
を
展
開
し
､
神
の
存
在
を
論
証
す
る
｡
し
か
し
両
者
の
た
ど

っ
た
思
惟
の
経
路
は
､
全
く
同

一

ヽ
ヽ

の
道
で
あ

っ
た
の
で
は
な
-
､
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
あ
る
論
理
の
ず
れ
が
看
板
さ
れ
る
｡
そ
れ
は

｢
疑
-
'へ
か
ら
ざ
る
も
の
｣
す
な
わ
ち

1

evident
な

も

の
を
如
何
な
る
発
想
の
形
式
で
と
ら
え
る
か
と
い
-
そ
の
論
証
に
お
け
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
か
｡
デ
カ

ル
十
に
お
い
て
は
､

エ
ビ
デ

ン
ト
な
も
の
は

cogi
tV
erg
o

sum
と
い
-
発
想
形
式
で
表
現
さ
れ
た
が
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は

sen
tio
.

erg
o

sum
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

つ
ま
り
デ
カ
ル
十
に
お
い
て
ほ
自
覚
の
根
拠
は

｢
理
知
｣

(
in
telle
c
t
)

で
あ

っ
た
が
､
ル

ソ

ー
に
お
い
て
は
自
覚
の
出
発
点
は

｢
感
覚
｣
で
あ

っ
た
｡

両
者
に
お
け
る
こ
の
よ
-
な
相
違
は
､
神
の
存
在
の
論
証
に
お
い
て
い
よ
い
よ
明
白
で
あ
る
｡
デ
カ
ル
十
は

｢
方
法
叙
説
｣
の
形
而
上



27

学
に
お
い
て

｢
考
え
る
我
の
存
在
｣
を
明
証
的
な
も
の
と
し
て
定
立
し
た
後
､
明
証
的

(
明
噺
判
明
)
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
兵
で
あ
る

(
実
在
的
で
あ
る
)
と
い
-

一
般
的
原
則
を
立
て
､
こ
れ
に
よ
っ
て
神

の
存
在

を

証
明
す
る
｡
彼
の

い
わ

ゆ

る

｢
人
性
論
的
証
明
｣

(A
n
th
ro
p
o
lo

gicalA
rg
u
m
en
t)
に
従
え
は
､
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
を
不
完
全
と
知
る
の
は

｢
完
全
者
｣
と
し
て
の
神
の
観
念
と
の
対
比

に
よ
る
｡
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
､
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
神
の
観
念
の
原
因
で
あ
る
の
で
は
な
い
｡
原
因
が
結
果
よ
り
も
小
な
る
実
在
性

を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
故
に
わ
れ
わ
れ
の
外
に
神
が
あ

っ
て
こ
の
観
念
を
わ
れ
わ
れ
の
内
に
呼
び
起
し
た
と
考
え
な2

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
神
の
存
在
は
単
に
そ
の
観
念
が
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
と
い
-
こ
と
か
ら
ア
ポ
そ
ア
-
オ
-
に
証
明
せ
ら
れ
る
T
.

こ
れ
は
明
ら
か
に
神
の
存
在
の

｢
本
体
論
的
証
明
｣

(
O
n
to
lo
g
icat
A
rgum
en
t)
で
あ
る
｡

ル

ソ
ー
は
本
体
論
的
証
明
を
棄
て
て

｢
宇

宙
論
的
証
明
｣
(
C

osmO
-o
g
ica-
A
rgum
ent)
を
採
用
す
る
｡

彼
が
長
い
問
い
だ
い
て
い
た
種
々
の
疑
問
を
､
｢
心
の
中
で
精
細
に
観
察
｣
し
た
結
果
発
見
し
た
と
い
-
簡
明
直
裁
な

｢
最
初
の
真
理
｣

は
､

｢
私
は
存
在
し
て
い
る
､
そ
し
て
私
は
感
覚
を
持
ち
､
そ
れ
を
通
し
て
印
象
を
受
け
る
｣

(
E
.
p
1
2
3
2
)

と
い
-
こ
と
で

あ

っ
た
｡

こ
れ
は
基
本
的
に
は
ロ
ッ
ク
の
認
識
論
で
あ
る
｡
感
覚
か
ら
出
発
す
る
か
ぎ
り
彼
の
認
識
論
は
ロ
ッ
ク
の
系
譜
に
属

す
る
｡
と

こ

ろ

で

｢
私
は
存
在
し
て
い
る
､
そ
し
て
感
覚
を
持

っ
て
い
る
｣

(
I
e
x
ist-
a
n
d
I
h
av

e
senses,
5
'
e
x

i
s

te.e
t
j'ai

d
e
s
s
en
s.)

と
い
-
の

は
､
私
が
存
在
し
て
い
る
が
故
に
感
覚
す
る
と
い
-
よ
り
は
､
私
が
今
感
覚
し
て
い
る
と
い
-
こ
と
は
疑
-
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
り
､

こ
の
事
実
が
即
時
的
に
私
自
身
の
存
在
を
私
に
直
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
､
と
解
釈
さ
れ
る
｡

換
言
す
れ
ば
､
彼
の
自
覚
の
白
証
過
程
は

l
a
m
二
herefore
H
fee
-
で
は
な
く
て

l
fe
e
-二
h
eref
ore
H
am
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
｡
そ
こ
に
ル
ソ
ー
の
思
惟
方
式
に
お
け
る
独
自
な
ス
タ
イ
ル
が
認
め
ら
れ
る
｡彼
は
こ
の
よ
-
な
思
惟
の
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
り
な
が
ら
､

感
覚
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
自
証
す
る
が
､
し
か
し
感
覚
の
原
因
は
わ
れ
わ
れ
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

る
｡
な
ぜ
な
ら
､
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
て
発
生
し
か
つ
消
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
-
し
て
自
己
の
中
に
あ
る
感
覚
と
そ
の
原
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因

(
も
し
く
は
そ
の
対
象
)
と
は
異
な
っ
た
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
と
い
-
こ
と
'
従

っ
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
ば
か

り

で

は

な

く
'
他
の
実
在
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
の
対
象
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
推
論
す
る
｡

こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
す
べ
て
の
事
柄
な
い
し
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
作
用
す
る
す
べ
て
の
事
物
を
彼
は

｢
物
質
｣
と
名
づ

け
る
｡
そ
し
て
彼
を
し
て
そ
れ
を
認
め
さ
せ
る
そ
の

｢
感
覚
で
き
る
性
質
｣

(sens
ib-e
q
ua-ities)
か
ら
､
物
質
の
あ
ら
ゆ
る
本
質
的

特
性
を
演
揮
し
ょ
-
と
す
る
｡
演
梓
の
過
程
で
明
ら
か
に
さ
れ
た

一
つ
の
結
論
は
'
運
動
も
静
止
も
物
質
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
も
の
で

は
な
い
と
い
-
確
信
で
あ

っ
た
｡

｢
私
は
私
を
し
て
そ
れ
を
認
め
さ
せ
る
そ
の
感
覚
で
き
る
性
質
か
ら
物
質
の
あ
ら
ゆ
る
本
質
的
特
性
を

演
揮
す
る
｡
こ
の
感
覚
で
き
る
性
質
は
物
質
と
離
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
｡
私
は
物
質
が
時
に
は
運
動
し
時
に
は
静
止
し
て
い
る
の

を
見
る
｡
こ
の
結
果
と
し
て
運
動
も
静
止
も
物
質
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
な
い
｡
｣

(E
.
p
.2
3
4)
彼
に
お
い
て
は
､
運
動

は
作
用

で
あ
る
か
ら

一
つ
の
原
因
の
結
果
で
あ
る
L
t
静
止
は
そ
の
原
因
を
欠
い
て
い
る
事
物
の
欠
如
態
に
は
か
な
ら
な
い
｡
だ
か
ら
何
等
物
質

に
作
用
す
る
も
の
が
な
い
か
ぎ
り
物
質
は
運
動
す
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
-
｡

｢
運
動
と
静
止
は
物
質
に
無
関
係
で
あ
る
｣
｡
従

っ
て

｢

物
質
の
自
然
的
状
態
は
静
止
の
状
態
で
あ
る
｣
｡
(E
.
p
.234)

い
-
ま
で
も
な
く

｢
運
動
と
静
止
は
物
質
に
無
関
係
で
あ
る
｣
か
ら
'

｢
物
質
の
自
然
的
状
態
は
静
止
の
状
態
で
あ
る
｣
と
い
-
推
論

は
正
し
く
な
い
｡彼
は
こ
こ
で

一
歩
大
き
な
誤
謬
に
ふ
み
込
ん
で
い
る
｡静
止
も
運
動
も
感
性
的
に
認
知
さ
れ
る
か
ぎ
り
'
そ
れ
ら
は
共
に

3

物
質
の
本
質
的
特
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
も

っ
と
も
彼
は
｢
物
体
｣
に
二
種
棟
の
運
動
を
認

め
て
い
る
｡

一
つ
は

｢
獲
得
的
他
律
的
運
動
｣

(acq
u
ired
m
o
tio
n
)
で
あ
り
t
も
-

一
つ
は

｢
自
発
的
自
律
的
運
動
｣

(
sp
o
ntaneous

or
voluntary
m
otion
)
で
あ
る
｡
前
者
の
場
合
は
運
動
の
原
因
が
運
動
せ
る
物
体
の
外
部
に
存
す
る
が
'
後
者
の
場
合
は
そ
れ
が
内
部

に
ひ
そ
ん
で
い
る
.
生
物
体
の
運
動
が
正
に
そ
-
で
あ
る
O
と
す
れ
ば

｢
物
質
の
自
然
的
状
態
は
静
止
の
状
態
で
あ
る
｣
と
い
-
の
は
'

生
物
体
以
外
の
無
機
物
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
そ
の
よ
-
に
限
定
し
た
と
し
て
も
誤
謬
は
少
し
も
解
か
れ
て
い
な
い
｡
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静
止
が
運
動
の

一
つ
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
彼
の
目
に
映
じ
た
生
物
体
以
外
の
無
機

物
は
､
す
べ
て

｢
死
滅
し
た
物
質
｣
で
あ
っ
た
｡
こ
の

｢
死
滅
し
た
物
質
｣
は
自
ら
の
中
に
運
動
の
原
因
を
宿
し
て
い
る
は
ず
が
な
い
｡

も
し
そ
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
こ
の

｢
死
滅
し
た
物
質
｣
か
ら
成
立
し
て
い
る
宇
宙
の
運
動
は
何
に
起
因
す
る
の
か
｡
彼
の
見
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
は
､
宇
宙
は
人
間
や
動
物
の
自
発
的
運
動
の
中
に
現
わ
れ
る
よ
-
な
自
由
を
全
く
保
有
し
て
い
な
い
｡
そ
れ
は
自
己
の
力
で
運

動
す
る

｢
巨
大
な
動
物
｣
で
は
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
宇
宙
は
運
動
す
る
｡
当
然
の
こ
と
と
し
て
彼
は
､
運
動
の
第

一
原
因
が
物
質
の

中
に
存
在
す
る
の
で
な
く
､
そ
れ
は
あ
る
外
部
的
原
因
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
｡
そ
れ
を

｢
1
つ
の
手
｣
と
も

｢
あ

る
意

志
｣
と
も
表
現
し
て
い
る
｡
宇
宙
を
動
か
し
て
い
る
も
の
は
､
物
質
の
外
部
に
あ
る

1
つ
の

｢
意
志
｣
で
あ
っ
た
｡

｢
私
は
宇
宙
を
運
動

せ
し
め
､
自
然
に
生
命
を
あ
た
え
る

1
つ
の
意
志
が
あ
る
と
い
-
こ
と
を
信
ず
る
｡
｣
(E
.
P
.
236)
信
ず
る
と
い
-
よ
-
も

｢
内
心
の
声

｣
に
よ
っ
て
そ
れ
を
直
覚
す
る
｡
こ
れ
が
彼
の
信
条
に
お
け
る

｢
第

一
原
則
｣
で
あ
っ
た
｡

こ
の
第

一
原
則
か
ら
､
宇
宙
に
は

一
つ
の

｢
霊
的
実
体
｣

(Hntel-igence)
が
存
在
す
る
と
い
-
第
二
原
則
が
導
か
れ
て
-
る
｡
運
動

し
て
い
る
物
質
が

1L
つ
の
意
志
を
垂

ホ
す
る
と
す
れ
ば
､

｢
一
定
の
法
則
に
従
っ
て
運
動
し
て
い
る
物
質
は
私
に

l
つ
の
霊
的
実
体
を
指

し
示
す
の
で
あ
る
｡｣

(E
.
p
.237)
彼
は
そ
れ
を
回
転
す
る
天
体
に
も
､
光
を
あ
た
え
る
太
陽
の
中
に
も
､
彼
自
身
の
中

に
も
､
草
を
食

む
羊
に
も
､
空
飛
ぶ
鳥
に
も
､
落
下
す
る
石
塊
に
も
､
風
に
よ
っ
て
吹
き
散
る
木
の
葉
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
信

じ

て

い

る
｡

｢
偏
見
に
よ
っ
て
そ
の
日
が
盲
目
と
な

っ
た
者
で
な
い
以
上
､
宇
宙
の
目
に
見
え
る
秩
序
が
こ
の
至
上
の
霊
的
実
体
の
顕
現
で
あ
る
こ
と

を
見
落
す
こ
と
が
で
き
よ
-
か
｡
｣

(E
.
p
.2
3
7)
受
動
的
に
し
て
死
滅
せ
る
物
質
が
生
命
と
感
情
を
有
す
る
生
物
を
生
み
､
盲
目
的
偶
然

が
知
力
あ
る
生
物
を
生
み
､
思
索
し
な
い
も
の
が
思
索
す
る
存
在
を
生
む
と
は
､
ど
-
し
て
も
彼
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

｢
故
に
私
は
宇
宙
が

一
つ
の
賢
明
に
し
て
有
力
な
意
志
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
信
ず
る
｡｣

(E
.
p
.239)
こ
の
意
志
L
か

つ
そ
の

意
志
を
遂
行
す
る
こ
の
存
在
､
自
己
の
力
を
通
し
て
活
動
す
る
こ
の
存
在
､
そ
れ
が
何
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
こ
の
宇
宙
を
動
か
し
万
物
を
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秩
序
づ
け
る
こ
の
存
在
､
そ
れ
が
彼
に
お
い
て
は

｢
神
｣
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

以
上
の
よ
-
に
ル
ソ
ー

は
'自
然
界
に
お
け
る
因
果
関
係
を
追
求
し
て
次
第
に
そ
の
原
因
に
さ
か
の
ぼ
り
'遂
に
最
後
の
第

一
原
因
い
わ

ゆ
る
自
因
と
し
て
の
神
に
到
達
す
る
｡
彼
も
ま
た
時
代
の
子
と
し
て
合
理
的
な
思
惟
か
ら
発
足
し
､
自
然
を
理
性
の
光
で
照
し
出
そ
う
と

す
る
O
そ
の
か
ぎ
り
/唯
物
論
の
領
域
に
も
ふ
み
込
も
-
と
す
る
｡
し
か
し

一
度
思
索
す
る
主
体
に
立
ち
か
え
っ
た
と
き
､
唯
物
論
か
ら
感

覚
論
に
後
退
す
る
｡
彼
は
､
物
質
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
､
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に
作
用
し
て
印
象
を
ひ
き
起
す
と
い

-
こ
と
は
認
め
る
が
､
そ
れ
ら
の
感
覚
を
結
合
す
る
能
力
は
全
-
人
間
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
､
そ
の
結
合
の
結
果
生
じ
た
判
断
が
外
界

に
対
応
す
る
か
否
か
は
問
わ
な
い
｡
こ
れ
は
ロ
ッ
ク
の
感
覚
論
で
あ
る
｡
し
か
も
彼
は
こ
の
感
覚
論
を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

の
み
な
ら
ず
､
結
果
に
お
い
て
そ
れ
は
否
定
さ
れ
る
｡
唯
物
論
と
唯
心
論
の
論
議
は
私
に
と
っ
て
ほ
問
題
で
は
な
い
と
弁
明
し
な
が
ら
､

(
E
.
p
.
2
3
2
)

両
者
の
間
を
た
え
ず
動
揺
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
結
局
は
唯
物
論
に
批
判
を
加
え
つ
つ

(
E
.
p
.
2
3
6

p

,
2
4
2
)

唯
心

論
の
道
を
進
む
に
至
る
｡
か
く
て

｢
信
仰
告
白
｣
は
神
の
存
在
の
論
証
に
お
い
て
も
､
そ
の
感
動
に
み
ち
た
高
い
調
子
に
も

か

か

わ

ら

4

ず
､

｢
一
個
の
唯
心
論
的
形
而
上
学
の
綿
密
な
展
開

｣
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
､
と
い
わ
れ
る
｡

註
仙

E
.W

righ
t)T
h
e
m
ean
tn
g
o
f
R
ousseau,
)929
P
.158

榔

三
木
清
訳

｢省
察
｣

(岩
波
文
庫
)

1
四
一
頁

畑

ル
ソ
ー
は

｢物
質
｣

(m
a
ti㌣
e)
と

｢物
体
｣
(corps)
を
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
O
物
質
は
私
自
身
の
外
に
あ
る
す
べ
て
の
事
柄

で
あ
り
'
個
々
の
実
在
に
結
合
し
て
い
る
と
想
像
す
る
物
質
の
す
べ
て
の
分
子
を
物
体
と
呼
ぶ
｡

㈲

野
田
文
夫

｢
近
代
精
神
素
描
｣

二

四
貞

三

神
の
属
性
-
神
義
論
の
問
題

わ
れ
わ
れ
は

｢
信
仰
告
白
｣
の
中
で
､
神
の
属
性
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
な
教
説
を
聞
-
こ
と
は
で
き
な
い
｡
む
し
ろ
ル
ソ
ー
は
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そ
れ
に
つ
い
て
横
転
的
な
提
言
を
避
け
て
い
る
よ
-
に
も
思
わ
れ
る
｡

｢
自
分
が
そ
れ
に
つ
い
て
不
適
当
で
あ
る
と
い
-
こ
と
を
さ
と
っ

て
い
る
か
ら
､
神
の
私
自
身
に
対
す
る
関
係
の
感
情
に
駆
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
､
私
は
神
の
性
質
に
つ
い
て
は
決
し
て
論
議
し
な
い
で
あ
ろ

-
｡
か
-
の
如
き
推
理
は
常
に
無
謀
で
あ
る
｡｣

(E
.
p
.239)
こ
れ
は
彼

一
流
の
エ
ロ
ク

ェ
ン
ス
に
お
け
る
言
葉
の
あ
や
と
し
て
受
硬

っ

て
も
よ
い
｡
け
れ
ど
も

｢神
は
永
遠
で
あ
る
｡
だ
が
私
の
精
神
は
永
遠
と
い
-
観
念
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
｣

(E
.
p.
2
4
8

)

と

自
問
す
る
｡
こ
の
自
問
に
対
し
て
､

｢
神
の
無
限
な
る
本
質
を
凝
視
し
ょ
-
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
私
は
そ
れ
を
理
解
で
き
な
-
な
る
｣

(E
･
p
12449
)
と
告
白
す
る
｡
こ
れ
は
も
ほ
や
気
取

っ
た
表
現
の
修
飾
で
も
な
け
れ
ば
単
な
る
言
葉
の
あ
や
で
も
な
い
｡
彼
は
確
か
に
神
の

本
質
を
さ
が
し
求
め
て
い
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
無
限
な
る
存
在
の
前
に
立

っ
て
､
彼
の
精
神
は
昏
迷
す
る
の
み
で
あ
る
｡

｢
神
と

は
何
か
､
神
の
実
体
は
何
か
と
い
-
こ
と
を
発
見
し
よ
-
と
す
れ
ば
神
は
私
か
ら
逃
避
し
て
､
私
の
迷

っ
た
精
神
は
何
物
を
も
発
見
し
な

い
｡｣

(E
.
p
.2
39
)

だ
が
彼
は
神
の
属
性
に
つ
い
て
全
-
判
断
を
中
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
｡
た
と
え
ば
神
の
存
在
を
論
証
し
た
後
で
､

｢
私
は
こ
の
神

と
い
う
名
称
に
叡
知
､
力
､
意
志
と
い
-
観
念
と
､
そ
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
善
と
い
-
観
念
を
つ
け
加
え
る
｣

(
E

.

p

.2
39
)

と
い
っ

て
い
る
｡
こ
れ
は

｢
信
仰
告
白
｣
の
中
で
､
神
の
属
性
に
関
し
て
言
明
し
た
唯

一
の
個
所
で
あ
る
｡
し
か
も

｢
神
は
私
の
感
覚
か
ら
も
理

解
力
か
ら
も
等
し
-
身
を
か
-
し
て
い
る
｣
か
ら
､

｢
こ
れ
ら
の
事
柄
を
帰
属
さ
せ
た
神
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
知
ら

な
い
｣
と
い
-
言
葉
か
ら
す
れ
ば
､
こ
れ
が
彼
の
神
に
対
し
て
付
与
し
得
る
唯

一
の
属
性
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡

し
か
し
他
面
か
ら
推
理
す
れ
ば
､
そ
れ
が
神
に
対
し
て
付
与
し
得
る
唯

一
の
属
性
で
あ

っ
た
の
で
は
な
-
､

｢
神
が
私
の
感
覚
か
ら
も

理
解
力
か
ら
も
等
し
-
身
を
か
-
し
て
い
る
｣
と
い
-
そ
の
こ
と
が
､
あ
る
い
は
神
の
本
質
に
つ
い
て
熟
思
す
る
こ
と
の
深
け
れ
ば
深
い

ほ
ど

｢
神
は
私
か
ら
逃
避
し
て
､
私
の
迷

っ
た
精
神
は
何
物
を
も
発
見
し
な
い
｣
と
い
-
そ
の
こ
と
が
､
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
神
が
内

包
す
る
最
も
本
質
的
な
属
性
を
表
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
恰
も
セ
ン
rL
･
オ
ー
ガ
ス
テ
ン
が

｢
時
｣
の
本
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質
に
つ
い
て
､

｢
し
か
ら
ば
時
と
は
何
か
｡
も
し
何
人
も
予
に
た
ず
ぬ
る
こ
と
な
け
れ
ば
予
は
知
れ
り
｡
も
し
た
ず
ぬ
る
者
あ
り
て
彼
に

説
き
明
か
さ
え
と
す
る
な
ら
ば
予
は
知
ら
ず
｣
(
｢儀
悔
録
｣
十

l
巻
十
四
章
)
と
懐
悔
し
た
感
懐
に
も
等
し
い
｡

｢
時
｣
の
本
質
が
か
く
の

如
き
も
の
で
あ
る
と
同
じ
よ
-
に
､
神
も
ま
た
言
葉
に
よ
る
限
定
を
越
え
て
い
る
｡
だ
か
ら
そ
れ
が
何
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
､
宇
宙
を

運
動
さ
せ
万
物
を
秩
序
づ
け
る
も
の
そ
れ
が
神
で
あ
る
と
い
-
と
き
､
そ
れ
は
既
に
神
の
本
質
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
属
性
に
つ
い
て
も

語

っ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

神
は
永
遠
に
し
て
無
限
で
あ
る
｡
そ
れ
が
彼
に
迫
る
最
も
直
裁
な

｢
内
心
の
声
｣
で
あ

っ
た
｡
こ
の
永
遠
に
し
て
無
限
な
る
神
の
本
質

か
ら
神
の
偉
大
さ
が
流
出
す
る
｡
そ
こ
か
ら
神
の
も
ろ
も
ろ
の
属
性
が
導
き
出
さ
れ
る
｡｢
神
は
偉
大
な
る
が
故
に
善
で
あ
る
｡｣
(E
.p･2
4
5
)

神
の
善
は
そ
の
力
か
ら
生
ず
る
｡
だ
が
善
は
神
の
力
か
ら
生
ず
る
と
い
っ
て
も
､
そ
れ
は
神
の
本
質
的
な
属
性
か
ら
派
生
す
る
偶
有
的
属

性
で
あ
る
の
で
は
な
い
｡

｢
善
は
無
限
な
る
力
の
必
然
の
結
果
で
あ
る
｡｣
(
E
.
p
.
2
4
5
)

の
み
な
ら
ず
全
能
の
神
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
の
中

で
善
は

｢
最
も
本
質
的
｣
な
も
の
で
あ
り
､

｢
善
を
離
れ
て
神
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣

(E
.p
.34
)
以
上
の
考
察
か
ら
わ
れ
わ
れ

は
､
善
が
神
の
最
も
崇
高
な
本
質
的
属
性
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
-
｡

と
こ
ろ
で
善
が
神
の
最
も
崇
高
な
本
質
的
属
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
彼
が

｢
秩
序
の
愛
｣
と
呼
ぶ
正
義
は
善
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
置

か
れ
､
神
の
属
性
に
お
い
て
ど
の
よ
-
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
ろ
-
か
｡
ル
ソ
ー
の
説
く
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
れ
ば
､
先
ず
い
い
得
る

こ
と
は
善
と
正
義
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
正
義
は

｢
神
の
善
の
結
果
｣

(E
.p
.

386)
で
あ
る
｡
だ
か
ら

｢
最
高
に
善
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
は
､
ま
た
最
高
の
正
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣
(E
.
p
.3
4)
両
者
の
不
可
分
の
関
連

は
､
正
義
が

｢
秩
序
の
愛
｣
で
あ
っ

た
ば
か
り
で
は
な
く
､
善
も
ま
た

｢
秩
序
の
愛
｣
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
白
と
な
る
で
あ
ろ
-
｡
善
と
は
秩
序
を
つ
く
る
と
こ

ろ
の

｢
秩
序
の
愛
｣
で
あ
り
､
正
義
と
は
秩
序
を
維
持
す
る
と
こ
ろ
の

｢
秩
序
の
愛
｣
で
あ
る
｡
従

っ
て
善
が
神
の
本
質
的
属
性
で
あ
る

と
す
れ
ば
′
必
然
的
に
ま
た
正
義
も
避
け
が
た
き
神
の
本
質
的
属
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
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以
上
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
､

｢
秩
序
の
愛
｣
と
し
て
の
善
と
正
義
が
共
に
神
の
不
可
欠
の
本
質
的
属
性
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
｡
し
か
し
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
き
､
こ
の
よ
-
な
神
の
属
性
に
対
す
る
詮
索
が
ル
ソ
ー
の
宗
教
論
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど

の
意
味
を
持
つ
も
の
だ
ろ
-
か
｡
神
は
全
能
､
遍
在
､
無
限
で
あ
り
､
善
と
正
義
は
必
然
的
な
神
の
本
質
で
あ
る
と
い
っ
て
も
､
そ
れ
だ

け
で
は
神
の
本
質
を
め
ぐ
る
オ
ー

ソ
ド
ク
ス
な
結
論
の
無
意
味
な
反
復
に
す
ぎ
な
い
｡
彼
の
本
意
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
｡
彼
に

と
っ
て
ほ
神
の
本
質
の
如
き

｢抽
象
の
観
念
｣
は
､
人
間
の
最
も
大
き
な
誤
謬
の
根
源
で
あ
り
､
形
而
上
学
の
気
振

っ
た
言
葉
は
決
し
て

唯

1
の
真
理
を
も
発
見
し
な
い
.

｢
何
故
私
は
無
意
味
な
語
葉
で
自
ら
を
欺
む
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
.｣

(
E
.
p
.
2
4

8)
啓
蒙
主
義

は
も
は
や
形
而
上
学
的
神
学
的
論
義
か
ら
出
発
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
｡
神
の
本
性
の
概
念
規
定
か
ら
始
め
て
そ
こ
か
ら
個
々
の
神
的

諸
性
質
を
演
揮
的
に
導
出
す
る
の
で
な
く
､
絶
対
者
の
本
性
に
沈
潜
す
る
代
り
に
､
自
我
の
内
面
に
ひ
そ
む
形
成
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
全
面

的
な
分
析
を
開
始
す
る
｡
ル
ソ
ー

の
思
想
全
体
が
め
ざ
し
た
も
の
は
､
神
の
問
題
で
は
な
-
て
法
と
国
家
の
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

1

そ
こ
か
ら
彼
の
神
の
問
題
は
神
義
論
の
問
題
に
結
合
す
る
｡

｢
秩
序
の
愛
｣
と
し
て
の
善
と
正
義
が
共
に
神
の
不
可
欠
の
本
質
的
属
性
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
善
に
か
か
わ
る
秩
序
の
創
造
と
正
義
に

か
か
わ
る
秩
序
の
保
持
は
神
の
永
劫
の
み
わ
ざ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
け
れ
ど
も
ひ
る
が
え
っ
て
脚
下
を
直
視
し
た
と
き
､
ル
ソ
ー
の

目
に
映
じ
た
も
の
は
混
乱
と
無
秩
序
以
外
に
は
何
も
な
か
っ
た
｡
彼
は
神
に
向

っ
て
叫
ん
で
い
る
-

｢私
が
認
め
た
秩
序
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
､
人
類
は
混
乱
と
無
秩
序
の
外
に
何
物
も
私
に
示
さ
な
い
｡
あ
あ
叡
知
よ
､
汝
の
法
則
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
､
あ
あ
天
よ
､
こ
れ

が
汝
の
世
界
に
対
す
る
法
則
で
あ
る
の
か
､
慈
悲
深
き
神
よ
､
汝
の
力
は
い
ず
こ
に
あ
る
の
か
o｣

(
E
.
p
.
375
)

ル
ソ
ー
は
神
に
絶
望
を

感
ず
る
の
だ
ろ
-
か
｡

確
か
に
現
実
に
お
け
る
混
乱
と
無
秩
序
の
存
在
は
､
神
の
善
と
正
義
に
対
す
る
多
-
の
疑
問
を
い
だ
か
し
め
る
で
あ
ろ
-
｡
神
の
善
と

現
実
の
災
禍
は
矛
盾
す
る
だ
け
で
は
な
-
､
災
禍
の
存
在
に
よ
っ
て
神
の
善
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
し
か
し
ル
ソ
ー
は
災
禍
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の
創
造
者
を
神
に
求
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
｡
災
禍
の
根
源
と
し
て
そ
れ
を
つ
く
り
出
す
も
の
は
外
な
ら
ぬ
人
間
自
身
で
あ
る
｡
｢

わ

れ
わ
れ
の
憂
慮
､
悲
哀
､
苦
悩
は
わ
れ
わ
れ
が
つ
く

っ
た
｡
遺
徳
的
不
幸
は
勿
論
人
間
の
所
作
で
あ
る
｡
肉
体
的
不
幸
も
わ
れ
わ
れ
を
し

て
そ
の
不
幸
に
陥
ら
し
め
た
悪
徳
が
な
け
れ
ば
生
ず
る
こ
と
が
な
か
っ
た
｡｣

(E
.p
.∽
∞○)
哲
学
者
が
神
を
否
定
す
る
推
定
理
由
で
あ
る

と
思

っ
て
い
る
遺
徳
的
素
乱
は
､
彼
に
は
む
し
ろ
神
の
存
在
す
る
証
左
で
さ
え
あ

っ
た
｡
彼
に
お
い
て
も
世
界
に
お
け
る
悪
の
存
在
は
神

2

の
善
と
正
義
に
矛
盾
し
な
い
し
､
悪
に
対
す
る

一
切
の
責
は
神
に
帰
せ
ら
れ
な
か
っ
出
｡

｢
造
物
主
の
手
を
出
る
と
き
は
す
べ
て
の
も
の

が
善
で
あ

っ
た
が
､
人
間
の
手
に
渡
れ
ば
す
べ
て
の
も
の
が
悪
く
な
る
O｣
(E
.
p
.5)
か
く
し
て
神
の
責
任
が
板
除

か
れ
､
す
べ

て
の
悪

に
対
す
る
責
任
は
人
間
に
帰
せ
ら
れ
る
｡

し
か
し
こ
の
間
題
は
､
新
た
な
解
き
が
た
き
矛
盾
を
包
蔵
し
て
立
現
わ
れ
る
｡
と
い
-
の
は
人
間
自
然
の
本
源
的
善
性
を
か
た
く
信
じ

て
､
そ
れ
を
繰
返
し
唱
遺
し
て
き
た
者
は
正
に
ル
ソ
ー
そ
の
人
で
は
な
か

っ
た
か
｡
彼
は
原
罪
の
問
題
を
板
上
げ
た

パ
ス
カ
ル
と

同

じ

く
､
人
間
の
現
実
の
状
況
は
最
も
救
い
が
た
き
堕
落
で
あ
る
と
み
る
｡
だ
が
ル
ソ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
論
証
の
出
発
点
で
あ

っ
た
こ
れ
ら
の

事
態
を
承
認
し
な
が
ら
も
､
パ
ス
カ
ル
が
そ
の
神
秘
主
義
と
宗
教
的
形
而
上
学
に
基
づ
い
て
提
起
し
た
説
明
根
拠
を
受
入
れ
る
こ
と
は
拒

否
す
る
｡
人
間
意
志
の
本
来
的
倒
錯
を
主
張
す
る
パ
ス
カ
ル
の
仮
説
に
は
､
ル
ソ
-
の
感
情
も
思
惟
も
反
授
す
る
の
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
に

3

お
い
て
は
原
罪
の
思
想
は
そ
の
す
べ
て
の
効
力
と
妥
当
性
を
失

っ
て
い
T
1
｡
教
会
の
教
義
に
対
す
る
非
妥
協
的
な
斗
争
と
そ
の
最
終
的
な

訣
別
に
彼
を
導
い
た
限
拠
は
こ
こ
に
存
す
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
人
間
の
本
性
の
内
に
悪
の
源
泉
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
け
れ
ど
も
す

べ
て
の
悪
に
対
す
る
責
任
は
人
間
に
備
せ
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
明
白
な
､ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
｡

こ
の
.'h
レ
ン
マ
を
ル
ソ
I
は
､

｢
責
任
｣
の
主
体
を
個
々
の
人
間
か
ら

｢
人
間
の
社
会
｣
(
h
u
m
a
n

s

ociety
)

に
移
し
か
え
る
こ
と
に

ょ
っ
て
解
決
し
よ
-
と
す
る
｡
す
べ
て
の
悪
に
対
す
る
責
任
は
人
間
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
-
と
き
､
い
-
と
こ
ろ
の
人
間
は
個
々
の
人
間

で
は
な
く
て
人
間
の
社
会
で
あ
っ
た
｡
自
然
の
手
か
ら
放
た
れ
た
ば
か
り
の
人
間
は

｢
自
愛
｣

(am
our
d
e
s

oi)
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
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る
｡
そ
こ
に
は
末
だ
善
と
悪
と
の
対
立
は
存
在
し
な
い
｡
人
間
を
自
然
に
対
し
て
も
自
己
自
身
に
対
し
て
も
非
情
な

専
制
者

に
変
貌

さ

せ
､
あ
ら
ゆ
る
悪
事
を
な
さ
し
め
る
も
の
は

｢
利
己
心
｣

(
a
m
o
ur･pro
p
re
)

で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
利
己
心
を
生
み
出
す
板
源
は
も

っ

4

ぱ
ら
社
会
の
中
に
あ

っ

T1｡
人
間
は
自
然
状
態
か
ら
社
会
状
態
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
本
源
的
善
性
を
喪
失
す
る
｡

｢
自
然

が
人
間
を
幸
福
か
つ
善
良
に
つ
く

っ
た
が
し
か
し
社
会
が
そ
れ
を
堕
落
さ
せ
不
幸
に
し
て
い
る
｡｣
｢
ル
ソ
ー
､
''h
ヤ
ン
･
.'h
ヤ
ツ
ク
を
裁

5

く
｣
の
中
で
か
か
げ
る
こ
の
命
題
は
､
自
ら
も
宣
言
す
る
よ
-
に
､
彼
の
思
想
を

l
貫
す
る

｢
大
原
理
｣
で
も
あ

っ
出
｡
す
な
わ
ち
､
世

界
に
お
け
る
恵
に
対
す
る

一
切
の
責
任
は
社
会
に
情
せ
ら
れ
る
｡

こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
､
そ
の
救
済
を
自
己
の
外
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
神
の
恩
寵
な
く
し
て
は
救
わ
れ
な
い
と
い
-
原
罪

の
ド
グ

マ
は
決
定
的
に
破
棄
さ
れ
る
｡
人
間
に
深
い
痛
手
を
負
わ
し
め
た
も
の
が
社
会
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
､
そ
の
痛
手
を
い
や
す
責
任

も
ま
た
社
会
が
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
こ
れ
が
ル
ソ
ー
の
法
哲
学
が
た
ど

っ
た
論
理
的
帰
結
で
あ
る
｡
も
は
や
他
人
の
悪
意
に
盲
目
的
に

隷
属
す
る
の
で
な
く
､
法
の
源
泉
と
し
て
の

一
般
意
志
に
の
み
依
拠
す
る
純
正
な
倫
理
的
共
同
体
-

そ
の
よ
-
な
社
会
の
創
造
に
よ
っ

て
､
人
類
は
は
じ
め
て
自
己
の
負
-
た
痛
手
か
ら
自
ら
を
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡r
社
会
契
約
論
｣
で
答
え
よ
-
と
し
た
課
題
が
そ
こ

に
あ

っ
た
こ
と
は
い
-
ま
で
も
な
い
｡
神
義
論
の
問
題
は
､
こ
こ
で
神
学
な
い
し
は
神
学
的
形
而
上
学
の
領
域
を
離
れ
て
､
カ

ッ

シ
ラ

ー

の
言
葉
に
従
え
は

｢
新
し
い
別
種
の
精
神
的
方
位
｣
を
取
る
に
至
る
｡
ル
ソ
ー

は
神
義
論
の
問
題
を
倫
理
学
と
政
治
学
と
い
-
全
く
新
し

F∫】

い
基
底
の
上
に
す
え
て
眺
め
直
し
て
い
る
の
で
あ
か
｡

註
川

E
.CassirerV
D

ie
Phitosop
h
ie
d
er
A
ufkta
r
ung.)932.中
野
好
之
訳

｢啓
蒙
主
義
の
哲
学
｣

l
八
七
頁

㈲

拙
稿

｢
ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
然
の
位
置
｣

(弘
前
大
学

｢
人文
社
会
｣
十

一
号
三
七
貢
)

潮

E

,

Cassirerこ
別
掲
訳
書

一
九
〇
頁

㈱

本
田
喜
代
治
訳

｢
人
間
不
平
等
起
原
論
｣

(岩
波
文
庫
)
七
八
頁

㈲

前
掲
'
拙
稿
'
三
五
頁
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㈱

E

.

Cassir
e
r
,
D

as
P
rob】em
J

ean
Jacques
R
o
u
s
s
eau,
trans
tated
by
P
.
G
a
y
〉
T

he
Q
uestion

o
f

Jean･JacquesR
o
u
s
s
eau,)954
P
･76

四

自
然
票
数
の
本
質

-

神
性
の
最
も
荘
厳
な
る
観
念
は
理
性
の
み
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
や
っ
て
く
る

(E
.p
.259).I

I
ル
ソ
ー

の
神
は
冷
や
か
な
理
性
の

産
物
な
の
だ
ろ
-
か
｡

｢
信
仰
告
白
｣
を
め
ぐ

っ
て
提
起
さ
れ
る
問
題
の

一
つ
が
こ
こ
に
伏
在
し
て
い
る
｡
筆
者
は
か
っ
て
こ
の
間
題
に

‖H

言
及
し
て
そ
れ
に
対
す
る
解
答
を
試
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
埠

そ
れ
は
極
め
て
お
お
ざ

っ
ぱ
な
展
望
に
止
ま

っ
て
､
明
確
な
結
論
は

一
応

保
留
さ
れ
て
い
た
｡
そ
れ
ほ
よ
り
精
細
な
追
究
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

2

見
方
に
よ
っ
て
は
ラ
イ
ト
も
説
く
よ
-
に
､
ル
ソ
ー

の
宗
教
論
は
理
性
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
d
a
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
立
証
す
る
い
く

つ
か
の
論
拠
を
ル
ソ
ー
自
身
の
告
白
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
｡
た
と
え
ば
彼
が
｢
私
の
理
性
が
私
に
示
し
た
慈
悲
慈
愛
の
神
｣
(E
.p
.264)

と
い
-
と
き
､
彼
の
神
は
ま
ざ
れ
も
な
く
理
性
の
産
物
で
あ
る
｡

｢
も
し
私
が
神
に
つ
い
て
の
属
性
を
認
識
す
る
の
に
成
功
し
た
と
す
れ

ば
､
そ
れ
は
避
け
が
た
い
演
樺
の
形
式
に
よ
る
も
の
で
あ
り
､
か
つ
私
の
理
性
の
正
し
き
使
用
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡｣
(
E
.
p
.
2

49)
彼

は
理
性
の
存
在
理
由
を
繰
返
し
高
調
し
､

｢
霊
感
者
｣
(
(n
spiration
)
と

｢
理
性
者
｣
へ
R
eason
)
を
登
場
さ
せ
て
は

(E
.p
.265)
そ
の

対
話
を
通
し
て
超
自
然
的
な
権
威
の
無
効
を
宣
言
し
理
性
の
尊
貴
を
称
讃
す
る
｡

信
仰
は
理
性
に
よ
っ
て
の
み
確
実
に
さ
れ
強
固
に
さ
れ
る
の
で
あ
る

(E
.p
.264)
｡
だ
か
ら
両
親
や
牧
師
が
わ
れ
わ
れ
の
幼
時
か
ら
教

え
て
く
れ
た
信
条
は
､
す
べ
て

｢
良
心
と
理
性
の
法
廷
｣

へ
呼
び
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

｢
汝
の
理
性
を
棄
て
よ
と
如
何
に
彼
等

が
叫
ん
で
も
そ
れ
は
無
益
な
こ
と
で
あ
る
｡｣

(E
IP.26))
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
､
理
性
な
し
に
は
神
も
信
仰
も
語
る
こ
と
が
で
き

な
か

っ
た
､
か
の
如
く
に
さ
え
思
わ
れ
る
｡
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
神
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
理
性
は
､
根
源
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
､
わ
れ

わ
れ
が
真
理
を
知
る
た
め
に
神
が
わ
れ
わ
れ
に
授
け
給
-
た

｢
自
然
の
手
段
｣
で
あ
る
｡
神
は
理
性
を
通
し
て
永
遠
の
真
理
を
わ
れ
わ
れ



に
語
る
｡

｢
神
が
私
に
理
解
力
を
授
け
て
く
れ
た
の
は
､
そ
の
使
用
を
私
に
禁
ず
る
た
め
で
は
な
い
｡
私
に
理
性
を
棄
て
よ
と
い
-
も
の

は
､
私
に
理
性
を
授
け
て
く
れ
た
神
を
冒
潰
す
る
も
の
で
あ
る
｡｣
(E
.p
.
264)

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
教
説
の
中
に
ラ
シ
ョ
ナ
-
ス
ト
と
し
て
の
ル
ソ
ー
の

一
面
を
は
っ
き
り
と
読
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
-
ま
で

も
な
く
ル
ソ
ー
が
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ス
･L
で
あ
っ
た
か
ロ
マ
ン
チ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
を
確
定
す
る
た
め
に
は
多
く
の
考
証
が
必
要
で
あ
ろ
-
0

け
れ
ど
も
彼
は
バ
ピ
ッ
･L
の
い
わ
ゆ
る

｢
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
的
夢
想
｣
を
追
-
単
な
る
ロ
マ
ン
チ
ス
･L
で
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ

Vnュ慰

ル
ソ
ー
は
他
の
ラ
シ
ョ
ナ
-
ス
･1
と
同
様
に
､

｢
理
性
の
世
界
｣
と
呼
ば
れ
る
十
八
世
紀
の
空
気
を
呼
吸
し
て
い
る
｡
十
八
世
紀
の

ラ
シ
ョ
ナ
-
ズ
ム
に
お
い
て
ほ
､
理
性
は

｢
啓
豪
｣
の
唯

一
の
手
段
で
あ
り
､
そ
の
崇
拝
は
ほ
と
ん
ど

｢
宗
教
的
狂
信
｣
に
ま
で
高
め
ら

れ
､
や
が
て
そ
れ
は
ラ
シ
ョ
ナ
-
ス
･L
達
の
神
と
さ
え
な
っ
て
い
る
｡

そ
も
そ
も

｢
理
性
の
世
界
｣
に
お
け
る
新
し
い
教
義
は
､
神
の
名
に
お
い
て
あ
た
え
ら
れ
る
代
り
に
理
性
の
名
で
あ
た
え
ら
れ
た
｡
理

性
は

｢
伝
統
的
格
式
｣
を
破
壌
す
る
武
器
と
し
て
登
場
す
る
｡
テ
ー

ヌ
に
よ
れ
は
'
こ
の
破
壊
の
た
め
の
｢
哲
学
的
遠
征
｣
は
二
つ
の
段
階
に

4

分
け
ら
れ
る
｡

第

一
の
遠
征
は
､
敵
か
ら
そ
の
外
郭
的
防
禦
線
と
国
境
要
塞
を
奪
坂
す
る
｡
そ
れ
を
指
揮
す
る
者
が
ボ
ー
ル
テ
ー
ル
で
あ

っ
た
｡
第
二
の
遠
征
は
自
然
へ
の
復
帰
を
標
傍
し
て
前
進
す
る
が
､
そ
れ
は
二
つ
の
部
隊
か
ら
成
立
し
て
い
た
.
第

一
は
百
科
全
書
派
の

部
隊
で
あ
り
､
第
二
は
ル
ソ
ー
及
び
社
会
主
義
者
達
の
部
隊
で
あ
る
｡
攻
撃
の
作
戦
と
進
路
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
て
も
､
目
指
す

目
標
は

｢
伝
統
｣
と
い
-
共
通
の
敵
で
あ
っ
た
｡
ル
ソ
ー
は
そ
の
戦
列
の

一
翼
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
0

こ
れ
を
宗
教
の
問
題
に
焦
点
を
移
し
て
眺
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
｡
十
八
世
紀
に
お
け
る

｢
哲
学
者
｣
た
ち
に
共
通
し
た
宗
教
批
判

は
､
従
来
の
宗
教
が

一
つ
の

｢
欺
隔
の
体
系
｣
で
あ
っ
た
と
い
-
こ
と
で
あ
る
が
､
彼
等
に
よ
れ
は
､
宗
教
は
人
間
の
知
的
進
歩
に
対
す

る

｢
変
る
こ
と
な
き
邪
魔
も
の
｣
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
､
そ
れ
は
真
正
な
道
徳
と
正
し
き
政
治
的
社
会
的
な
生
活
秩
序
を
確
立
す
る

能
力
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
告
発
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ル
ソ
ー
の
宗
教
批
判
の
核
心
も
ま
た
既
成
宗
教
と
教
会
に
内
在
す
る



不
合
理
な
神
秘
と
矛
盾
性
で
あ
っ
た
｡
そ
こ
で
は
神
に
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
感
情
を
持
た
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
々
を
堕
落
さ
せ
て
い
る
｡

特
殊
な
教
理
は
神
の
観
念
に
光
明
を
投
じ
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
､
そ
れ
ら
の
観
念
を
か
え
っ
て
混
乱
さ
せ
た
｡
し
か
も
人
間
の
知
識
で

は
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
能
の
神
を
囲
続
す
る
神
秘
に
､
こ
れ
ら
の
教
理
は

｢
愚
か
な
矛
盾
｣
を
つ
け
加
え
た
｡

ル

ソ
ー
は
理
性
の
明

る
い
光
に
照
し
て
､
神

々
を
包
ん
で
い
る
神
秘
と
矛
盾
の
ベ
ー
ル
を
仮
借
な
く
剥
ぎ
板
ろ
-
と
す
る
｡
理
性
の
み
が
神
の
純
正
な
観
念
を

顕
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢
私
に
説
く
宗
教
を
神
秘
と
矛
盾
と
の
下
に
隠
す
も
の
は
､
そ
れ
と
共
に
そ
の
宗
教
に
対
す
る
不
信
を
数
え

る
も
の
で
あ
る
｡｣
(E
.p
1264)
神
の
予
言
と
奇
蹟
を
否
定
し
､
宗
教
か
ら
理
性
の
容
認
し
な
い
不
可
思
議
な
要
素
を
排
除
し
よ
-
と
す
る

か
ぎ
り
､
彼
は
尿
も
な
く
理
神
論
の
側
に
立

っ
て
い
る
｡

事
実
彼
の
説
こ
-
と
す
る
も
の
は
､
啓
示
宗
教
で
は
な
く
て
自
然
宗
教
で
あ
っ
た
｡
彼
は
サ
ボ
ア
の
助
祭
を
し
て

｢
私
の
説
明
の
中
に

君
は
自
然
宗
教
の
外
に
何
物
を
も
見
出
さ
な
い
｣
(E
Jp
.259)
と
語
ら
し
め
'
｢
私
は
自
然
宗
教
に
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
要
素
を
発
見
し
た
｣

(E
.p
.260)
と
告
白
し
て
い
る
｡
｢
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
権
威
に
も
わ
れ
わ
れ
の
祖
国
の
偏
見
に
も
何
等
屈
服
し
な
い
か
ぎ
り
､
自
然
の

状
態
に
お
け
る
理
性
の
光
の
み
を
も

っ
て
し
た
の
で
は
､
わ
れ
わ
れ
は
自
然
宗
教
以
上
に
は
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
｣

(
E
･
p
.
2
78)
し

か
し
な
が
ら
理
性
は
彼
に
神
の
本
質
や
宗
教
の
異
型
性
に
つ
い
て
く
ま
な
く
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
-
か
｡
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
検

証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
次
の
間
題
で
あ
る
｡

彼
は
先
ず
既
に
触
れ
た
よ
-
に
神
の
無
限
な
る
本
質
を
凝
祝
し
よ
-
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

と
述
懐
し
て
い
る
｡
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
少
し
も
神
に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
減
殺
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

｢
私
は
理
解
す
る
こ
と
が

少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
神
を
崇
拝
す
る
の
で
あ
る
｡｣
(E
.p
-249
)
し
か
も
こ
の
神
の
偉
大
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
と
き
､
そ
の
前
に
拝
乾
し

て

｢
私
の
理
性
を
使
用
し
得
る
最
善
の
用
途
は
､
神
の
前
に
理
性
を
棄
て
る
こ
と
で
あ
る
｣

(E
.p
.2
49
)
と
懐
悔
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で

理
性
を
放
棄
し
て
わ
れ
わ
れ
の
依
拠
す
る
原
理
を
ど
こ
に
求
め
る
の
だ
ろ
-
か
｡
理
性
を
棄
て
て
わ
れ
わ
れ
は
再
び
蒙
昧
の
荒
野
に
さ
ま



よ
-
の
だ
ろ
-
か
｡
そ
-
で
は
な
か
っ
た
｡
そ
こ
に
は
わ
れ
わ
れ
を
導
く

｢
確
実
な
指
導
者
｣
が
あ
る
｡
そ
れ
は
良
心
で
あ
っ
た
｡
｢

理

性
は
わ
れ
わ
れ
を
欺
く
こ
と
が
極
め
て
多
い
｣

(E
.p.
2

49)
が
､
し
か
し
良
心
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
を
欺
-
こ
と
の
な
い
人
間
の

｢
正
し

き
指
導
者
｣
で
あ
る
｡

右
の
こ
と
か
ら
も
既
に
推
測
さ
れ
る
よ
-
に
､
ル
ソ
ー
の
信
仰
は
何
よ
り
も
心
胸
と
感
情
の
事
柄
で
あ
り
､
わ
け
て
も
道
徳
的
感
情
と
し

て
の
良
心
と
離
れ
が
た
く
結
合
し
て
い
る
｡

｢
信
仰
告
白
｣
の
思
想
は
良
心
の
要
求
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
｡
良
心
は

こ
こ
で
は

｢
天
来
の
不
死
の
声
｣
で
あ
り
､

｢
人
間
を
神
に
似
通
わ
せ
る
｣
宗
教
的
感
情
に
ま
で
昇
華
し
て
い
る
｡
神
に
つ
い
て

｢
そ
れ

を
論
ず
る
理
性
よ
り
も

一
層
力
強
く
そ
れ
を
私
に
語
る
も
の
は
こ
の
感
情
で
あ
る
.｣

(E
.p.
2

42)
彼
は
神
の
前
に
理
性
を
棄

て
た
が
､

感
情
に
よ
っ
て
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
｡
こ
の
こ
と
は

｢
-
ス
ボ
ン
の
地
震
｣
に
対
す
る
ポ
ー
ル
テ
ー
ル
へ
の
手
紙

｢
摂
理
に
つ
い
て

｣

(
一
七
五
六
年
)
の
中

で
､

｢
神
の
存
在
は
た
だ
感
情
の
み
が
証
明
す
る
｣
と
説
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
白
で
あ
る
｡
こ
の
視
野
か
ら

モ
ー
リ
イ
が
ル

ソ
ー
の
神
は
本
質
的
に
は
理
性
の
産
物
で
は
な
く
て
､
｢
感
情
拡
充
｣
(em
o
tio
natexpa
nsion
)
の
結
果
で
あ
る
と
解
釈

5

し
た
こ
と
は
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ

須

9

ル
ソ
ー
に
と
っ
て
は
｢
認
め
る
｣
と
い
-
こ
と
は
｢
感
ず
る
｣
と
い
-
こ
と
で
あ
る
.
(E
.p.
232)｢
私
は
そ
れ
を
感
ず
る
か
ら
そ
れ
を
知
る

の
で
あ
る
｡｣
(E
.p
.234
)
た
と
え
ば

｢
神
の
存
在
を
信
ず
る
｣
と
い
-
場
合
､
そ
れ
は
理
知
に
訴
え
て
神
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
で
は

な

い

｡

｢
む
し
ろ
私
は
そ
れ
を
感
ず
る
｣

(E
.p.
2
3
9
)

と
い
-
の
で
あ
る
.
神
の
存
在
が
先
ず
感
情
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
､
そ
の
属
性

は
感
情
に
支
え
ら
れ
つ
つ
理
性
の
環
椎
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
.神
の
正
し
い
観
念
を
得
る
た
め
に
は
理
性
が
必
要
で
あ
る
が
'そ
れ
は
感

情
の
指
導
下
に
立

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

｢
わ
れ
わ
れ
の
感
情
ほ
い
-
ま
で
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
理
知
よ
り
先
に
存
在

し
､
わ
れ
わ
れ
は
観
念
を
持

つ
前
に
感
情
を
有
す
る
｡｣
(E
.p
.2
53
)
感
情
は

一
切
の
理
性
作
用
に
時
間
的
に
先
行
す
る
の
み
な
ら
ず
､
そ

れ
は
精
神
の
本
質
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
精
神
生
活
に
お
い
て
感
情
の
占
め
る
意
義
の
重
要
性
を
認
識
し
た
者
は
ル
ソ
ー

一
人
だ
け
で
は
な



撃 撃

40

い
.
ヒ
ユ
ー
ム
は
既
に

｢
宗
教
の
自
然
史
｣
(
N
atu
rat
H
isto
ry
of
R
etig
io
n
)
に
お
い
て
宗
教
的
真
理
の
理
性
的
基
礎
づ
け
を
根
本
的

に
排
斥
L
t宗
教
に
対
す
る
感
情
の
主
動
的
寄
与
を
認
め
よ
-
と
し
た
｡
こ
の
見
地
か
ら
彼
は
理
神
論
に
挑
戦
的
な
懐
疑
の
目
を
向
け
る
｡

こ
の
よ
-
な
動
向
に
対
し
て

1
層
決
定
的
な
形
を
与
え
た
者
が
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
.

6

ル
ソ
ー
は
理
神
論
者
で
は
な

か

っ
た
.
彼
は
ボ
ー
ル
テ
ー
ル
と
共
に
理
神
論
者
の
中
に
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
聖

彼
の
自
然
宗
教

は
少
な
く
と
も
ポ
ー
ル
テ
ー
ル
の
意
味
に
お
け
る
理
神
論
で
は
な
い
｡
な
る
ほ
ど
奇
蹟
や
神
秘
を
宗
教
か
ら
排
除
し
よ
-
と
す
る
点
に
お

い
て
､
あ
る
い
は
原
罪
の
思
想
を
徹
底
的
に
超
克
し
よ
-
と
す
る
点
に
お
い
て
'
ル
ソ
ー
は
理
神
論
と
同
じ
地
点
に
立
っ
て
い
る
｡
け
れ
ど

も

｢
-
ス
ボ
ン
の
地
震
｣
に
お
い
て
ボ
ー
ル
テ
ー
ル
が
神
の
摂
理
を
疑

っ
た
の
に
対
し
て
､
世
界
の
事
物
が
こ
と
ご
と
く
善
な
る
が
故
に

神
を
信
ず
る
に
非
ず
､
直
接
感
情
に
基
づ
い
て
神
を
信
ず
る
が
故
に

l
切
の
事
物
に
善
を
見
出
す
の
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
か
ら
も
分
る
-

よ
-
に
､
ル
ソ
ー
は
理
神
論
を
斥
け
よ
-
と
し
て
い
る
｡
理
神
論
は
純
粋
に
理
性
主
義
の
体
系
と
し
て
発
足
し
た
が
､
ル
ソ
ー
に
お
い
て

ほ
､
宗
教
は
あ
く
ま
で
も
直
接
感
情
に
基
礎
と
源
泉
を
有
す
る
超
理
性
的
な

｢
沈
黙
の
驚
異
｣
で
あ
っ
た
｡
こ
の
意
味
で

｢
彼
の
宗
教
は

7

理
神
論
で
す
ら
な
く
､
極
め
て
感
情
的
な
色
彩
の
強
い

一
種
の
自
然
神
教
で
あ
っ
た

｣
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
-
0

そ
も
そ
も
理
神
論
に
よ
れ
ば
'
神
は
世
界
の
原
因
で
は
あ
っ
て
も
世
界
を
支
配
す
る
人
格
的
自
意
識
的
な
存
在
で
は

な

い
｡
こ

の
見

地
か
ら
す
れ
ば
理
神
論
は
有
神
論
と
対
置
さ
れ
る
｡
有
神
論
に
お
い
て
は
神
は
世
界
を
創
造
す
る
の
み
な
ら
ず
､
今
も
尚
永

久

に
世

界

の
運
行
に
関
与
す
る
白
動
的
な
存
在
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
は
神
の
こ
の
よ
-
な
性
質
に
つ
い
て
は
よ
く
分
ら
な
い
と
告
白
し
て
い
る
け
れ
ど

も

(E
.p
.248)
彼
の
自
然
宗
教
は

一
つ
の
有
神
論
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
彼
自
身
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
｡

｢
私
の
説
く
宗
教
は
､
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
無
神
論
な
い
し
は
無
宗
教

(
irre-igion
)
と
混
同
し
よ
-
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
有

神
論
ま
た
は
自
然
宗
教
に
よ
く
似
て
い
る
よ
-
に
思
わ
れ
ま
す
｡
｣
(
E
.
p
.
2
5
8
)

彼
の
自
然
宗
教
が
理
神
論
と
全
く
同

一
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
'
今

一
つ
こ
こ
で
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が



あ
る
｡
そ
れ
は

｢
信
仰
告
白
｣
が

三
貝
し
た
キ
-
ス
十
教
抗
弁
の
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
中
で
福
音
書
の
持

つ
意
義
に
触
れ

て
い
る
と
い
-
点
で
あ
る
.
彼
は
現
代
の
キ
-
ス
rL
教
と
福
音
書
の
キ
-
ス
rL
教
を
区
別
す
る
｡
た
と

え
ば

｢
社
会
契
約
論
｣
に
お

い

8

て
､
後
者
を

｢
人
間
の
宗
教
｣
と
呼
ん
で

｢
市
民
の
宗
教
｣
と
対
立
さ
せ
て
い

慰

｢
人
間
の
宗
教
｣
に
お
い
て
は
寺
院
も
な
く
'
拝
壁

も
な
く
､
儀
式
も
な
く
､
そ
れ
は
専
ら
至
上
神
の
純
粋
な
内
的
礼
拝
と
道
徳
の
永
遠
の
義
務
に
か
ぎ
ら
れ
る
｡
彼
の
信
じ
て
い
た
も
の
が

9

こ
の
宗
教
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
､
彼
の
自
然
宗
教
は
い
わ
ば

｢
自
然
状
態
に
移
し
植
え
ら
れ
た
カ
ル
ビ
ニ
ズ
ム
の
信
仰
｣
に
は
か
な
ら
な

い
｡
事
実
彼
は

｢
教
会
の
権
威
よ
り
は
む
し
ろ
福
音
書
の
精
神
に
つ
く
｣
(
E
.
p
.
2
7
4
)

一
個
の
誠
実
な
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
rL
で
あ
り
た
い
と

du
｢

｣n

-

願

っ
て
い
る
｡

｢
サ
ポ
ア
助
祭
の
信
仰
告
白
｣
と
全
く
同
じ
だ
と
彼
自
身
述
べ

る

｢
臨
終
に
お
け
る
ジ

ュ
-
ィ
の
信
仰
告
白
｣
に
お
い
て

ほ
~
｢
私
は
聖
書
と
理
性
だ
け
か
ら
法
規
を
受
け
て
お
り
ま
す
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
の
中
に
生
き
て
ま
い
り
ま
し
た
が
､
そ
れ
に
従

っ

弧

て
死
ん
で
い
く
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
｣
と
..h
ユ
-
ィ
に
語
ら
し
め
て
い
る
｡
そ
-
す
れ
ば
自
然
宗
教
は
､
原
罪
の
神
秘
性
を
剥
ぎ
去

っ

た

1
種
の
キ
-
ス
rL
教
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

し
か
し
自
然
宗
教
と
い
-
ル
ソ
ー
の
信
仰
宣
言
が
持
つ
独
自
の
意
義
は
､
右
に
か
か
げ
る
諸
点
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｡

む
し
ろ
彼
の
信
仰
宣
言
が
に
な
-
歴
史
的
意
義
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
.ジ
ム
の
破
頃
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
-
氏

に
求
め
ら
れ
る
O
信
仰
告
白
と
社
会
批
判
は
こ
こ
で
は
見
事
に
結
合
し
て
い
る
.
換
言
す
れ
ば
'
中
世
キ
リ
ス
rL
教
支
配
の

｢
骨
化
形
態

｣
で
あ
る
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
'Jh
ム
へ
の
反
抗
と
し
て
の
彼
の
社
会

-
政
治
学
説
と
､

｢
偶
像
崇
拝
｣
に
も
等
し
い
既
成
キ
-
ス
rL
教
へ
の
反

抗
と
し
て
の
彼
の
宗
教
論
は
､
同

一
物
の
二
面
に
は
か
な
ら
な
か
っ
た
｡
す
な
わ
ち
彼
の
自
然
宗
教
論
は
､
単
な
る
既
成
キ
-
ス
･L
教
へ

の
反
抗
で
あ
っ
た
と
い
-
よ
り
は
､

｢
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ム
の
神
経
｣
と
し
て
の
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
命
脈
を
断
ち
切
ろ
-
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
｡

ル
ソ
ー
は
啓
蒙
主
義
と
戦
い
そ
れ
を
克
服
し
た
場
合
に
お
い
て
も
､
依
然
と
し
て
啓
蒙
主
義
の
偽
わ
ら
ざ
る

｢
嫡
子
｣
で
あ
る
｡
だ
か



ら
彼
の
説
い
た
感
情
の
福
音
も
決
し
て
そ
の
時
代
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
彼
の
感
情
主
義
に
お
い
て
薮
吹
さ
れ
た
も
の
は
､
単
な

る

｢
感
受
性
｣
で
は
な
く
て

一
つ
の
新
し
い

｢
倫
理
的
意
志
｣
で
あ

っ
た
｡

｢
啓
蒙
主
義
の
最
も
強
力
な
思
想
的
衝
動
と
そ
の
固
有
な
精

的

神
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
､
信
仰
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
な
-
､
信
仰
の
新
し
い
理
念
を
宣
布
し
た
こ
･A
J
に
存
す
る
｣
と
す
れ
ば
､

わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
論
が
果
し
た
正
当
に
し
て
特
異
な
役
割
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
彼
は
こ
-
し
て
啓
豪
主
義

の
世
界
を
破
壊
し
た
の
で
は
な
く
､
そ
の
重
心
を
別
の
力
点
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
他
の
思
想
家
が
お
よ
は
な
か

っ
た
よ
-
な

し
方
で
カ
ン
ト
へ
通
ず
る
道
を
切
開
い
た
｡
カ
ン
ト
が
自
ら
の
思
想
的
世
界
を
体
系
的
に
構
築
し
よ
-
と
し
た
と
き
､
彼
は
ル
ソ
ー
に
依

拠
し
ル
ソ
ー
を
引
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
.
そ
し
て
カ
ン
ト
の
こ
の
体
系
こ
そ

｢
l
方
に
お
い
て
は
啓
蒙
主
義
の
克
服
で

個

あ
る
と
同
時
に
､
他
方
に
お
い
て
は
啓
蒙
主
義
の
光
か
が
や
く
変
容
の

姿

｣

で
も
あ

っ
た
｡

註
仙

拙
稿

｢自
然
主
義
運
動
の
発
展
｣

(弘
前
大
学

｢
人
文
社
会
｣
二
八
号
五

二
貝
)

S

E
.
W
righ
t,
op
.
cit.,P
.)60

㈱

前
掲
拙
稿
､
五
二
貢

㈲
H
,
T
ain
e)
L
es
o
rigi
nes
de
ta
France
con
tem
poraine)
岡
田
畠
蓋
口調

｢
近
代
フ
ラ
ン
ス
の
起
原
｣
∬
'
二
七
九
貢

㈲

J
.

Mortey
,
R
ousseau
and
his
Era,苧
P
.3
08

㈲

た
と
え
ば
'

｢岩
波
哲
学
小
辞
典
｣
.理
神
論
の
項

｡小
場
瀬
卓
三

｢
近
代
精
神
｣
二
三
三
頁
｡
こ
こ
で
は
理
神
論
と
自
然
宗
教
は
同
義
に
解
さ
れ

て
い
る
.
自
然
宗
教
が

｢
人
性
自
然
の
理
性
に
基
づ
く
宗
教
｣
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
､
そ
れ
は
理
神
論
と
同

一
の
根
拠
の
上
に
立
っ
て
い

る
｡
と
い
う
よ
り
も
啓
蒙
主
義
に
お
け
る
理
神
論
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
宗
教
の
概
念
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
｡
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
ル
ソ
ー
の
自
然
宗
教
は
理
神
論
で
は
な
い
｡

川

本
田
喜
代
治

｢社
会
思
想
史
｣

一
七
〇
頁
｡
こ
こ
で
は
理
神
論
と
自
然
神
教
は
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
､
元
来
自
然
神
教
は
自
然

神
論
と
共
に
理
神
論
と
は
同

一
の
概
念
で
あ
る
｡

㈱

平
林
初
之
輔
訳

｢
民
約
論
｣

(
岩
波
文
庫
)

一
八
六
貢
｡

佃

本
田
喜
代
治

｢
近
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
思
想
の
成
立
｣
三

l
七
頁
O



㈹

前
掲

｢儀
悔
録
｣
三
六
二
貢
｡

仙

安
土
正
夫
訳

｢新
エ
ロ
イ
ー
ズ
｣
Ⅳ
､
二
六
一
頁

㈹

E
.
C
assirer,
前
掲
訳
書
'

一
六
五
貢

凋

同
書
'
三
三
九
貢
｡

五

宗
教
と
道
徳

1
道
徳
教
育
の
構
造

こ
こ
で
は
二
つ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
｡

一
つ
は
ル
ソ
ー
の
教
育
段
階
論
に
お
い
て
宗
教

(
教
育
)
と
道
徳

(
教
育
)
の
占
め
る
位
置

を
明
確
に
し
､
そ
の
視
野
か
ら
両
者
の
か
か
わ
り
を
見
定
め
る
こ
と
､
も
-

一
つ
は
彼
の
道
徳

(
教
育
)
の
本
質
を
浮
彫
に
す
る
な
か
で

宗
教

(
教
育
)
と
の
立
入

っ
た
内
的
関
連
を
追
求
し
､

｢
エ
ミ
ー
ル
｣
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
全
体
構
造
を
描
き
出
す
こ
と
､
こ
れ
が
本

節
で
問
わ
れ
る
べ
き
中
心
課
題
で
あ
る
｡
第

一
の
問
題
か
ら
検
討
を
加
え
よ
-
0

｢
エ
ミ
ー
ル

｣
の
構
成
が
五
編
に
分
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
｡
ル
ソ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
綱
に
お
い
て
次
の
よ
-
な
主
題
を

追
求
し
よ
-
と
し
て
い
る
｡
第

一
編

(第

一
期
の
教
育

一
才
-
五
才
)
家
庭
教
育
と
身
体
訓
練
､
第
二
縞
(第
二
期
の
教
育
五
才
-

二
才

)
感
覚

の
教
育
､
第
三
縞

(第
三
期
の
教
育

l
二
-

一
五
才
)理
性
と
勤
労
の
教
育
､
第
四
柄

(第
四
期
の
教
育

一
五
才
-

二
〇
才
)
感
情
の
教
育
'
第

五
編

(第
五
期
の
教
育
二
〇
才
以
後
)
女
子
教
育

と
市
民
教
育
｡
こ
の
全
編
を
貫
い
て
い
る
も
の
が
合
自
然
性
の
原
理
で
あ
り
､
こ
の
原
理

の
上
に
い
わ
ゆ
る

｢
自
然
に
従
-
教
育
｣
が
展
開
さ
れ
る
｡

合
自
然
性
の
教
育
原
理
に
従
え
ば
､
第
三
期
ま
で
の
教
育
に
よ
っ
て
人
は

l
応
個
人
と
し
て
完
成
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
で
ル
ソ
ー
の
発
達

心
理
観
か
ら
す
れ
ば
'
人
が
個
人
的
生
活
に
局
限
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
道
徳
と
は
無
縁
で
あ
る
｡
道
徳
は
人
が
個
人
的
生
活
を
越
え
て
人

間
関
係
の
中
に
ふ
み
込
む
と
き
に
発
生
す
る
｡
し
か
し
て
人
が
人
間
関
係
の
中
に
ふ
み
込
む
の
は
､
性
的
覚
醒
に
基
づ
く
感
情
の
発
生
を

媒
介
と
す
る
｡
故
に
青
年
期
に
お
け
る
感
情
の
発
生
は
同
時
に
道
徳
の
発
生
を
随
伴
す
る
も
の
で
あ
り
､
第
四
期
の
感
情
の
教
育
は
同
時
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に道徳の教育のはじまりでなければならない｡

もっとも彼は第四期以前においても､子供が既に｢道徳的存在｣となる事実を指摘している.(E.p.42.64)しかしここで｢道徳的存在｣とい-のは､第四期以後におけるよ-な対人関係の自覚の上に立っているものではない｡子供たちは｢理性ができるまでは､道徳的存在とか社会的関係とかの観念を持つことはできない｣へE.p.53)のである｡理性の現われる前にもわれわれは､自分で気づかずに善を行ったり悪を行ったりすることがあろ-｡けれども｢かかる行為には決してモラ-ティとい-意味はないのである｡｣(E.p154)人間が異に道徳的存在となるのは､理性出現の以

後でなければならない｡

問題は理性がいつ発生するかとい-点にかかっている｡｢エミール｣によれは､幼年時代(chitdhood一enfance)は理性睡眠の時代である｡(E.p.117)従って理性の発生は先ず幼年期以後に求められな-てはならない｡ただしかしここで理性の睡眠とは理性の欠如を意味しない｡理性の原初的形態は彼のいわゆる｢感覚的理性｣として存在する｡感覚的理性はいわば理知的理性と区別される｡彼が理性の睡眠と呼ぶ場合､い-までもな-理知的理性を指している｡このよ-な理知的理性の出現は幼年期以後でなければならない｡ここで幼年期とは発達段階上その上限はどこで区切られるのだろ-か｡一般にenfanceとは一二､三才頃までを指すのが普通である｡ルソーにおいても第二期の教育時代(五才-十二才)がそのよ-に呼ばれている｡この点からすれば､理性の発生は二一､三才以後すなわち第三期以後で

‖H
なければならない｡

ところでルソーによれは､理性の出現によってわれわれは道徳的存在に移行するから､理性発生の第三期は道徳発生の時期でもなければならない｡しかしこのことは､第四期における性的覚醒に基づ-感情の発生が同時に道徳の発生を随伴するとい-前述の論理と矛盾する｡この矛盾はどのよ-に調停されるべきであるか｡今これを彼の人類発展
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観
に
即
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
､
た
と
え
ば

｢
社
会
契
約
論
｣
に
み
ら
れ
る
よ
-
に
､
理
性
発
生
の
時
期
は
人
類
が
対
人
関
係

を

持

ち

は

2

じ
め
る
と
き
､

つ
ま
り
人
が
社
会
人
と
な
っ
た
と
き
で
あ
封
｡
こ
こ
で
は
社
会
の
成
立
に
お
い
て
遺
徳
の
発
生
を
み
よ
-
と
す
る
彼
の
思

想
が
決
定
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
｡

右
の
よ
-
に
系
統
発
生
的
に
社
会
が
道
徳
的
存
立
の
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
個
体
発
生
に
お
い
て
も
社
会
関
係
に
移

3

行
す
る
第
四
期
が
道
徳
発
生
の
時
期
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ル
ソ
ー
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
か
｡
事
実

｢
エ
ミ
ー
ル
｣
の
第
四
編
に

お
い
て

｢
わ
れ
わ
れ
は
終
に
遺
徳
的
秩
序
に
到
着
し
た
｣
(E
.
p
.
)96)
と
述
べ
て
い
る
｡
彼
は
第
四
縞
に
お
い
て
'
｢
如
何
に
し
て
'
心
の

最
初
の
衝
動
が
良
心
の
最
初
の
声
を
生
む
に
至
る
か
､
如
何
に
し
て
愛
と
憎
し
み
の
最
初
の
感
情
か
ら
善
と
悪
の
最
初
の
観
念
が
生
ず
る

か
｣
を
明
ら
か
に
し
よ
十
と
し
た
｡
第
四
期
の
教
育
は
道
徳
の
た
め
の
教
育
で
あ
る
｡

第
四
期
が
感
情
の
教
育
で
あ
り
道
徳
の
た
め
の
教
育
で
あ
る
と
す
れ
ば
､
彼
が

｢
信
仰
告
白
｣
を
第
四
編
の
中
で
板
上
げ
た
の
は
決
し

･4-

て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
.
す
な
わ
ち
こ
の
挿
入
は
単
な
る

)ite
rary
comb
in
atio
n

で
は
な

山
｡
彼
に
お
い
て
は

｢
道
徳
の
義
務
を
解
除

す
る
宗
教
と
い
-
も
の
は
存
在
し
な
い
｣
L
t
｢
信
仰
な
く
し
て
如
何
な
る
遺
徳
も
あ
り
得
な
い
｡｣
(E
.p
.
2
76
)
遺
徳
と
宗
教
が
離
れ
が
た

-
結
び

つ
い
て
い
る
｡
と
い
-
よ
り
も
彼
は
こ
こ
で
宗
教
を
決
定
的
に
道
徳
化
し
よ
-
と
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は

｢
信
仰
告
白
｣
の
骨

子
が
サ
ミ
ュ
エ
ル
･
ク
ラ
ー

ク

(S
.
C
-arke)
の
｢
神
の
存
在
お
よ
び
属
性
論
｣
(A
D
em
o
nstratio
n
o
f
th
e
B
ein
g
and
A
ttribu
tes
o
f

God)を
援
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た

(E
.p.
2

3))
こ
と
に
よ
っ
て
も
推
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
彼
が
そ
れ
に
共
感
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
の

は

､
｢
人
の
魂
を
高
め
道
徳
に
基
礎
を
与
え
る
に
適
し
た
｣
合
理
的
な
体
系
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
｡

ク
ラ
ー
ク
に
よ
れ
ば
､

一
切
の
事
物
は
神
に
よ
っ
て
必
然
的
関
係
に
定
め
ら
れ
､
行
為
の
善
悪
は
こ
れ
に
適
す
る
や
否
や
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
し
､
人
間
に
お
け
る
義
務
と
は
こ
の
関
係
に
従
-
こ
と
で
あ
っ
た
｡
ル
ソ
ー

に
お
い
て
も
神
の
設
定
す
る
秩
序
に
従
-
こ
と
が
､

自
己
の
意
志
を
神
の
意
志
と
結
合
す
る
所
以
で
あ
り
'
そ
-
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
徳
を
頒

つ
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
に
道
徳
の
根
源
が
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あ
る
｡
こ
の
場
合
神
の
設
定
す
る
秩
序
に
従
-
と
い
-
こ
と
は
､
神
が
わ
れ
わ
れ
に
賦
与
し
た
天
性
に
従
-
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
と
こ
ろ
で
彼
に
従
え
は

｢神
は
私
が
正
義
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
-
に
良
心
を
授
け
た
｡｣
(
E
.
p
.
2

57
)
ル
ソ
ー

の
道
徳

(
敬

育
)
論
は
良
心
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
｡

彼
の
道
徳

(
教
育
)
論
が
良
心
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
良
心
の
要
求
の
上
に
築
か
れ

て
い

る
彼

の
宗
教

(
敬

育
)
論
と
そ
れ
は
同
根

-.
体
で
は
な
い
の
か
｡
彼
は

｢
良
心
の
声
｣
に
耳
を
傾
け
る
と
こ
ろ
に

｢
真
の
哲
学
｣
が
開
け
る
と

信

じ

て

い

5聖

そ
し
て

｢良

心
の
声
｣
は

｢
肉
体
の
声
｣
に
対
し
て

｢
魂
の
声
｣
で
あ
る
と
い
-
と
き
､
そ
こ
に
は
肉
体
の
死
滅
し
た
後
に
も
尚
生

存
を
続
け
る
霊
魂
の
存
在

(
霊
魂
の
不
滅
)
が
仮
定
さ
れ
て
い
る
｡
彼
は
霊
魂
の
不
滅
を
人
間
の
道
義
感
の
前
提
と
し
て
要
請

し

て

い

る
｡
彼
の
道
徳

(
教
育
)
の
限
底
に
は
道
徳
原
理
の
生
得
説
が
あ
り
､
そ
れ
は

｢
信
仰
告
白
｣
の
基
底
で
も
あ
っ
た
人
間
の
本
来
的
善
性

と
い
-
根
強
い
思
想
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡

ハ
hU

ル
ソ
ー
の
道
徳
教
育
は
自
然
法
の
義
務
以
上
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
-
見
鰍

の
是
非
は
こ
こ
で
し
ば
ら
く
論
じ
な
い
と
し
て
､

彼
に
お
い
て
は
､
既
に
テ
ィ
ン
ダ
ル
(M
.
T
i
nd
a-)
が
把
握
し
カ
ン
ト
が
｢
単
な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教
｣
の
中
で
そ
の
ま
ま
採

7

用
し
た
よ
-
山

'
宗
教
と
は
わ
れ
わ
れ
の
義
務
を
神
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
｡す
な
わ
ち
普
遍
的
に
妥
当
し
普
遍

的
に
採
用
さ
れ
る
倫
理
的
規
範
か
ら
出
発
し
て

(そ
れ
は
ル
ソ
ー
に
お
い
て
は
自
然
の
直
接
的
感
情
-
良
心
を
中
核
と
し
て
探
究
さ
れ
た
)
そ
れ
ら

の
規
範
を
そ
の
創
造
者
で
あ
る
神
と
関
係
せ
し
め
､
そ
れ
を
神
の
意
志
の
現
わ
れ
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
宗
教
の
持

つ
意
味
が
あ

っ
た
の
で

は
な
い
か
.
も
し
そ
-
で
あ
る
と
す
れ
ば
こ
の
点
か
ら
も
わ
れ
わ
れ
は
､
彼
に
お
け
る
宗
教

(
教
育
)
と
道
徳

(
教
育
)
の

l
体
観
-

道
徳
教
育
の
全
体
構
造
を
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
-
か
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

註

侶
古
川
習
史
氏
は

｢
フ
ラ
ン
ス
倫
理
思
想
の
研
究
｣
の
中
で
､
｢
エ
ミ
ー
ル
｣第

一
編
が
取
扱
う
の
は

｢
人
生
の
第

一
期
す
な
わ
ち
幼
年
時
代
が
終
る

ヽ
ヽ

ま
で
で
あ
る
｣
(傍
点
筆
者
)
と
し
て
~
｢第
二
編
が
坂
扱
う
人
生
の
第
二
期
に
は
~理
性
の
発
生
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｣
(同
書
五
三
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貢
)
と
述
べ
て
い
る
の
は
承
服
L
が
た
い
.

｢
エ
･,,
1-
ル
｣
第

l
編
で
坂
扱
う
人
生
の
第

一
期
で
幼
年
時
代
が
終
る
ど
こ
ろ
か
'
厳
密
に
い
う
と

ル
ソ
ー
の
場
合
第
三
期
も
そ
の
継
続
的
発
展
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
彼
は

｢
エ
-
1
ル
｣
第
三
編
に
お
い
て
第
三
期
の
教
育
を

説
く
に
当
り
､

｢
こ
れ
が
幼
年
時
代
の
第
三
段
階
で
あ
っ
て
こ
の
段
階
に
つ
い
て
私
は
こ
れ
か
ら
論
じ
よ
う
と
思
う
｣

(E
･P
･
205
)
と
述
べ
て

こ
こ
で
も

enfan
ce
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
｡
し
か
し
こ
こ
で
こ
の
言
葉
を
用
い
た
の
は
第
二
期
と
同
様
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
､
｢

そ
れ
を
表
現
す
る
適
当
な
言
葉
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
｣
で
あ
る
｡

㈲

平
林
初
之
輔
訳

｢
民
約
論
｣

(岩
波
文
庫
)
三
八
貢

㈲

E
.W

itds〉T
h
e
F
ound
atio
ns
o
f
M
od
ern

Educati
on,
1948
に
よ
れ
ば
､
ル
ソ
ー
は
個
体
発
生
が
系
統
発
生
を
繰
返
す
と
い
う
約
説
原
理

を

｢
工
､､､-
ル
｣
の
発
達
段
階
論
に
適
用
し
て
い
る

｡
(同
書
三
九
五
百
)

一
般
に
当
時
の
人
類
発
展
史
的
思
想
に
お
い
て
は
､
こ
の
よ
う
な
種

と
個
の
平
行
思
想
が
そ
の
根
底
に
認
め
ら
れ
る
｡
ペ
ス
タ
ロ
ッ
テ
-
に
お
い
て
も
そ
れ
は
例
外
で
な
か
っ
た
こ
と
は
岩
崎
菖

l
氏
が
指
摘
し
て
い

る
通
り
で
あ
る
｡

(
｢
ペ
ス
タ
ロ
ッ
チ
-
研
究
｣

二
一入
貢
)

㈲

E

.

C
assir
e
r
,
T

he
Q
uestio
n
o
f

Jear)･Jacques
R
o
uss

eau,
195

4,P.118

㈲

辰
野
隆
其
の
他
訳

｢学
問
芸
術
論
｣
五
九
百

㈲

島
芳
夫

｢
ル
ソ
ー
｣
二
三
三
頁

e

E
.
C
assirerこ
別
掲
訳
書
二
二
二
貢

六
結

語

以
上
の
考
察
に
お
い
て
､
も

っ
と
き
め
細
か
く
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
殊
に

｢
宗
教
と
道
徳
｣

の
問
題
に
つ
い
て
は
､
割
当
て
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
上
､
そ
れ
に
対
す
る
解
答
は
ほ
と
ん
ど
サ
マ
-
ィ
の
形
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
た
｡
わ
け
て
も
道
徳
教
育
の
全
体
構
造
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
若
干
か
い
ま
み
た
程
度
に
止
ま

っ
て
､
そ
の
詳
論
は
す
べ
て
割
愛
さ
れ

た
｡
次
の
機
会
に
稿
を
あ
ら
た
め
て
補
説
し
た
い
｡




