
 
  

 



 

こ
の
電
子
書
籍
は
縦
書
き
で
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
ご
覧
に
な
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
表
示
の
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 
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書
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の
全
訳
で
あ
る
。
底
本
と
し
て
著
者
生
前
の
最
終
版
で
あ
る
、
以

下
の
第
四
版
を
使
用
し
た
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『
功
利
主
義
論
』
は
、
一
八
六
一
年
に
フ
レ
イ
ザ
ー
ズ
マ
ガ
ジ
ン
誌
に
分
割
掲
載
さ
れ
、
の
ち
に
書
籍
化
さ

れ
た
。
生
前
に
、
初
版
（
一
八
六
三
年
）、
第
二
版
（
一
八
六
四
年
）
、
第
三
版
（
一
八
六
七
年
）、
第
四
版
（
一

八
七
一
年
）
と
版
を
重
ね
た
。
こ
の
間
い
く
つ
か
の
加
筆
修
正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
、
ト
ロ
ン
ト
大
学

版
『
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『
功
利
主
義
論
』

は
第
10
巻
に
収
録
）
に
詳
し
い
た
め
、
こ
れ
を
参
照
し
て
、
特
に
大
き
な
修
正
に
つ
い
て
は
本
翻
訳
中
に
も
示

し
た
。 



 

 

本
文
中
に
お
い
て
、
（ 

）
は
原
文
に
あ
る
ま
ま
、
原
著
者
の
注
記
・
補
説
で
あ
り
、〔 

〕
は
訳
者
の
判
断

で
付
加
し
た
注
記
・
補
訳
で
あ
る
。 

 
原
文
で
、
強
調
の
た
め
に
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
傍
点
に
置
き
換
え
た
。 

 

原
文
中
の
ラ
テ
ン
語
表
記
箇
所
に
つ
い
て
は
、《
最
高
善 su

m
m

u
m

 b
o

n
u

m

》
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
訳
に

続
け
て
記
載
し
て
い
る
が
、à

 p
rio

ri

の
み
「
先
天
的

ア
・
プ
リ
オ
リ

」
と
表
記
し
て
い
る
。 

 

訳
出
に
際
し
、
多
く
の
既
訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
深
く
謝
意
を
申
し
上
げ
た
い
。
本
邦
で
過
去
出

版
さ
れ
た
『
功
利
主
義
論
』
の
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
既
訳
一
覧
に
ま
と
め
た
。
ま
た
既
訳
と
の
比
較
や
翻
訳
上

の
疑
問
点
な
ど
に
つ
い
て
、
訳
者
覚
え
書
に
ま
と
め
た
。 

 

訳
註
は
人
名
な
ど
最
小
限
に
と
ど
め
て
あ
る
。
訳
出
に
関
す
る
込
み
入
っ
た
話
題
は
、
こ
れ
も
訳
者
覚
え
書

を
参
照
し
て
も
ら
い
た
い
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第
一
章 

総
説 

   

人
間
知
識
が
、
こ
こ
ま
で
培
わ
れ
る
あ
い
だ
、
こ
と
の
よ
し
あ
し
の
基
準
に
つ
い
て
の
論
争
に
、
決
着
を
つ

け
る
試
み
は
、
ほ
と
ん
ど
進
歩
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
ほ
ど
、
期
待
外
れ
な
こ
と
は
、
そ
う
そ
う
な
く
、
こ

の
こ
と
ほ
ど
、
未
解
決
の
重
要
課
題
が
山
積
し
、
思
索
の
停
滞
が
明
ら
か
な
こ
と
を
示
す
も
の
は
、
そ
う
そ
う

な
い
。
哲
学
の
夜
明
け
か
ら
、
《
最
高
善 su

m
m

u
m

 b
o

n
u

m

》
に
関
す
る
問
い
、
あ
る
い
は
、
道
徳
の
基
礎
に
相

当
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
は
、
哲
学
者
た
ち
の
中
心
問
題
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
最
も
才
能

あ
る
知
性
た
ち
を
虜
に
し
、
相
互
の
活
発
な
論
争
を
通
し
て
、
党
派
や
学
派
へ
と
分
断
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
千
年
以
上
た
っ
て
も
同
じ
議
論
が
続
き
、
哲
学
者
た
ち
は
、
同
じ
論
争
の
旗
を
掲
げ
て
、
い
ま

だ
に
陣
取
っ
て
い
る
始
末
で
あ
る
。
（
も
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
編
が
、
本
当
の
会
話
に
基
づ
い
て
い
る
の
な
ら
）

若
き
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
長
老
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
説
を
聞
き
、
当
時
人
気
の
あ
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ィ
ス
ト
の

道
徳
論
に
対
抗
し
て
、
功
利
主
義
の
理
論
を
主
張
し
た
と
き
以
来
、
思
想
家
も
そ
の
ほ
か
の
多
く
の
人
々
も
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
合
意
に
近
づ
い
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。 

 

実
は
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
の
第
一
原
理
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
な
混
乱
と
不
確
か
さ
、
そ
し
て
、
あ
る
場
合
に

は
、
同
じ
よ
う
な
対
立
が
存
在
し
て
お
り
、
最
も
確
証
的
な
科
学
だ
と
さ
れ
る
数
学
で
さ
え
、
例
外
で
は
な
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
科
学
的
結
論
の
信
頼
性
の
多
く
は
、
損
な
わ
れ
て
い
な
い
し
、
事
実
、
世
間
で
は
、



 

ま
っ
た
く
損
な
わ
れ
て
い
な
い
。
一
見
す
る
と
、
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

科
学
の
細
部
の
学
説
は
、
普
通
、
第
一
原
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
根
拠
と
し
て
推
論
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
第

一
原
理
か
ら
導
か
れ
る
の
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
科
学
は
、
も
っ
と
不
安
定
で
あ
る
だ
ろ
う
し
、

代
数
学
ほ
ど
、
証
明
不
十
分
な
結
論
を
持
つ
科
学
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
代
数
学
は
、
学
習
者

が
一
般
に
、
諸
原
理
と
し
て
教
わ
る
こ
と
か
ら
、
確
証
性
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
最
も
著
名
な

教
師
た
ち
の
何
人
か
が
言
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
代
数
学
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
よ
う
に
擬
制
に
満
ち
、
神
学

の
よ
う
に
神
秘
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
究
極
的
に
科
学
の
第
一
原
理
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
真
理
と

は
、
実
は
そ
の
科
学
に
深
く
か
か
わ
り
の
あ
る
基
本
的
な
概
念
を
経
験
的
に
得
て
、
形
而
上
学
的
に
分
析
し
た

最
終
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
科
学
と
そ
う
し
た
第
一
原
理
と
の
関
係
は
、
建
物
に
お
け
る
土
台
で
は
な
く
、

樹
木
に
お
け
る
根
で
あ
る
。
樹
木
の
根
は
掘
り
返
さ
れ
る
ま
で
、
決
し
て
日
の
目
を
見
な
い
け
れ
ど
も
、
建
物

の
土
台
と
同
じ
役
割
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
に
お
い
て
は
、
個
々
の
真
理
は
一

般
的
な
理
論
に
先
行
す
る
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
道
徳
や
立
法
と
い
っ
た
実
践
的
な
技
術
に
つ
い
て
は
反
対

で
あ
る
こ
と
が
、
予
想
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
行
為
は
、
な
ん
ら
か
の
目
的
を
目
指
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

そ
う
し
た
目
的
に
よ
っ
て
、
行
為
の
指
針
に
、
全
般
的
な
性
格
を
与
え
、
色
づ
け
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
追
求
す
る
と
き
、
追
求
す
る
も
の
の
明
白
で
正
確
な
概
念

は
、
最
初
に
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
最
終
的
に
待
ち
望
む
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。



 

 

倫
理
に
関
す
る
よ
し
あ
し
の
判
定
と
は
、
個
人
が
考
え
、
何
が
正
し
く
て
何
が
間
違
い
で
あ
る
か
を
確
か
め
る

た
め
の
、
手
段
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
す
で
に
確
か
め
ら
れ
た
結
果
で
は
な
い
。 

 
倫
理
に
関
す
る
よ
し
あ
し
を
直
観
さ
せ
る
感
覚
や
本
能
と
い
っ
た
自
然
的
能
力
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
世
間

に
受
け
が
い
い
理
論
に
頼
っ
た
と
こ
ろ
で
、
倫
理
に
関
す
る
良
し
悪
し
の
判
定
の
難
し
さ
が
、
回
避
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は─

─

道
徳
的
な
本
能
が
実
在
す
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
争
点
の
ひ
と
つ
で
あ

る
こ
と
は
別
に
し
て
も─

─

そ
う
い
う
理
論
の
信
奉
者
の
中
で
、
哲
学
の
素
養
を
持
つ
者
な
ら
ば
、
光
や
音
を

識
別
す
る
感
覚
が
現
に
あ
る
よ
う
に
、
個
別
具
体
的
に
何
が
正
し
く
て
何
か
正
し
く
な
い
か
を
識
別
す
る
感
覚

が
あ
る
と
い
う
考
え
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
思
想
家
の
名
に
値
す
る
解
釈

者
に
従
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
能
力
は
、
道
徳
的
判
断
の
一
般
原
理
だ
け
を
提
供
す
る
。
道
徳
能
力
は
理
性

の
一
部
門
で
あ
っ
て
、
感
覚
能
力
の
一
部
門
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
道
徳
能
力
は
道
徳
の
抽
象
的
な
原
則
と

見
な
す
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
な
認
識
と
見
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
直
観
主
義
も
、
あ
る
い
は
帰
納
主
義
と
称

す
る
倫
理
学
派
も
、
一
般
的
な
原
理
の
必
要
性
を
主
張
す
る
。
両
者
と
も
、
個
々
の
行
為
の
道
徳
性
は
、
直
接

的
な
知
覚
の
問
題
で
は
な
く
、
個
別
的
な
状
況
へ
の
原
理
の
適
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。
彼

ら
は
大
枠
で
認
識
を
同
じ
く
し
、
同
じ
道
徳
律
に
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
論
拠
や
彼
ら
が
権
威
と
し
て
扱
っ
て

い
る
根
拠
は
異
な
る
。
一
方
の
意
見
〔
直
観
主
義
〕
に
よ
れ
ば
、
道
徳
の
原
理
は
、
先
天
的

ア
・
プ
リ
オ
リ

に
明
ら
か
で
あ
り
、
用

語
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
を
除
け
ば
、
何
の
同
意
も
い
ら
な
い
。
も
う
一
方
の
意
見
〔
帰
納
主
義
〕
に
よ
れ
ば
、

倫
理
に
関
す
る
良
し
悪
し
と
は
、
真
偽
と
同
様
に
、
観
察
と
経
験
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
同
じ
よ



 

う
に
、
道
徳
性
は
原
理
か
ら
推
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
直
観
主
義
も
帰
納
主
義

も
同
じ
く
ら
い
強
く
、
道
徳
の
科
学
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
断
言
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
め

っ
た
に
、
科
学
の
前
提
と
し
て
役
立
つ
で
あ
ろ
う
先
天
的
な
原
理
の
リ
ス
ト
を
築
き
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
理
を
ひ
と
つ
の
原
理
に
、
あ
る
い
は
義
務
を
共
通
の
基
礎
に
ま
と
め
る
努
力

を
す
る
こ
と
す
ら
め
っ
た
に
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
先
天
的
な
権
威
と
し
て
、
道
徳
の
一
般
的
な
教
訓

を
仮
定
し
た
り
、
そ
う
し
た
格
言
の
共
通
の
根
拠
と
し
て
、
格
言
そ
の
も
の
よ
り
も
権
威
が
な
く
、
お
よ
そ
大

衆
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
一
般
論
を
持
ち
出
し
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
主
張
を
支
持
す
る
に

は
、
両
者
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
の
根
源
と
し
て
、
何
ら
か
の
単
一
の
基
本
原
理
や
法
則
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
が
も
し
複
数
あ
る
の
な
ら
、
そ
の
中
で
優
先
順
位
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
原
理
、
あ
る
い
は

さ
ま
ざ
ま
な
諸
原
理
が
対
立
す
る
と
き
に
、
そ
の
選
択
を
決
定
す
る
法
則
は
、
自
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

こ
う
し
た
こ
と
を
欠
い
た
こ
と
に
よ
る
悪
し
き
効
果
が
、
実
際
上
、
ど
れ
く
ら
い
改
善
さ
れ
て
き
た
か
、
あ

る
い
は
人
類
の
道
徳
的
な
信
念
が
損
な
わ
れ
て
き
た
か
、
ま
た
究
極
的
な
標
準
が
明
証
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ

て
、
ど
の
く
ら
い
確
信
が
持
て
な
い
よ
う
に
な
っ
て
き
た
か
を
調
べ
る
に
は
、
古
今
の
倫
理
学
説
を
徹
底
的
に

調
査
し
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
道
徳
的
信
念
が
備
え
達
成
し
て
き
た
安
定
性
や
一

貫
性
を
示
す
の
は
容
易
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
主
と
し
て
〔
功
利
性
原
理
と
い
う
〕
認
識
さ
れ
な
い
基
準
に

よ
る
暗
黙
の
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
明
証
的
な
第
一
原
理
の
不
在
に
よ
っ
て
、
倫
理
学
は
、
人
間
の
現
実

的
な
心
情
を
神
聖
化
す
る
だ
け
で
、
指
針
を
示
す
こ
と
が
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
人
間
の
心



 

 

情
は
、
好
感
も
反
感
も
、
物
事
が
幸
福
に
及
ぼ
す
影
響
が
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
こ
と
で
、
大
き
な
影
響
を
受

け
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
功
利
性
原
理
、
あ
る
い
は
後
年
の
ベ
ン
サ
ム
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
最
大
幸
福
の
原

理
」
は
、
道
徳
的
な
原
理
の
形
成
に
お
い
て
、
最
も
権
威
を
軽
蔑
し
て
拒
絶
し
て
い
る
人
々
に
さ
え
も
、
広
く

支
持
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
功
利
性
原
理
は
道
徳
の
基
本
原
理
で
あ
り
、
道
徳
的
義
務
の
根
源
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
認
め
な
い
学
派
で
あ
ろ
う
と
、
道
徳
の
各
論
の
多
く
に
お
い
て
、
幸
福
に
つ
い
て
の
行
為
の
影
響
を
、

最
も
本
質
的
で
あ
り
、
最
も
考
慮
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
少
し
で
も
そ
れ

を
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
す
る
限
り
、
先
天
的
な
道
徳
論
者
で
あ
ろ
う
と
、
功
利
主
義
者
の
議
論
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
家
を
批
評
す
る
こ
と
は
、
私
の
現
在
の
目
的
で
は
な

い
。
し
か
し
実
例
と
し
て
、
そ
の
中
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
、
カ
ン
ト
の
系
統
的
な
著
作
『
人
倫
の
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』（
１
）

に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
カ
ン
ト
の
思
想
体
系
は
、
哲
学
史
上
の
道
標
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
長
く
残
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
非
凡
な
る
人
物
は
、
先
の
論
文
の
中
で
、
道
徳
的
義
務
の
起
源
と

基
礎
と
し
て
、
普
遍
的
な
第
一
原
理
を
設
定
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
う
で
あ
る
。「
汝
の
行
動
が
す
べ
て
の
理
性

的
存
在
者
に
よ
っ
て
法
則
と
し
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
行
動
せ
よ
」。
し
か
し
、
こ
の
格
言
か
ら
具
体
的
な
道
徳

的
義
務
を
推
論
し
始
め
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
奇
怪
に
も
カ
ン
ト
は
失
敗
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
べ
て
の
理
性
的

存
在
者
が
、
無
謀
に
も
不
道
徳
な
行
為
規
則
を
採
用
す
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
（
物
理
的
に
と
は
言
わ
な
い
ま

で
も
）
不
可
能
で
あ
り
、
背
理
と
な
る
こ
と
を
示
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
示
し
て
い
る
の
は
、



 

そ
の
よ
う
な
も
の
を
採
用
し
た
結
果
は
、
誰
ひ
と
り
陥
る
こ
と
を
選
択
し
な
い
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
し
か
な
い
。 

 
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
、
ほ
か
の
理
論
家
に
つ
い
て
議
論
す
る
の
は
や
め
て
、
功
利
主
義
、
あ
る
い
は
最
大
幸

福
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
と
評
価
に
つ
い
て
、
ま
た
で
き
る
限
り
の
証
明
に
つ
い
て
、
わ
ず
か
で
も
貢
献
し
よ

う
と
試
み
る
。
こ
の
証
明
は
、
一
般
的
に
世
間
で
言
わ
れ
て
い
る
意
味
で
の
証
明
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
究
極
的
な
目
的
に
つ
い
て
の
問
題
は
直
接
的
な
証
明
を
素
直
に
受
け
入
れ
な
い
も
の
だ
。
善
い
と

い
う
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
証
明
抜
き
で
善
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
も
の
の
手
段
で
あ
る
こ
と
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
医
療
技
術
は
、
そ
れ
が
健
康
を
導
く
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
い
と
い

う
こ
と
を
証
明
さ
れ
る
。
し
か
し
ど
う
や
っ
た
ら
健
康
で
あ
る
こ
と
が
善
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る
か
。

音
楽
芸
術
が
善
い
も
の
で
あ
る
の
は
、
と
り
わ
け
、
そ
れ
が
快
楽
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
快
楽
が

善
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
た
ら
証
明
で
き
る
か
。
だ
か
ら
も
し
、
そ
れ
自
体
、
善
い
と
い
う

す
べ
て
の
も
の
を
含
む
包
括
的
な
公
式
が
あ
り
、
こ
れ
以
外
の
も
の
す
べ
て
は
目
的
で
は
な
く
手
段
で
あ
る
と

主
張
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
公
式
は
承
認
し
た
り
拒
絶
し
た
り
で
き
る
が
、
一
般
的
な
意
味
で
の
証
明
の
対
象
で

は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
う
し
た
公
式
を
承
認
す
る
か
拒
絶
す
る
か
は
、
盲
目
の
衝
動

や
恣
意
的
な
選
択
に
よ
る
も
の
だ
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
、
証
明
と
い
う
言
葉
に
は
広
い
意
味
が
あ
り
、
そ

の
意
味
で
な
ら
、
こ
の
問
題
は
、
ほ
か
の
哲
学
的
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
と
同
じ
よ
う
に
、
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
問
題
は
理
性
的
能
力
の
認
識
の
範
囲
内
で
あ
り
、
理
性
は
直
観
と
し
て
だ
け
こ
の
問
題
を
扱
う



 

 

わ
け
で
は
な
い
。
考
察
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
性
が
そ
の
原
則
に
同
意
す
る
か
否
か
を
決
定
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
こ
れ
は
証
明
に
相
当
す
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
考
察
が
ど
ん
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
個
々
の
ケ
ー
ス

に
適
用
さ
れ
る
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
功
利
主
義
的
な
公
式
を
承
認
し
た
り
拒
否
し
た
り
す
る
た
め
に
は
、

ど
ん
な
合
理
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
検
討
し
よ
う
。
し
か
し
、
合
理
的
に
承
認

し
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
予
備
的
な
条
件
と
し
て
、
そ
の
公
式
が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
一
般
的
に
、
功
利
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
と
て
も
不
完
全
な
概
念
と
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
承
認
を

妨
げ
る
主
要
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
せ
め
て
大
き
な
誤
解
だ
け
で
も
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

問
題
は
非
常
に
単
純
化
さ
れ
、
そ
の
困
難
の
大
部
分
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
従
っ
て
功
利
主
義
的
な

基
準
に
同
意
を
得
る
た
め
の
哲
学
的
な
議
論
に
入
る
前
に
、〔
次
章
に
お
い
て
〕
こ
の
原
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
説
明
を
加
え
て
お
こ
う
。
功
利
主
義
が
何
で
あ
り
、
何
で
な
い
の
か
を
区
別
し
、
よ
り
明
瞭
に
示

す
こ
と
に
よ
っ
て
、
功
利
の
解
釈
に
関
す
る
誤
解
に
基
づ
い
た
、
あ
る
い
は
誤
解
と
密
接
に
関
連
し
た
実
際
の

反
対
論
に
対
処
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
で
〔
第
三
章
以
下
で
〕
、
私
が
哲
学
理
論
の

ひ
と
つ
と
考
え
て
い
る
こ
の
問
題
に
、
で
き
る
限
り
の
光
を
当
て
よ
う
。 

 
 



 

 

 
 

第
二
章 

功
利
主
義
と
は
何
か 

   

単
純
に
功
利
と
い
う
言
葉
の
語
感
か
ら
、
こ
と
の
よ
し
あ
し
の
判
断
に
お
い
て
功
利
主
義
を
支
持
す
る
人
々

が
、
功
利
を
快
楽
に
反
す
る
意
味
に
制
限
し
て
使
っ
て
い
る
と
考
え
る
無
知
な
る
誤
り
に
つ
い
て
は
、
一
言
触

れ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。
功
利
主
義
に
対
す
る
哲
学
上
の
反
対
者
は
、
一
瞬
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
馬
鹿
ら

し
い
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
人
々
と
混
同
さ
れ
た
だ
け
で
も
、
釈
明
を
要
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
反
対
か
ら
の
批

判
が
、
す
べ
て
の
も
の
を
快
楽
に
、
と
り
わ
け
そ
の
最
も
下
品
な
も
の
に
関
連
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
も
う
ひ
と
つ
の
功
利
主
義
に
対
す
る
あ
り
ふ
れ
た
非
難
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
誤
解
は
い
っ

そ
う
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
有
能
な
著
述
家
に
よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

同
じ
よ
う
な
人
物
が
、
時
と
し
て
ま
さ
に
同
じ
人
物
が
「
快
楽
と
は
功
利
の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
る
と
、
功
利

主
義
は
冷
血
で
誰
に
も
実
践
で
き
な
い
と
い
い
、
功
利
と
は
快
楽
の
こ
と
だ
と
説
明
さ
れ
る
と
、
功
利
主
義
は

官
能
的
で
誰
に
で
も
安
易
に
実
践
で
き
て
し
ま
う
と
い
っ
て
」（
２
）

功
利
主
義
を
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問

題
に
つ
い
て
少
し
で
も
知
識
の
あ
る
人
々
な
ら
ば
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
か
ら
ベ
ン
サ
ム
ま
で
、
功
利
主
義
を
支
持
す

る
す
べ
て
の
著
述
家
は
、
功
利
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
快
楽
か
ら
区
別
さ
れ
た
何
か
で
は
な
く
、
快
楽
そ
の

も
の
を
、
あ
る
い
は
苦
痛
の
排
除
を
、
意
味
す
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、〔
音
楽
や
芸
術
の
〕
心

地
よ
さ
や
華
麗
さ
と
い
っ
た
も
の
に
は
有
益
性
が
な
い
な
ど
と
は
決
し
て
い
わ
ず
、
数
あ
る
中
で
と
り
わ
け
、



 

 

そ
う
い
っ
た
も
の
が
有
益
性
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
つ
も
断
言
し
て
き
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
述
家

た
ち
を
含
め
て
、
一
般
の
人
々
は
、
新
聞
や
雑
誌
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
重
厚
な
大
著
に
お
い
て
さ
え
も
、

絶
え
ず
こ
の
浅
は
か
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。
功
利
主
義
的
と
い
え
ば
、
そ
の
発
音
以
外
に
つ
い
て
は
何
も
知

ら
な
い
く
せ
に
、
美
し
さ
や
華
麗
さ
、
お
も
し
ろ
さ
と
い
っ
た
種
類
の
快
楽
を
拒
否
し
た
り
無
視
し
た
り
す
る

の
が
功
利
主
義
的
だ
と
、
彼
ら
は
い
つ
も
う
そ
ぶ
い
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
の
用
語
の
単
に
無
知
に

よ
る
誤
用
は
、
非
難
の
時
だ
け
で
な
く
、
時
と
し
て
賛
辞
と
し
て
も
み
ら
れ
る
。
ま
る
で
、
功
利
的
と
い
え
ば

軽
薄
さ
や
単
な
る
一
時
的
な
快
楽
に
対
し
て
優
越
し
た
意
味
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
、
こ
の
異
常
な
用

法
は
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
若
い
世
代
が
そ
の
意
味
の
た
だ
ひ
と
つ
の
概
念
と

し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
独
特
の
名
称
と
し
て
こ
の
言
葉
を
使
い
始
め
な
が
ら
、
長
年
に
わ
た
り
使

う
の
を
や
め
て
い
た
〔
私
の
よ
う
な
〕
者
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
言
葉
を
取
り
入
れ
た
人
々
が
、
功
利
的
な
る
こ
と
を
、

劣
化
か
ら
救
済
す
る
た
め
に
少
し
で
も
貢
献
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
喜
ん
で
こ
の
言
葉
を
使
う
だ
ろ
う
。〔
＊

原
註
1
〕 

 

〔
＊
原
註
1
〕 

 

本
稿
の
著
者
は
、
自
分
が
功
利
主
義
者
を
名
乗
っ
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
語
は
私
の
独
創
で
は
な
く
、
ゴ

ー
ル
ト
氏
（
３
）

の
『
教
区
年
代
記
』
の
ち
ょ
っ
と
し
た
記
述
か
ら
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
友
人
た
ち
と
と
も
に
、
数
年
間
、

功
利
主
義
者
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
党
派
性
を
示
す
し
る
し
か
、
合
言
葉
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
嫌
っ
て
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
一
派
の
意
見
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
単
な
る
意
見
の
名
称
と
い
う
の
な
ら
、
あ
る
い
は
、
な
ん
ら
特
殊
な
適
用
方
法
を
示
す



 

 

の
で
は
な
く
、
功
利
の
基
準
を
認
め
る
こ
と
を
示
す
た
め
な
ら
、
そ
の
用
語
は
言
葉
の
不
足
を
満
た
し
、
多
く
の
場
合
、
退
屈
で
冗

長
な
言
い
回
し
を
避
け
る
便
利
な
方
法
を
提
供
し
て
く
れ
る
。 

  

功
利
性
あ
る
い
は
最
大
幸
福
原
理
を
、
道
徳
の
基
礎
と
し
て
受
け
入
れ
る
信
条
に
従
え
ば
、
行
為
は
、
幸
福

を
増
大
す
る
こ
と
に
比
例
し
て
正
し
く
、
幸
福
の
逆
を
生
む
こ
と
に
比
例
し
て
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

幸
福
が
苦
痛
の
欠
如
と
快
楽
を
意
味
し
、
不
幸
が
快
楽
の
欠
如
と
苦
痛
を
意
味
す
る
。
こ
の
理
論
に
基
づ
い
た

道
徳
の
基
準
に
つ
い
て
、
明
瞭
な
見
方
を
与
え
る
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
に
、
苦
痛
と
快
楽
の
観
念
に
ど
ん
な
も
の
が
含
ま
れ
る
の
か
。
ま
た
、
未
解
決
の
問
題
は
ど
の
程
度
残
っ
て

い
る
の
か
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
補
足
的
な
説
明
は
、
こ
の
道
徳
の
理
論
の
土
台
に
位
置
す
る
人
生
観
す
な
わ

ち
、
苦
痛
か
ら
の
解
放
と
快
楽
は
、
目
的
と
し
て
望
ま
し
い
た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
す
べ
て
の
望
ま
し
い
も
の
（
そ
れ
は
功
利
主
義
に
お
い
て
も
他
派
と
同
じ

く
ら
い
多
く
あ
る
）
は
、
そ
れ
自
体
に
固
有
の
快
楽
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
快
楽
の
促
進
と
苦
痛
の
防
止
の
手

段
と
し
て
、
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
影
響
し
な
い
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
人
生
観
は
多
く
の
人
々
の
気
持
ち
を
逆
撫
で
し
、
と
り
わ
け
感
情
や
意
図
に
お
い

て
、
最
も
尊
敬
に
値
す
る
人
々
に
、
根
深
い
嫌
悪
の
念
を
抱
か
せ
て
い
る
。（
そ
う
し
た
人
々
に
言
わ
せ
る
と
）

人
生
に
は
快
楽
よ
り
も
さ
ら
に
高
級
な
目
的
は
な
い
と
考
え
る
こ
と─

─

欲
求
と
追
求
の
対
象
と
し
て
、
快
楽

よ
り
よ
く
、
よ
り
高
貴
な
も
の
は
な
い
と
考
え
る
こ
と─

─

を
、
ま
っ
た
く
下
劣
で
卑
し
く
、
豚
に
こ
そ
ふ
さ

わ
し
い
原
理
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
豚
と
は
、
大
昔
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
人
々
が
軽
蔑
し
て
、
た
と
え
ら
れ
た



 

 

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
現
代
に
お
い
て
そ
の
原
理
を
抱
く
者
は
、
時
と
し
て
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ

リ
ス
の
攻
撃
者
か
ら
、
相
も
変
わ
ら
ぬ
上
品
な
た
と
え
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。 

 
そ
の
よ
う
な
攻
撃
を
受
け
た
と
き
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
人
々
は
い
つ
も
こ
う
答
え
て
き
た
。
人
間
の
本
性
を

堕
落
の
光
の
下
に
照
ら
し
た
の
は
、
わ
れ
ら
で
は
な
く
糾
弾
者
た
ち
の
方
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
非
難
は
、

豚
が
享
受
す
る
以
外
の
快
楽
を
、
人
間
に
は
享
受
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。
も
し
こ
の
仮
定
が
正

し
い
の
な
ら
、
先
の
糾
弾
に
反
論
で
き
な
く
と
も
、
そ
れ
は
も
は
や
、
そ
し
り
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
快
楽
の
源
が
人
間
と
豚
と
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
一
方
に
と
っ
て
十

分
に
善
い
人
生
の
指
針
は
、
も
う
一
方
に
と
っ
て
も
十
分
に
善
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
エ
ピ

ク
ロ
ス
派
の
生
活
と
獣
の
そ
れ
と
の
比
較
は
、
ま
さ
に
獣
の
快
楽
が
人
間
の
幸
福
の
概
念
を
満
た
さ
な
い
が
故

に
、
品
位
を
落
と
す
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
動
物
的
な
欲
求
よ
り
も
高
級
な
能
力
を
持
っ
て
い

る
。
い
っ
た
ん
、
そ
れ
を
意
識
し
た
な
ら
、
そ
れ
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
幸
福
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
実
際
の

と
こ
ろ
、
私
は
、
功
利
の
原
理
か
ら
、
結
論
と
な
る
学
説
を
引
き
出
す
こ
と
に
お
い
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
に
い

か
な
る
意
味
で
も
誤
り
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
を
十
分
な
方
法
と
す
る
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

要
素
と
同
様
に
、
大
部
分
ス
ト
ア
派
的
な
要
素
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
人

生
論
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
知
性
や
感
情
、
想
像
力
ま
た
は
道
徳
感
情
と
い
っ
た
快
楽
が
、
単
な
る

感
覚
よ
り
も
非
常
に
高
い
価
値
と
し
て
、
割
り
当
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
一
般
に
功
利
主
義
の
著
述
家
は
、
主
と
し
て
、
大
い
な
る
永
続
性
や
安
定
性
、
低
コ
ス
ト
の
面
な
ど



 

 

に
お
い
て─

─

す
な
わ
ち
、
内
的
な
本
性
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
外
的
な
利
点
に
お
い
て─

─

肉
体
的
快
楽
よ

り
も
精
神
的
な
快
楽
を
優
位
に
置
い
て
い
た
こ
と
を
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
す
べ
て
に
お

い
て
、
功
利
主
義
者
は
自
分
た
ち
の
立
場
を
十
分
に
証
明
し
て
き
た
。
し
か
し
功
利
主
義
者
は
、
全
体
の
一
貫

性
を
失
わ
ず
、
別
の
こ
と
も
、
し
か
も
高
級
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
こ
と
も
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で

あ
る
。
あ
る
、
、
種
類
、
、
の、
快
楽
は
別
の
種
類
の
快
楽
よ
り
も
望
ま
し
く
価
値
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
認
め
る
こ
と
は
、

功
利
性
原
理
と
ま
っ
た
く
矛
盾
し
な
い
。
ほ
か
の
も
の
を
評
価
す
る
と
き
は
い
つ
も
、
質
は
量
と
同
じ
よ
う
に

考
慮
さ
れ
る
の
に
、
快
楽
の
判
断
は
量
だ
け
に
依
存
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
不
合
理

だ
ろ
う
。 

 

快
楽
に
お
け
る
質
の
違
い
が
意
味
す
る
も
の
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
、
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
単

に
快
楽
と
し
て
、
ほ
か
の
も
の
よ
り
価
値
が
あ
る
快
楽
を
構
成
す
る
も
の
と
は
何
か
と
、
も
し
私
が
尋
ね
ら
れ

た
な
ら
、
可
能
な
回
答
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
ふ
た
つ
の
快
楽
に
関
し
て
、
両
方
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る

人
々
の
全
員
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
、
何
ら
か
の
道
徳
的
義
務
の
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
は
っ
き

り
と
し
た
選
好
を
示
す
の
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
よ
り
望
ま
し
い
快
楽
で
あ
る
。
両
方
の
快
楽
に
十
分
に
精
通
し

て
い
る
人
々
に
よ
っ
て
、
も
し
ふ
た
つ
の
う
ち
ひ
と
つ
が
、
一
方
よ
り
も
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
る
の
な
ら
、

た
と
え
大
き
な
不
満
が
伴
わ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
た
と
え
、
他
方
の
い
か
な
る
量
の
快

楽
の
可
能
性
を
止
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、
量
よ
り
も
は
る
か
に
重
視
さ
れ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に

な
ら
ず
、
比
較
の
上
、
選
好
さ
れ
た
享
楽
の
質
に
負
う
の
は
当
然
で
あ
る
。 



 

 

 

こ
こ
で
、
両
方
の
快
楽
に
等
し
く
精
通
し
て
お
り
、
等
し
く
享
受
し
楽
し
む
人
々
が
、
自
ら
の
高
級
な
能
力

を
要
す
る
生
活
の
方
を
最
優
先
に
選
択
す
る
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
獣
の
快
楽
を
十
分
に
与
え

ら
れ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
と
し
て
も
、
何
か
下
等
な
生
物
に
な
ろ
う
と
思
う
人
は
ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
た

と
え
自
分
た
ち
の
運
命
よ
り
も
、
愚
か
者
や
馬
鹿
、
な
ら
ず
者
と
い
っ
た
人
々
の
方
が
、
も
っ
と
満
た
さ
れ
た

運
命
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し
て
も
、
知
的
な
人
間
は
、
愚
か
者
に
な
り
た
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
し
、
教

育
の
あ
る
人
は
、
無
知
な
人
に
な
ろ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
親
切
で
良
心
的
な
人
は
、
利
己
的
で
下
劣
に
な
ろ

う
と
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
人
々
は
、
愚
か
者
と
同
じ
く
ら
い
に
、
す
べ
て
の
欲
求
を
ま
っ
た
く
完
璧
に

満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
在
愚
か
者
よ
り
も
多
く
所
有
し
て
い
る
も
の
を
放
棄
し
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
こ
う

い
う
人
が
放
棄
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
か
ら
見
て
ど
ん
な
に
望
ま
し
く
な
か
ろ
う
と
、
別

の
者
と
運
命
を
交
換
す
る
ほ
か
に
、
逃
れ
よ
う
が
な
い
く
ら
い
に
、
極
端
に
不
幸
な
場
合
だ
け
で
あ
ろ
う
。
高

級
な
能
力
を
持
つ
者
が
幸
福
に
な
る
の
に
は
、
多
く
の
も
の
を
必
要
と
し
、
お
そ
ら
く
よ
り
苦
悩
に
敏
感
と
な

り
、
劣
っ
た
者
た
ち
よ
り
も
、
多
く
の
点
で
、
成
し
遂
げ
が
た
い
も
の
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
負
担
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
う
し
た
者
は
、
決
し
て
実
際
に
は
低
級
の
生
活
と
考
え
る
も
の
に
陥
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
こ
う
い

っ
た
不
本
意
を
好
む
こ
と
を
何
と
で
も
解
説
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
自
尊
心
に
帰
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
自
尊
心
と
は
、
人
間
が
持
つ
こ
と
の
で
き
る
、
最
も
尊
敬
す
べ
き
感
情
で
あ
る
と
と
も
に
、

最
も
尊
敬
す
べ
か
ら
ざ
る
感
情
に
、
善
悪
の
境
な
く
与
え
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
自
由

や
独
立
心
の
渇
望
に
準
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
う
い
う
も
の
に
訴
え
る
こ
と
は
、
ス
ト
ア
派
に
と
っ
て
、



 

 

そ
の
不
本
意
な
る
も
の
を
教
え
込
む
最
も
有
効
な
手
段
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
ま
た
権
力
に
対
す
る
渇
望
、
あ

る
い
は
感
動
に
対
す
る
渇
望
に
準
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
も
の
は
実
際
に
、
不
本
意
な
る
も
の
に

入
り
込
み
貢
献
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
最
も
適
切
な
呼
び
名
は
、
尊
厳
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
間

が
何
ら
か
の
形
で
尊
厳
の
感
覚
を
持
っ
て
お
り
、
決
し
て
正
確
に
で
は
な
い
が
、
高
級
な
能
力
と
比
例
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
感
覚
の
強
い
者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
と
衝
突
す
る
も
の
は
、
一
時
的
で
な
け
れ
ば
、
欲
求
の

対
象
と
な
り
え
な
い
ほ
ど
に
、
幸
福
の
不
可
欠
な
一
部
と
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
う
し
た
選
好
が
幸
福
の
犠
牲
の
下
に
起
こ
る
と
考
え
る
者
は─

─

同
じ
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
優
れ
た
者

は
劣
っ
た
者
よ
り
も
幸
福
で
は
な
い
と
考
え
る
者
は─

─

幸
福
と
満
足
と
い
う
ふ
た
つ
の
異
な
る
概
念
を
混
同

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
受
能
力
が
低
い
者
が
、
十
分
な
満
足
を
得
る
機
会
に
大
い
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
は
、

明
ら
か
で
あ
る
。
感
受
能
力
が
非
常
に
恵
ま
れ
た
者
は
、
い
つ
も
、
彼
が
求
め
る
い
か
な
る
幸
福
も
、
こ
の
世

界
で
は
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
は
、
も
し
そ
れ
ら
が
耐
え
う
る
も
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
欠
陥
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
を
学
習
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
ま
っ
た
く
欠

陥
に
気
づ
い
て
い
な
い
者
に
対
し
て
、
嫉
妬
し
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
単
に
、
そ
う
い
う
者
は
欠
陥
と
さ
れ

る
も
の
の
利
点
を
考
え
た
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
。
満
た
さ
れ
た
豚
よ
り
も
満
た
さ
れ
な
い
人
間
の
方
が
よ
く
、

満
た
さ
れ
た
愚
か
者
よ
り
も
満
た
さ
れ
な
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
が
よ
い
。
そ
し
て
愚
か
者
な
り
豚
な
り
が
、
も

し
こ
れ
と
異
な
っ
た
意
見
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
彼
ら
が
た
だ
自
分
の
側
の
問
題
し
か
知
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
を
比
較
す
る
者
は
そ
の
両
方
を
知
っ
て
い
る
。
高
級
な
快
楽
を
享
受
で
き
る
多
く
の
人
々
も
時



 

 

折
、
衝
動
の
影
響
を
受
け
て
、
低
級
な
も
の
の
方
へ
走
る
こ
と
が
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
反
論
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
高
級
な
快
楽
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
優
越
性
に
対
す
る
全
面
的
な
評
価
と
ま
っ

た
く
矛
盾
し
な
い
。
人
は
し
ば
し
ば
、
性
格
の
欠
陥
か
ら
、
そ
れ
に
は
あ
ま
り
価
値
が
な
い
と
知
っ
て
い
て
も
、

目
先
の
利
益
を
選
択
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
肉
体
的
快
楽
と
精
神
的
快
楽
と
の
間
だ
け
で
な
く
、

ふ
た
つ
の
肉
体
的
快
楽
の
間
で
の
選
択
で
も
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
。
健
康
が
大
い
に
善
い
も
の
で
あ
る
と
熟
知

し
て
い
よ
う
と
、
健
康
を
損
な
っ
て
で
も
官
能
的
な
耽
溺
を
求
め
た
が
る
人
々
は
い
る
だ
ろ
う
。 

  

本
章
の
以
降
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
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第
三
章 

功
利
性
原
理
の
究
極
的
な
拘
束
力
に
つ
い
て 

  

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

  



 

 

 
 

第
四
章 

功
利
性
原
理
の
論
証
方
法
に
関
し
て 

  

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

  



 

 

 
 

第
五
章 

正
義
と
功
利
の
関
係
に
つ
い
て 

  

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

 

 

 
 



 

 

訳
註 

  

（
1
） 

原
文
で
はM

eta
p
h

ysics o
f E

th
ics

で
あ
り
、
通
常
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
（『
道
徳
形
而
上
学
』
と
も
い
う
）
を
指
す
が
、
当
時

は
こ
の
表
題
で
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
と
も
い
う
）
が
出
版
さ
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
こ
ち

ら
を
指
す
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。 

（
2
）
引
用
元
は
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
評
論
に
掲
載
さ
れ
た
、
『
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
』
（
ト
マ
ス
・
ム
ー
ア
著
）
の
書
評
論
文

（"M
o
o

re's E
p

icu
rean

," W
estm

in
ster R

eview
, v

o
l.8

 O
cto

b
er 1

8
2
7

）。
無
記
名
記
事
の
た
め
「
あ
る
有
能
な
著
述
家
」
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
ト
マ
ス
・
ラ
ブ
・
ピ
ー
コ
ッ
ク
（T

h
o

m
as L

o
v
e P

eaco
ck

, 1
7
8
5

-1
8

6
6

）
に
よ
る
も
の
で
、
彼
の
著
作
集
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
（T

h
e w

o
rks o

f T
h
o

m
a

s L
o
ve P

ea
co

ck
, ed

. H
. F

. B
. B

rett-S
m

ith
 an

d
 C

. E
. Jo

n
es, 1

0
 v

o
ls. 1

9
2

4
–
3

4
, v

o
l.9

）
。
ピ
ー
コ
ッ

ク
は
、
ミ
ル
の
父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
後
任
で
東
イ
ン
ド
会
社
の
文
書
審
査
部
長
を
務
め
た
人
物
で
、
彼
の
後
任
で
ミ
ル
が
同
職
に
就
い
た
。 

（
3
）
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ト
（Jo

h
n

 G
alt, 1

7
7
9

-1
8
3

9
）
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
小
説
家
。
『
教
区
年
代
記
』
は
、
正
式
名
称
『
教
区
年
代

記
：
あ
る
い
は
、
ミ
カ
・
バ
ル
ウ
ィ
ダ
ー
牧
師
の
任
期
中
に
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
ダ
ル
メ
ー
リ
ン
グ
の
記
録
』
（A

n
n

a
ls o

f 

th
e p

a
rish

: o
r, T

h
e ch

ro
n

icle o
f D

a
lm

a
ilin

g
; d

u
rin

g
 th

e m
in

istry o
f th

e R
ev. M

ica
h

 B
a

lw
h

id
d
er, w

ritten
 b

y h
im

self

）
と
い
い
、
自

伝
形
式
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
ゴ
ー
ル
ト
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ア
イ
ン
・
ラ
ン
ド
の
小
説
『
肩
を
す
く
め
る

ア
ト
ラ
ス
』
に
出
て
く
る
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ト
と
は
無
関
係
。 

 
 



 

 

既
訳
一
覧 

  

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

    
 



 

 

訳
者
覚
え
書 

 

奥
田
伸
一 

 
 

   

こ
こ
で
は
訳
者
覚
え
書
と
し
て
、
本
翻
訳
と
既
存
の
翻
訳
と
で
特
に
異
な
る
訳
出
を
行
っ
て
い
る
箇
所
を
具

体
的
に
摘
示
し
、
訳
者
な
り
の
弁
明
を
行
い
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
は
基
本
的
に
、
現
在
手
に
入
り
や
す
く
、

出
版
年
の
新
し
い
次
の
二
書
を
対
象
と
し
、
異
な
る
訳
出
箇
所
を
取
り
出
し
た
。
こ
の
二
書
以
外
の
既
存
の
邦

訳
に
つ
い
て
は
、
適
宜
、
同
箇
所
に
つ
い
て
の
み
検
討
箇
所
と
し
て
参
照
し
て
い
る
。
ま
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
番

号
は
、
本
翻
訳
が
底
本
と
し
た
第
四
版
に
依
拠
し
て
い
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
分
け
方
は
『
ミ
ル
著
作
集
』
収
録

版
と
同
じ
）。
こ
の
た
め
、
別
の
原
著
や
別
の
版
、
独
自
の
改
行
を
行
っ
て
い
る
訳
書
と
は
若
干
ず
れ
る
場
合
が

あ
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。 

 

【
関
口
訳
】…

…

関
口
正
司
訳
『
功
利
主
義
』
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
一
年
） 

【
川
名
山
本
訳
】…

…

川
名
雄
一
郎
・
山
本
圭
一
郎
訳
「
功
利
主
義
」
（『
功
利
主
義
論
集
』
所
収
、
京
都
大
学

出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
） 



 

 

 

以
上
の
二
書
以
外
で
は
次
の
も
の
を
参
照
・
引
用
し
た
。
ま
た
引
用
に
際
し
、
原
文
の
旧
字
体
を
新
字
体
に

改
め
た
。 

 

【
伊
原
訳
】…

…

伊
原
吉
之
助
訳
「
功
利
主
義
論
」
（
『
世
界
の
名
著3

8
 

ベ
ン
サ
ム 

J
・
S
・
ミ
ル
』
所
収
、

中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
年
） 

【
水
田
永
井
訳
】…

…

水
田
珠
枝
・
永
井
義
雄
訳
「
功
利
主
義
」
（
『
ワ
イ
ド
版 

世
界
の
大
思
想
III-

6 

ミ
ル
』

所
収
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
五
年
） 

【
和
田
訳
】…

…

和
田
聖
嗣
訳
『
功
利
主
義
』
（
福
村
書
店
、
一
九
五
四
年
） 

【
柳
田
訳
】…

…

柳
田
泉
訳
『
功
利
論 

改
訳
版
』（
春
秋
社
、
一
九
三
七
年
） 

【
富
田
小
倉
訳
】…

…

富
田
義
介
・
小
倉
兼
秋
訳
『
ミ
ル
功
利
説
』（
培
風
館
、
一
九
三
五
年
） 

【
高
橋
穣
訳
】…

…

高
橋
穣
訳
『
ミ
ル
功
利
主
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
） 

【
高
橋
久
則
訳
】…
…

高
橋
久
則
訳
「
功
利
主
義
」『
世
界
大
思
想
全
集 

24
』（
春
秋
社
、
一
九
二
八
年
） 

【
河
野
密
訳
】…
…

河
野
密
訳
「
功
利
主
義
」
（『
コ
ン
ト
実
証
哲
学
：
附
・
功
利
主
義
論
』
所
収
、
而
立
社
、

一
九
二
三
年
） 

  

次
の
二
書
は
明
治
時
代
に
出
版
さ
れ
た
古
い
文
献
で
あ
り
、
私
の
研
究
不
足
の
た
め
に
判
読
・
読
解
が
不
十

分
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
引
用
に
際
し
て
も
、
使
用
さ
れ
て
い
る
述
語
等
に
つ
い
て
解
説
を
要
す
る
と
思
わ
れ



 

 

る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
た
め
、
参
照
は
し
て
い
る
が
、
特
別
の
場
合
を
除
い
て
、
基
本
的
に
言
及
・
引
用
し

て
い
な
い
。 

 

澁
谷
啓
蔵
訳
『
利
用
論
』（
山
中
市
兵
衛
、
一
八
八
〇
年
） 

西
周
訳
『
利
学
』（
島
村
利
助
、
一
八
七
七
年
） 

    

初
め
て
使
っ
た
？ 

 

第
二
章 

第
1
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
原
註 

  

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
第
二
章
の
第1

パ
ラ
グ
ラ
フ
に
付
さ
れ
た
註
で
あ
る
。
ま
ず
伊
原
吉
之
助
訳
を
参

照
し
て
も
ら
い
た
い
。 

 



 

 

【
伊
原
訳
】
本
論
の
著
者
は
、
こ
の
功
利
主
義
的
と
い
う
言
葉
を
使
い
は
じ
め
た
人
間
だ
と
信
じ
る

理
由
を
も
っ
て
い
る
。
自
分
で
考
え
出
し
た
の
で
は
な
く
、
ゴ
ー
ル
ト
氏
の
『
教
区
年
代
記
』
の
一

節
か
ら
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
数
年
間
、
こ
の
語
を
主
義
の
呼
び
名
と
し
て
使
っ
て
み
て
か
ら
、
彼、

と
友
人
た
ち
は
、
党
派
を
示
す
記
章
や
合
い
こ
と
ば
の
た
ぐ
い
に
嫌
気
が
さ
し
て
放
棄
し
た
。〔
強
調

傍
点
引
用
者
〕 

  

さ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
彼
」
と
は
誰
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
訳
文
か
ら
だ
と
私
は
ゴ
ー
ル
ト
氏
の
こ
と
か

と
思
う
の
だ
が
。 

 

【
原
文
】T

h
e au

th
o

r o
f th

is essay
 h

as reaso
n

 fo
r b

eliev
in

g
 h

im
self to

 b
e th

e first p
erso

n
 w

h
o

 

b
ro

u
g

h
t th

e w
o
rd

 u
tilitarian

 in
to

 u
se. H

e d
id

 n
o

t in
v

en
t it, b

u
t ad

o
p

ted
 it fro

m
 a p

assin
g

 

ex
p

ressio
n

 in
 M

r. G
alt's A

n
n

als o
f th

e P
arish

. A
fter u

sin
g

 it as a d
esig

n
atio

n
 fo

r sev
eral y

ears, 

h
e an

d
 o

th
ers ab

an
d

o
n

e
d

 it fro
m

 a g
ro

w
in

g
 d

islik
e to

 an
y

th
in

g
 resem

b
lin

g
 a b

ad
g

e o
r 

w
atch

w
o

rd
 o

f sectarian
 d

istin
ctio

n
. 

〔
強
調
引
用
者
〕 

  

こ
の
文
章
に
は
二
回
「
彼
」
が
出
て
く
る
。
一
回
目
の
「
彼
」
が
、T

h
e au

th
o

r o
f th

is essay

（
本
論
の
著
者
）

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
れ
は
ミ
ル
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
で
は
二
回
目
の
「
彼
」
は
ど
う



 

 

か
。
確
か
に
こ
ち
ら
は
ゴ
ー
ル
ト
氏
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
も
ミ
ル
自
身

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
伊
原
訳
も
そ
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
訳
註
に
こ
う
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

 

こ
れ
は
ミ
ル
の
思
い
ち
が
い
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ト
（
一
七
七
九
～
一
八
三
九
。
有
名
な
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
小
説
家
）
の
『
教
区
年
代
記
』
は
一
八
二
一
年
刊
で
、
ミ
ル
が
そ
れ
を
研
究
会
の
名
に
使

っ
た
の
は
「
一
八
二
二
年
か
ら
一
八
二
三
年
に
か
け
て
の
冬
」
（
ミ
ル
『
自
伝
』）
で
あ
る
が
、
ゴ
ー

ル
ト
の
四
十
年
前
（
一
七
八
〇
～
八
一
）
に
、
ベ
ン
サ
ム
が
は
や
く
も
こ
の
語
を
使
っ
て
い
た
。 

  

水
田
永
井
訳
は
ど
う
だ
ろ
う
。 

 

【
水
田
永
井
訳
】
こ
の
論
文
の
著
者
は
、
自
分
が
功
利
主
義
的
と
い
う
こ
と
ば
を
使
用
し
た
最
初
の

人
間
で
あ
る
と
信
じ
る
理
由
を
も
っ
て
い
る
。
か
れ
、
、
は
そ
れ
を
発
明
し
た
の
で
は
な
く
、
ゴ
ー
ル
ト

氏
の
教
区
年
誌
の
ち
ょ
っ
と
し
た
表
現
か
ら
そ
れ
を
採
用
し
た
。
そ
の
数
年
間
よ
び
名
と
し
て
用
い

た
あ
と
で
、
か
れ
、
、
お
よ
び
そ
の
他
の
人
び
と
は
、
宗
派
的
特
徴
を
も
っ
た
記
章
か
合
言
葉
に
に
て
い

る
す
べ
て
を
次
第
に
つ
よ
く
き
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
す
て
て
し
ま
っ
た
。〔
強
調
傍
点
引
用

者
〕 



 

 

  
水
田
永
井
訳
は
、
律
儀
に
も
、
二
回
と
も
「
か
れ
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ほ
か
の
訳
書
で
も
「
彼
」

と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。「
彼
」
と
し
て
い
な
い
の
は
、
富
田
小
倉
訳
、
川
名
山
本
訳
、
関
口
訳
で
あ
る
。
ま

た
、
訳
者
代
表
で
水
田
永
井
訳
の
「
点
検
と
訂
正
」
を
行
っ
た
と
い
う
水
田
洋
氏
も
「
改
題
」
に
お
い
て
、
こ

う
書
い
て
い
る
。（
こ
の
「
改
題
」
は
、
既
訳
一
覧
で
い
う
I

3
以
降
の
も
の
で
あ
る
） 

 

な
お
、
ミ
ル
が
こ
の
論
文
〔
「
功
利
主
義
」
〕
の
は
じ
め
に
、
功
利
主
義
と
い
う
名
称
を
か
れ
が
発
明
し

た
と
か
い
て
い
る
の
は
、
あ
き
ら
か
に
ま
ち
が
い
で
あ
る
。 

  

揚
げ
足
取
り
の
よ
う
で
申
し
訳
な
い
が
、
水
田
永
井
両
氏
が
そ
う
訳
し
た
よ
う
に
、
ミ
ル
は
「
そ
れ
を
発
明

し
た
の
で
は
な
く
」、
ゴ
ー
ル
ト
の
著
作
か
ら
「
採
用
し
た
」
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
奇
妙
な
話
で
あ
る
。
ミ
ル
の
話
を
信
じ
る
に
し
て
も
、
最
初
の
使
用
者
は
ゴ
ー
ル
ト
の
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ミ
ル
は
臆
面
も
な
く
、
自
分
が
最
初
の
使
用
者
だ
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、

こ
の
言
葉
を
発
明
、
、
し
た
、
、
の
は
自
分
で
は
な
い
が
、
最
初
に
使、
っ
た
、
、
の
は
自
分
で
あ
る
、
と
い
う
表
現
自
体
が
不

可
解
で
あ
る
。 



 

 

 

こ
の
不
可
解
な
表
現
に
惑
わ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
功
利
主
義
論
』
を
『
利
学
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
日
本

で
初
め
て
翻
訳
し
た
西
周
は
、
「
本
論
の
著
者
」
の
後
に
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ベ
ン
サ
ム
氏
を
指
す
」
と
の
註
記
を
挿

入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
本
論
の
著
者
」
と
は
ミ
ル
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

川
名
山
本
訳
の
訳
註
で
は
、
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ー
ル
ト
『
教
区
史
』
の
該
当
箇
所
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
私
も
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
に
公
開
さ
れ
た
当
該
テ
キ
ス
ト
（T

h
e A

n
n

als o
f th

e P
arish

 b
y

 Jo
h

n
 G

alt 

h
ttp

s://w
w

w
.g

u
ten

b
erg

.o
rg

/eb
o

o
k

s/1
3

1
0

）
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
事
実
が
わ
か
っ
た
。
ゴ
ー
ル
ト
の
当

該
著
作
に
、u

tilitarian
は
一
回
し
か
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
「
功
利
主
義
的
」
で
は
な
く
「
功
利
主
義
者
」

の
意
味
と
し
て
、
批
判
対
象
に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
語
のu

tilitarian

は
、
文
脈
な

し
で
は
、
功
利
主
義
者
と
も
功
利
主
義
的
と
も
と
れ
る
し
、
ミ
ル
が
ど
ち
ら
か
の
意
味
に
限
定
し
て
い
た
と
は

言
え
な
い
が
、
ミ
ル
の
「
使
っ
た
」
が
主
に
功
利
主
義
者
協
会
（U

tilitarian
 S

o
ciety

）
と
い
う
名
称
の
こ
と
で

あ
る
こ
と
や
、
こ
の
註
記
の
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
こ
れ
は
「
自
分
が
功
利
主
義
者
を
名
乗
、
、
っ
た
、
、
最
初
の
人
物

で
あ
る
」
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
功
利
主
義
者
と
い
う
言
葉
の
発
明
者
は

ゴ
ー
ル
ト
だ
が
、
自
称
と
し
て
使
っ
た
最
初
の
人
物
は
自
分
で
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
謎
の
一
文
の
意
味
も

通
る
。
ち
な
み
に
既
訳
に
お
い
て
、u

tilitarian

を
「
功
利
主
義
者
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
高
橋
久
則
訳
と
柳

田
泉
訳
で
あ
り
、
関
口
訳
が
「
功
利
主
義
的
・
功
利
主
義
者
」
と
し
て
い
る
。 

 

と
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
村
井
章
子
訳
『
ミ
ル
自
伝
』
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
功
利
主
義
者
協
会
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
箇
所
で
、「
自
ら
『
功
利
主
義
者
』
を
名
乗
っ
た
の
は
私
た
ち
が
初
め
て
で
あ
り
、
や
が
て
広
く
使
わ



 

 

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
言
葉
の
起
源
は
、
さ
さ
や
か
な
私
た
ち
の
会
に
あ
っ
た
」
と
の
記
述
を
見
つ
け
た
。

原
文
で
単
にh

ad
 tak

en

と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
自
ら
～
名
乗
っ
た
」
と
し
て
お
り
、（
『
功
利
主
義
論
』
の

ほ
う
はu

se

で
あ
る
が
）
こ
れ
を
「
名
乗
っ
た
」「
自
称
し
た
」
と
解
釈
す
る
の
は
私
の
独
創
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
。
た
だ
、
村
井
氏
は
「
私
た
ち
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
直
前
の
文
章
か
ら
し
て
「
私
」
で
は
な
い
か
と

思
う
。
直
前
の
文
章
は
、"... th

e n
am

e I g
av

e to
 th

e so
ciety

 I h
ad

 p
lan

n
ed

 w
as th

e U
tilitarian

 S
o

ciety."

「
私

が
計
画
し
た
会
に
私
が
与
え
た
名
前
は
、
功
利
主
義
者
協
会
だ
っ
た
」
（
拙
訳
）。 

  

と
こ
ろ
で
、
和
田
訳
は
「
あ
と
が
き
」
で
率
直
に
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

一
体
功
利
主
義
な
る
名
称
は
ヂ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
よ
つ
て
流
布
さ
れ
、
そ
の
後
た
え

ず
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ミ
ル
は
そ
れ
を
自
分
で
創
造
し
た
の
で
は
な
く
、
小
説
家
ゴ
ー
ル
ト
の

「
教
区
年
代
記
」（
一
八
二
一
年
）
か
ら
と
つ
た
と
い
つ
て
い
る
。
し
か
し
ベ
ン
サ
ム
が
そ
れ
以
前

に
二
度
も
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ミ
ル
は
ベ
ン
サ
ム
の
著
作
の
な
か
に
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
た
は
ず
で
あ
る
。 

 



 

 

 

二
度
も
用
い
て
い
る
と
は
、
お
そ
ら
く
、
関
口
訳
が
「
訳
注
」
で
記
述
し
て
い
る
、
次
の
事
実
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。 

 
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
は
、
一
八
二
一
年
の
ゴ
ー
ル
ト
の
用
例
を
示
す
と
と
も
に
、
そ

れ
以
前
に
も
、u

tilitarian

と
い
う
言
葉
が
「
功
利
主
義
者
」（
一
七
八
一
年
）
と
い
う
意
味
で
、
ま

た
、「
功
利
主
義
的
」（
一
八
〇
二
年
）
と
い
う
意
味
で
、
ベ
ン
サ
ム
の
書
簡
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。 

  

一
七
八
一
年
の
用
例
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
一
八
〇
二

年
の
用
例
は
デ
ュ
モ
ン
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ベ
ン
サ
ム
が
人
に
宛
て

た
手
紙
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
、
ミ
ル
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
興
味
深
い
の
は
、
こ

の
う
ち
一
度
目
の
、
一
七
八
一
年
に
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
宛
て
た
手
紙
で
は
、
ジ
ョ
セ
フ
・
タ
ウ
ン
ゼ

ン
ト
を
指
し
て
「
彼
は
功
利
主
義
者
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
使

用
も
や
は
り
自
称
で
は
な
い
。
ミ
ル
の
言
明
は
、
功
利
主
義
者
と
い
う
言
葉
の
発
明
者
こ
そ
不
正
確
で
は
あ
る

が
、
最
初
に
自
称
し
た
人
物
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
事
実
な
の
で
は
な

い
か
。 



 

 

 

【
拙
訳
】
本
稿
の
著
者
は
、
自
分
が
功
利
主
義
者
を
名
乗
っ
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
語
は
私
の
独
創
で
は
な
く
、
ゴ
ー
ル
ト
氏
の
『
教
区
年
代
記
』
の
ち
ょ
っ
と
し
た
記
述
か

ら
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
友
人
た
ち
と
と
も
に
、
数
年
間
、
功
利
主
義
者
を
名
乗
っ
て
い
た

が
、
党
派
性
を
示
す
し
る
し
か
、
合
言
葉
と
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
嫌
っ
て
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
一
派
の
意
見
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
単
な
る
意
見
の
名
称
と
い
う
の
な
ら
、
あ
る
い
は
、
な

ん
ら
特
殊
な
適
用
方
法
を
示
す
の
で
は
な
く
、
功
利
の
基
準
を
認
め
る
こ
と
を
示
す
た
め
な
ら
、
そ

の
用
語
は
言
葉
の
不
足
を
満
た
し
、
多
く
の
場
合
、
退
屈
で
冗
長
な
言
い
回
し
を
避
け
る
便
利
な
方

法
を
提
供
し
て
く
れ
る
。 

   

プ
ラ
イ
ド
と
傲
慢 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 



 

 

 

訳
し
落
と
し
？ 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

反
論
を
余
計
な
も
の
と
す
る
？ 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

人
生
の
明
白
な
害
悪
と
は
？ 

 

 
 



 

 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

消
極
的
か
つ
積
極
的
に 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

大
部
分
の
有
徳
な
人
？ 

最
も
有
徳
な
人
？ 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

  



 

 

  
滑
稽
な
憶
測
と
は
？ 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

何
を
奪
う
（
損
な
う
）
の
か
？ 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   



 

 

 

良
心
の
権
威 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

自
発
的
な
抽
象
化
と
は 

 

第
三
章 

第
10
パ
ラ
グ
ラ
フ 

  

ま
ず
は
川
名
山
本
訳
か
ら
見
て
も
ら
い
た
い
。 

 

【
川
名
山
本
訳
】
社
会
と
い
う
状
態
は
人
間
に
と
っ
て
自
然
で
あ
る
と
と
も
に
必
要
で
も
あ
り
習
慣

的
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
何
ら
か
の
例
外
的
な
状
況
に
お
か
れ
た
り
自
発
的
に
抽
象
化
し
て
み
た



 

 

り
す
る
こ
と
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
人
は
こ
の
集
団
の
一
員
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と

は
け
っ
し
て
な
い
だ
ろ
う
。 

  

「
自
発
的
に
抽
象
化
し
て
み
た
り
す
る
こ
と
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
？ 

「
自
発
的
に
抽

象
化
」
す
る
と
、
人
は
自
分
を
集
団
の
一
員
と
想
像
し
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
関
口

訳
、
伊
原
訳
、
水
田
永
井
訳
が
揃
っ
て
同
様
の
訳
出
を
行
っ
て
い
る
。
「
自
分
か
ら
進
ん
で
抽
象
的
な
考
え
方
を

し
て
み
る
と
い
っ
た
場
合
を
除
い
て
」
（
関
口
訳
）
、
「
意
識
的
に
抽
象
を
試
み
た
り
し
な
い
か
ぎ
り
」
（
伊
原
訳
）
、

「
自
発
的
な
抽
象
の
努
力
に
よ
っ
て
の
ほ
か
は
」（
水
田
永
井
訳
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。 

  

で
は
、
原
文
を
参
照
し
て
み
よ
う
。 

 

【
原
文
】T

h
e so

cial state is at o
n

ce so
 n

atu
ral, so

 n
ecessary, an

d
 so

 h
ab

itu
al to

 m
an

, th
at, 

ex
cep

t in
 so

m
e u

n
u

su
al circu

m
stan

ces o
r b

y
 an

 effo
rt o

f v
o

lu
n

tary
 ab

stractio
n

, h
e n

ev
er 

co
n

ceiv
es h

im
self o

th
erw

ise th
an

 as a m
em

b
er o

f a b
o
d

y
;

〔
傍
線
引
用
者
〕 

 



 

 

 

「
自
発
的
に
抽
象
化
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、"v

o
lu

n
tary

 ab
stractio

n
"

だ
と
わ
か
る
。
確
か
に
ど
ん

な
英
和
辞
典
に
も
、"ab

stractio
n

"

は
「
抽
象
（
化
）」
と
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
例
え
ば
、
『
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ

ブ
英
和
中
辞
典
』
に
は
４
番
目
の
意
味
と
し
て
「
放
心, 

う
わ
の
空; 

没
頭; 

脱
俗
」
と
あ
る
。
「
脱
俗
」
と
は
聞

き
慣
れ
な
い
言
葉
だ
が
、「
世
俗
か
ら
抜
け
出
る
」
と
い
う
意
味
ら
し
い
。
和
田
訳
と
富
田
小
倉
訳
は
こ
の
訳
語

を
選
ん
で
い
る
。 

 

【
和
田
訳
】
社
会
生
活
は
人
間
に
と
つ
て
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま

つ
た
く
習
慣
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
異
常
な
事
情
の
も
と
に
あ
る
と
か
、
故
意
に
脱
俗
し
よ
う
と
努

め
る
と
か
と
い
う
ば
あ
い
い
が
い
に
は
、
人
間
は
自
分
を
団
体
の
一
員
と
し
て
よ
り
ほ
か
に
考
え
な

い
も
の
で
あ
る
。 

 

【
富
田
小
倉
訳
】
人
間
に
と
つ
て
は
社
会
的
生
活
状
態
が
極
め
て
自
然
で
あ
り
、
極
め
て
必
要
で
あ

り
、
且
極
め
て
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
異
常
な
る
境
遇
に
在
ら
ざ
る
非
り
〔
マ
マ
〕
、
又
故
意

に
脱
俗
遁
世
を
企
て
ざ
る
限
り
、
人
間
は
団
体
の
一
員
と
し
て
よ
り
外ほ

か

に
自
分
を
考
へ
る
こ
と
は
出

来
な
い
。〔
ル
ビ
引
用
者
〕 

 



 

 

 

文
脈
か
ら
考
え
て
も
、「
自
ら
進
ん
で
世
俗
を
離
れ
、
隠
遁
生
活
を
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
意
味
と
解
す
べ

き
と
思
わ
れ
る
。
河
野
訳
は
「
自
発
的
の
孤
立
の
努
力
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
近
い
。
柳
田
訳
は
「
意
識
的

の
出
離
作
用
の
力
」、
高
橋
久
則
訳
は
「
故
意
に
忘
れ
よ
う
と
す
る
」
、
高
橋
穣
訳
は
「
故
意
に
抽
象
的
な
る
思

想
的
努
力
」
と
し
て
い
る
。 

 

【
拙
訳
】
社
会
状
態
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
と
て
も
自
然
で
、
と
て
も
必
要
で
、
と
て
も
慣
習
化
さ

れ
て
い
る
の
で
、
異
常
な
状
況
や
自
ら
隠
遁
し
よ
う
と
す
る
の
で
も
な
い
限
り
、
人
間
は
自
分
自
身

を
集
団
の
一
員
と
し
て
以
外
に
は
決
し
て
考
え
な
い
。 

   
N

eith
er 

何
と
何
が
な
い
の
か 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

 



 

 

 

権
利
がfo

rfeit

さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   

有
害
な
制
度
に
抗
し
う
る
唯
一
の
手
段
と
は 

 

 
 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

   
W

o
rth

in
ess 

 

 
 



 

 

 

こ
の
ペ
ー
ジ
は
サ
ン
プ
ル
版
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。 

    

以
上
、
訳
者
な
り
に
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
を
列
挙
し
た
。
最
後
に
断
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
本
稿
は
、
重
箱

の
隅
を
つ
つ
い
て
、
枝
葉
末
節
の
誤
訳
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
読
ま
れ
た
ら
、

偏
に
私
の
筆
力
の
な
さ
に
起
因
す
る
。
ま
た
既
訳
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
私
の
翻
訳
は
一
歩
も

進
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
特
に
強
調
し
、
重
ね
て
感
謝
の
言
葉
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま

た
、
細
心
の
注
意
と
努
力
を
重
ね
た
が
、
訳
者
の
浅
学
非
才
故
に
誤
り
が
多
々
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
是
非
と

も
読
者
諸
賢
の
教
示
を
願
い
た
い
。 

 



 

 

 

功利
こ う り

主義論
し ゅ ぎ ろ ん

 

 

著者  J.S.ミル 

訳者  奥田伸一 

2022年7月22日 初版発行 

Ver. 1.01 

 

発行所 八不 

発行者 花村徳之 

E-mail: hap2022info@gmail.com 

Twitter: https://twitter.com/hap2022info 

 

 

 

これはサンプル版です。 

是非とも製品版をお買い求めください。 
 

https://twitter.com/hap2022info

