
功
利
の
原
理
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則1

 

矢
　
島
　
壮
　
平

は
じ
め
に

十
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ヘ
ン
リ
ー・シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、哲
学
者
の
役
割
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（Sidgw

ick 

1907, p. 373

）。

彼
﹇
哲
学
者
﹈2

の
役
割
は
、
人
々
に
彼
ら
が
実
際
に
考
え
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が
考
え
る
べ
き
こ
と
を
伝
え
る
こ

と
だ
。
彼
は
そ
の
前
提
に
お
い
て
常
識
（C

om
m

on Sense

）
を
超
越
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
論
に
お
い
て

常
識
か
ら
あ
る
程
度
は
ず
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
の
提
示
し
た
「
功
利
の
原
理
（the principle of utility

）」
が
正
当
化
を
欠
く
こ
と
を
見
る
。

こ
れ
は
、
功
利
主
義
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
倫
理
学
的
な
基
礎
づ
け
主
義
（foundationalism

）
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
批
判
を
鑑

み
れ
ば
、
哲
学
者
に
と
っ
て
常
識
的

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
結
論
だ
。
他
方
、
こ
の
結
論
に
至
る
過
程
で
、
本
稿
は
「
○
○
を
是
認
す
る
」
と
い
う
形
で
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述
べ
ら
れ
る
評
価
言
明
を
事
実
言
明
だ
と
解
す
る
。
こ
れ
は
、
評
価
言
明
を
「
○
○
す
べ
き
で
あ
る
」
の
よ
う
な
規
範
言
明
の
一
種

だ
と
考
え
る
哲
学
者
の
常
識

0

0

0

0

0

0

か
ら
は
ず
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
で
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
は
、
哲
学
者
で
な
い
人
々
の
常
識

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
想
定
し
て
い

た
だ
ろ
う
が
、
哲
学
者
の
常
識
を
超
越
し
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
て
い
く
こ
と
も
ま
た
、
哲
学
者
の
役
割
と
し
て
許
容
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
本
稿
で
は
ま
ず
、（
一
）
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
に
帰
さ
れ
る
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
（H

um
e's law

）」3

と
は
何
で

あ
り
、
そ
れ
が
規
範
の
正
当
化
と
ど
う
関
わ
る
の
か
を
見
る
。
次
に
、（
二
）
ベ
ン
サ
ム
の
言
う
功
利
の
原
理
と
は
何
で
あ
る
の
か
、

そ
し
て
、規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
が
抱
え
る
正
当
化
の
問
題
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
。
最
後
に
、

（
三
）
功
利
の
原
理
を
正
当
化
す
る
方
法
の
一
つ
を
追
求
し
、
そ
の
方
法
が
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
論
じ
る
。

一
．
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
と
規
範
の
正
当
化

一
．
一　

ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
と
は
何
か

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
を
提
示
し
て
い
る
の
は
、『
人
間
本
性
論
』（A Treatise of H

um
an N

ature

）
第
三
巻
「
道

徳
に
つ
い
て
（O

f M
orals

）」
の
第
一
部
「
徳
と
悪
徳
全
般
に
つ
い
て
（O

f virtue and vice in general

）」
の
第
一
節
「
道
徳
的

区
別
は
理
性
に
由
来
し
な
い（M

oral distinctions not deriv'd from
 reason

）」の
最
後
の
段
落
に
お
い
て
で
あ
る（H

um
e 2007, p. 

302, 3.1.1.27

）。

こ
れ
ら
の
推
論
に
、あ
る
程
度
重
要
だ
と
お
そ
ら
く
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
、あ
る
考
察
を
ど
う
し
て
も
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
あ
ら
ゆ
る
道
徳
学
説
に
つ
い
て
、
私
は
い
つ
も
次
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は

し
ば
ら
く
は
普
通
の
仕
方
で
推
論
を
進
め
て
、
神
の
存
在
を
確
立
し
た
り
、
人
間
の
事
柄
に
関
す
る
考
察
を
述
べ
た
り
す
る
。
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そ
し
て
突
然
、
驚
い
た
こ
と
に
、
通
常
の
命
題
の
繋
辞
で
あ
る
「
で
あ
る
（is

）」
と
「
で
な
い
（is not

）」
の
代
わ
り
に
、「
べ

し
（ought

）」
や
「
べ
き
で
な
い
（ought not

）」
で
つ
な
が
れ
た
命
題
に
し
か
出
会
わ
な
く
な
る
の
だ
。
こ
の
変
化
は
気
づ

き
に
く
い
が
、
決
定
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
べ
し
」
や
「
べ
き
で
な
い
」
は
、
何
ら
か
の
新
し
い

関
係
ま
た
は
主
張
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
検
討
お
よ
び
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
新
し
い
関
係
が
、
そ

れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
他
の
関
係
か
ら
の
演
繹
の
結
果
（deduction

）
で
あ
り
う
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
理
由
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
著
者
た
ち
は
共
通
し
て
こ
の
用

心
を
怠
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
用
心
す
る
よ
う
読
者
に
推
奨
し
た
い
。
そ
し
て
、
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
注
意
が
、
流
布
す
る

す
べ
て
の
道
徳
学
説
を
覆
し
、
徳
と
悪
徳
の
区
別
が
対
象
の
関
係
だ
け
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
理
性
に
よ
り
知
覚
さ
れ

る
も
の
で
も
な
い
と
、
私
た
ち
に
わ
か
ら
せ
て
く
れ
る
。
そ
う
私
は
確
信
し
て
い
る
。

「
神
の
存
在
」
や
「
人
間
の
事
柄
」
に
関
す
る
言
明
（
世
界
の
有
り
様
を
記
述
す
る
事
実
言
明

0

0

0

0

）
は
、「
で
あ
る
」
と
「
で
な
い
」
を

繋
辞
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
言
明
を
前
提
と
し
て
、「
べ
し
」
や
「
べ
き
で
な
い
」
を
繋
辞
と
す
る
規
範
言
明

0

0

0

0

（
何
ら
か
の
行
為

を
指
示
・
命
令
す
る
言
明4

）
が
「
演
繹
」
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、「
こ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
あ
ら
ゆ
る
道
徳
学
説
」
に
お
け
る
こ

う
し
た
論
証
が
「
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い
」
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
事
実
言
明
の
み
か
ら
規
範
言
明
を
論
理
的
に
導
出
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
チ
ャ
ー
ル
ズ・ピ
グ
デ
ン
に
よ
れ
ば
、ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
と
は
、「『
べ
し
』
や
『
べ
き
で
な
い
』
で
つ
な
が
れ
た
命
題
を
、『
で

あ
る
』
と
『
で
な
い
』
と
い
う
通
常
の
命
題
の
繋
辞
を
伴
う
前
提
か
ら
演
繹
で
き
る
」
こ
と
は
「
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い
」、
と

い
う
主
張
で
あ
る
（Pigden 2010, p. 6

）。
換
言
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
と
は
、
前
提
が
規
範
言
明
を
一
切
含
ま
な
い
（
事
実

言
明
の
み
で
あ
る
）
場
合
に
は
、結
論
と
し
て
規
範
言
明
を
論
理
的
に
導
出
で
き
な
い
、と
い
う
主
張
だ
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
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前
提
が
規
範
言
明
を
含
ま
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、結
論
と
し
て
規
範
言
明
が
導
出
さ
れ
て
い
る
演
繹
的
論
証
は
、妥
当
な
論
証
（
前

提
が
す
べ
て
真
で
あ
る
と
き
に
は
、
結
論
も
必
ず
真
に
な
る
論
証
）
で
は
な
い
。

簡
単
な
例
で
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、

１
．　

人
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。

２
．　

胎
児
は
人
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

　
　
　

胎
児
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。

は
演
繹
的
に
妥
当
な
論
証
だ
。
前
提
１
と
２
が
真
で
あ
れ
ば
、
結
論
も
必
ず
真
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
は
規
範
言
明
だ
が
、
前
提

に
も
規
範
言
明
（
前
提
１
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
論
証
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
。

他
方
、

１
ａ
．
人
を
殺
す
と
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
。

２
．　

胎
児
は
人
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

　
　
　

胎
児
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。

は
演
繹
的
に
妥
当
な
論
証
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
提
１
ａ
と
２
が
真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
結
論
は
必
ず
し
も
真
と
は
な
ら
な
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い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
殺
人
罪
に
問
わ
れ
て
死
刑
に
な
り
た
い
者
に
と
っ
て
は
、
法
律
上
殺
人
罪
に
問
わ
れ
た
と
し
て
も
、
む
し

ろ
胎
児
は
殺
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
論
証
で
は
、
前
提
１
ａ
と
２
が
と
も
に
事
実
言
明
で
あ
り
、
結
論
は
規
範

言
明
で
あ
る
。
こ
の
論
証
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
に
反
し
て
い
る
。

本
稿
は
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
真
だ
と
仮
定
し
て
論
を
進
め
る
。
他
方
、
本
稿
で
は
論
じ
な
い
問
題
に
つ
い
て
も
断
っ
て
お
き

た
い
。
ア
ラ
ス
タ
ー
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
右
の
『
本
性
論
』
の
一
節
を
め
ぐ
る
二
つ
の
別
個
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

一
つ
は
、「
議
論
さ
れ
て
い
る
一
節
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
実
際
に
何
を
主
張
し
て
い
る
の
か
と
い
う
歴
史
的
問
題
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、「
彼
﹇
ヒ
ュ
ー
ム
﹈
が
実
際
に
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
真
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、重
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
哲
学
的
問
題
」

で
あ
る
（M

acIntyre 1959, p. 461

）。
そ
し
て
本
稿
は
、
こ
の
ど
ち
ら
の
問
題
も
論
じ
な
い
。

歴
史
的
問
題
に
つ
い
て
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
論
じ
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
で
は
な
い
と
考

え
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
仮
に
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
支
持
し
て
い
た
な
ら
、
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
に
よ
っ
て
侵
犯
さ
れ
て
い
る
と

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
指
摘
す
る
（ibid., p. 457
）。

ヒ
ュ
ー
ム
は
明
ら
か
に
次
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
正
義
の
規
則
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
規
則
を
順
守
す
る
こ

と
が
す
べ
て
の
人
の
長
期
的
利
益
に
な
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
。
私
た
ち
が
そ
れ
ら
の
規
則
に
従
う
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ

れ
ら
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
損
よ
り
も
得
が
多
く
な
い
と
い
う
人
は
い
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
こ
れ
は
、「
で
あ
る
」か
ら「
べ
し
」

を
導
出
す
る
こ
と
だ
。

仮
に
こ
の
よ
う
な
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
が
正
確
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
侵
犯
し
て
い
る
な

ら
ば
、
た
し
か
に
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
そ
れ
を
主
張
し
て
い
た
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
だ
ろ
う
。
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だ
が
本
稿
で
は
、
こ
の
歴
史
的
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
右
に
示
し
た
『
本
性
論
』
の
段
落
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
は
た
し
て

「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
と
呼
ば
れ
る
論
理
規
則
の
提
示
を
意
図
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
思
想
史
的
に
重
要

か
つ
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
の
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
提

示
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
そ
う
呼
称
さ
れ
る
論
理
規
則
が
実
際
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム

に
よ
り
発
見
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
は
な
い
。
極
端
に
言
え
ば
、
そ
れ
が
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
法
則
」
や
「
カ

ン
ト
の
法
則
」
で
あ
っ
て
も
い
っ
こ
う
に
構
わ
な
い
。

ま
た
、
仮
に
右
の
『
本
性
論
』
の
段
落
で
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
主
張
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
マ
ッ
キ
ン

タ
イ
ア
の
言
う
哲
学
的
問
題
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
は
真
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
は
重
要
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い

う
問
題
に
な
る
。
ア
ー
サ
ー
・
プ
ラ
イ
ア
ー
の
挙
げ
た
以
下
の
例
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
の
反
証
例
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（Prior 

1960, p. 201

）。

１
．　

喫
茶
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
一
般
的
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

　
　
　

 

喫
茶
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
一
般
的
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
す
べ
て
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
人
を
射
殺
す
べ
き
で
あ
る

か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

こ
の
論
証
は
、
事
実
言
明
か
ら
規
範
言
明
を
導
出
し
て
い
る
が
、
演
繹
的
に
妥
当
な
論
証
だ
。
前
提
が
真
で
あ
れ
ば
、
結
論
も
真
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ラ
イ
ア
ー
の
こ
の
例
に
応
え
る
手
立
て
を
持
た
な
い
の
な
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
は
偽
で
あ
る
。

と
は
い
え
本
稿
で
は
や
は
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
の
真
偽
と
い
う
問
題
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
真
だ
と
仮
定
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し
て
、
そ
の
帰
結
を
探
究
す
る
。
と
い
う
の
も
、
右
の
プ
ラ
イ
ア
ー
の
例
に
応
答
す
る
試
み
は
多
く
あ
り
、
現
在
で
も
ヒ
ュ
ー
ム
の

法
則
が
反
証
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
か
ら
だ
（cf. Pigden 2010

）。
二
〇
世
紀
以
降
、
多
く
の
哲
学
的
関
心
を
集
め
て
き
た
ヒ
ュ
ー

ム
の
法
則
が
、
現
在
で
も
反
証
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
作
業
仮
説
と
し
て
前
提
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
あ
る
程
度
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一
．
二　

規
範
の
正
当
化

次
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
規
範
の
正
当
化
に
つ
い
て
も
た
ら
す
帰
結
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
言
う
規
範
の
正
当
化
と
は
、
演

繹
に
よ
る
規
範
言
明
の
論
理
的
正
当
化
の
こ
と
だ
。
右
で
見
た
よ
う
に
、
演
繹
的
に
妥
当
な
論
証
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
前
提
が

真
で
あ
る
な
ら
ば
、
結
論
も
真
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
論
証
の
結
論
と
な
る
規
範
言
明
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の

前
提
が
真
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
右
で
見
た

１
．　

人
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。

２
．　

胎
児
は
人
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

　
　
　

胎
児
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
。

と
い
う
妥
当
な
論
証
に
お
い
て
、
前
提
１
と
２
が
真
だ
と
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
結
論
の
規
範
言
明
も
真
で
あ
る
と
示
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
前
提
１
と
２
が
真
だ
と
示
す
こ
と
に
よ
り
、
結
論
が
真
で
あ
る
こ
と
を
正
当
化
で
き
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
事
実
言
明
の
み
か
ら
規
範
言
明
を
演
繹
的
に
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
論
証
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が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
証
は
妥
当
で
な
い
。
つ
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
真
だ
と
仮
定
す
る
限
り
、
事
実
言
明
の
み
に
よ
っ

て
規
範
言
明
を
論
理
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
と
き
、
右
の
例
の
論
証
が
「
胎
児
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い

う
結
論
を
正
当
化
で
き
る
の
は
、
前
提
１
が
真
な
る
規
範
言
明
で
あ
る
こ
と
に
負
っ
て
い
る
。5

で
は
、
前
提
１
「
人
を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
」
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
言
い
換
え

れ
ば
、
前
提
１
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
正
当
化
で
き
る
の
か
。
一
つ
に
は
、
さ
ら
に
一
般
的
な
規
範
言
明
を
前
提
と
す
る
演
繹
的
に

妥
当
な
論
証
に
よ
っ
て
、
前
提
１
を
正
当
化
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
方
法
は
、
そ
の
一
般
的
な
規
範
言
明
を
正
当
化

す
る
た
め
に
、
さ
ら
に
一
般
的
な
規
範
言
明
を
必
要
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
規
範
言
明
を
正
当
化
す
る
た
め
に
…
…
と
い
う
形
で
無
限

遡
行
を
引
き
起
こ
す
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
回
避
す
る
方
法
の
一
つ
は
、
真
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
え
な
い
（
つ
ま
り
、
論
理
的
正
当

化
の
必
要
の
な
い
）
一
般
的
な
規
範
言
明
と
し
て
、「
第
一
原
理
（first principle

）」
を
前
提
し
、
そ
こ
か
ら
個
別
的
な
規
範
言
明

を
正
当
化
す
る
、
と
い
う
も
の
だ
。

近
代
イ
ギ
リ
ス
道
徳
哲
学
に
お
い
て
こ
の
方
法
を
明
示
的
に
採
用
し
た
哲
学
者
の
一
人
に
、
十
八
世
紀
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ト
マ

ス
・
リ
ー
ド
が
い
る
。
彼
の
説
明
は
明
瞭
で
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
（R

eid 2010, p. 270

）。

　

道
徳
は
、
す
べ
て
の
他
の
科
学
と
同
様
に
、
第
一
原
理
（first principles

）
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
道
徳
的
推

論
（m

oral reasoning

）
は
そ
れ
ら
の
第
一
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

論
争
が
生
じ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
分
野
に
お
い
て
、
第
一
原
理
を
そ
の
上
部
構
造
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
有
用
だ
。

第
一
原
理
は
、
科
学
と
い
う
構
造
物
全
体
が
拠
っ
て
立
つ
基
礎
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
基
礎
に
支
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の

は
何
で
あ
れ
、
安
定
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

す
べ
て
の
合
理
的
信
念
に
お
い
て
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
そ
れ
自
体
第
一
原
理
で
あ
る
か
、
正
当
な
推
論
に
よ
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り
第
一
原
理
か
ら
演
繹
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
人
々
が
推
論
の
結
果
に
つ
い
て
食
い
違
う
と
き
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
代
か
ら
万
人
の
一
致
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
き
た
推
論
の
規
則
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
彼

ら
が
第
一
原
理
に
つ
い
て
食
い
違
う
と
き
に
は
、別
の
法
廷
に
訴
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、共
通
感
覚（com

m
on 

sense
）
の
法
廷
で
あ
る
。

人
々
の
間
で
の
道
徳
的
見
解
の
食
い
違
い
、
つ
ま
り
は
個
別
的
な
規
範
言
明
の
食
い
違
い
は
、
リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
二
つ
の
仕
方
で
生

じ
る
。
一
つ
は
、第
一
原
理
か
ら
個
別
的
な
規
範
言
明
を
演
繹
す
る
際
に
、「
推
論
の
規
則
」を（
論
争
当
事
者
の
少
な
く
と
も
一
方
が
）

誤
っ
て
適
用
し
、
論
理
規
則
を
正
し
く
適
用
す
る
と
き
に
導
出
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
規
範
言
明
を
導
出
す
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の

場
合
に
は
、
論
理
規
則
の
適
用
の
誤
り
を
正
せ
ば
問
題
は
解
決
し
、
個
別
的
な
規
範
言
明
は
第
一
原
理
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。

道
徳
的
見
解
の
食
い
違
い
が
生
じ
る
も
う
一
つ
の
仕
方
は
、
第
一
原
理
そ
の
も
の
が
食
い
違
う
こ
と
に
よ
る
。
演
繹
的
論
証
の
前
提

と
な
る
一
般
的
な
規
範
言
明
、
す
な
わ
ち
第
一
原
理
が
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
結
論
と
な
る
個
別
的
な
規
範
言
明
が
食
い
違

う
。こ
の
と
き
必
要
な
の
は
、第
一
原
理
自
体
の
正
当
化
だ
。し
か
し
こ
こ
で
、第
一
原
理
を
演
繹
に
よ
り
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、

第
一
原
理
は
第
一

0

0

原
理
で
な
く
な
り
、無
限
遡
行
の
問
題
が
生
じ
る（cf. Sidgw

ick 1907, p. 419

）。そ
こ
で
リ
ー
ド
は
、「
共
通
感
覚（
常

識
）」
と
い
う
一
種
の
直
観
に
よ
り
第
一
原
理
が
非
論
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
問
題
を
回
避
し
た
。6

＊

こ
こ
で
一
旦
ま
と
め
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
本
性
論
』
の
該
当
箇
所
で
、
事
実
言
明
の
み
か
ら
規
範
言
明
を
論
理
的
に
導
出
で
き

な
い
と
い
う
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
主
張
し
た
と
解
さ
れ
る
。
本
稿
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
に
つ
い
て
扱
う
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
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本
当
に
そ
れ
を
主
張
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
歴
史
的
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
真
か
ど
う
か

と
い
う
哲
学
的
問
題
に
つ
い
て
も
立
ち
入
ら
ず
、
そ
れ
を
真
と
仮
定
し
て
話
を
進
め
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
に
従
え
ば
、
規
範
言
明
を
結
論
と
す
る
演
繹
的
に
妥
当
な
論
証
は
、
前
提
に
規
範
言
明
を
必
ず
含
ん
で
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
演
繹
的
論
証
に
よ
る
規
範
言
明
の
正
当
化
に
お
い
て
は
、
正
当
化
の
無
限
遡
行
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
方
法
の
一

つ
は
、
論
理
的
正
当
化
を
要
し
な
い
第
一
原
理
を
前
提
に
立
て
る
こ
と
だ
。

法
学
者
と
し
て
「
刑
法
（Penal C

ode

）」
に
お
け
る
規
範
の
正
当
化
を
求
め
た
ベ
ン
サ
ム
は
、
そ
の
第
一
原
理
が
「
最
大
幸
福

原
理
（the greatest-happiness principle

）」
だ
と
述
べ
て
い
る
（B

entham
 1838, p. 529

）。
最
大
幸
福
原
理
と
は
す
な
わ
ち
、「
功

利
の
原
理
」
で
あ
る
（cf. B

entham
 1970, p. 11, footnote a

）。
で
は
、
リ
ー
ド
が
「
共
通
感
覚
」
に
よ
り
回
避
し
た
問
題
、
第

一
原
理
の
正
当
化
の
問
題
を
、
ベ
ン
サ
ム
は
ど
う
回
避
す
る
の
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
功
利
の
原
理
は
ど
の
よ
う
に
し
て
真
だ
と
示

さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
を
次
節
以
降
で
検
討
す
る
。

二
．
功
利
の
原
理

二
．
一　

功
利
の
原
理
と
は
何
か

ベ
ン
サ
ム
は
『
道
徳
お
よ
び
立
法
の
原
理
序
説
』（An Introduction to the Principles of M

orals and Legislation

）
の
第
一

章
「
功
利
の
原
理
に
つ
い
て
（O

f the Principle of U
tility

）」
の
第
二
段
落
で
、功
利
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
（B

entham
 

1970, pp. 11-12, 1.2

）。

功
利
の
原
理
が
意
味
す
る
の
は
、
何
で
あ
れ
す
べ
て
の
行
為
を
、
そ
の
行
為
が
持
つ
よ
う
に
見
え
る
以
下
の
傾
向
に
よ
っ
て
、
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是
認
ま
た
は
否
認
（approve or disapprove

）
す
る
原
理
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
と
は
、
利
害
が
問
題
と
な
る
当
事
者
の
幸
福

を
増
大
ま
た
は
減
少
さ
せ
る
傾
向
、
ま
た
は
、
同
じ
こ
と
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
の
幸
福
を
促
進
ま
た
は
阻
害
す
る
傾

向
で
あ
る
。

つ
ま
り
端
的
に
言
え
ば
、
功
利
の
原
理
と
は
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
し
、
幸
福
を
阻
害
す
る
傾
向
を
持
つ

行
為
を
否
認
す
る
原
理
」で
あ
る
。
以
下
で
は
話
が
煩
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、「
是
認
」に
関
す
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
に
絞
っ

て
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る
原
理
」
と
し
て
の
功
利
の
原
理
を
検
討
す
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
功
利
の
原
理
は
事
実
言
明
か
、
あ
る
い
は
規
範
言
明
か
、
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
原
理
が

第
一
原
理
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
規
範
言
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
字
義
ど
お
り
に
受
け
取
る
な
ら
、
そ
れ
は
事
実
言
明
に0

し
か
読
め
な
い

0

0

0

0

0

0

か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
功
利
の
原
理
は
、
人
間
が
一
般
に
「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い

う
事
実
、
世
界
の
有
り
様
を
記
述
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
し
か
読
め
な
い
。
こ
の
言
明
は
た
だ
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
」

を
「
是
認
す
る

0

0

0

0

」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
を
指
示
も
命
令
も
し
て
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
の
行
為
を
し
ろ

0

0

と
も
す
べ
き

0

0

0

だ
と

も
言
っ
て
い
な
い
。

「
是
認
す
る
（approve

）」
と
い
う
言
葉
が
定
義
上
、
指
示
や
命
令
を
含
ん
で
い
る
と
言
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

た
と
え
ば
『
広
辞
苑
』
は
「
是
認
」
を
「
よ
し
と
認
め
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
ベ
ン
サ
ム
の
時
代
の
英
語
辞
書
で
あ

る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
のA dictionary of the English Language

は
、「To approve

」
を
「1. To like; to be pleased 

w
ith. 2. To express liking. 3. To prove; to show

; to justify. 4. To experience. 5. To m
ake w

orthy of approbation

」
と
定
義

す
る
。
功
利
の
原
理
に
お
け
る
「approve

」
は
、
一
番
目
の
「
好
む
、
快
く
思
う
」
か
、
二
番
目
の
「
好
む
と
述
べ
る
」
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
日
本
語
と
英
語
に
お
け
る
語
義
に
、
行
為
の
指
示
や
命
令
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
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ベ
ン
サ
ム
が
功
利
の
原
理
の
正
当
性
を
主
張
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
、
彼
自
身
も
そ
れ
を
事
実
言
明
と
し
て
捉
え
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
（ibid., p. 13, 1.12

）。

ど
ん
な
に
愚
か
で
ひ
ね
く
れ
て
い
よ
う
と
、
人
生
の
多
く
の
場
面
、
お
そ
ら
く
は
ほ
と
ん
ど
の
場
面
で
、
そ
れ
﹇
功
利
の
原
理
﹈

に
従
わ
な
か
っ
た
人
間
は
い
な
い
し
、
こ
れ
ま
で
も
い
な
か
っ
た
。
人
間
の
枠
組
み
の
本
性
的
構
成
（the natural constitu-

tion of the hum
an fram

e

）に
よ
り
、人
生
の
ほ
と
ん
ど
の
場
面
で
、人
間
は
こ
の
原
理
に
思
い
お
よ
ぶ
こ
と
な
く
従
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
自
分
自
身
の
行
為
を
命
じ
る
こ
と
（ordering

）
の
た
め
で
は
な
い
に
し
て
も
、
自
分
自
身
の
行
為
を
、
他
人
の
行

為
と
同
様
に
裁
く
こ
と
（trying

）
の
た
め
で
あ
る
。

こ
こ
で
ベ
ン
サ
ム
は
、
誰
も
が
本
性
上
「
思
い
お
よ
ぶ
こ
と
な
く
」
功
利
の
原
理
に
従
う
と
い
う
事
実
、
つ
ま
り
、
誰
も
が
無
意
識

に
「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
功
利
の
原
理
は
行

為
を
規
範
と
し
て
「
命
じ
る
」
の
で
は
な
く
、
単
に
「
裁
く
」
の
で
あ
る
。

他
方
、
ベ
ン
サ
ム
は
功
利
の
原
理
を
立
法
の
原
理
と
考
え
て
お
り
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
は
、
明
確
に
そ
れ
を
規

範
言
明
と
捉
え
て
い
る
（ibid., p. 13, 1.7-8

）。

　

あ
る
政
策
（
ま
さ
に
、
特
定
の
人
ま
た
は
人
々
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
、
特
定
の
種
類
の
行
為
で
あ
る
）
は
、
そ
れ
が
社
会

の
幸
福
を
増
大
さ
せ
る
傾
向
が
、
そ
れ
を
減
少
さ
せ
る
傾
向
よ
り
も
大
き
い
…
…
と
き
、
功
利
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
か
、

ま
た
は
そ
れ
に
指
示
さ
れ
て
い
る
（conform

able to or dictated by

）
と
言
え
る
。

　

あ
る
行
為
、
特
に
あ
る
政
策
が
功
利
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
と
、
あ
る
人
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
と
き
、
話
の
便
宜
上
、
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功
利
の
法
ま
た
は
指
示
（a law

 or dictate of utility

）
と
呼
ば
れ
る
、
あ
る
種
の
法
ま
た
は
指
示
を
想
像
し
、
懸
案
の
行
為

に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
法
ま
た
は
指
示
に
従
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
語
る
の
が
都
合
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ベ
ン
サ
ム
は
こ
こ
で
は
、功
利
の
原
理
を
「
法
ま
た
は
指
示
」、す
な
わ
ち
規
範
言
明
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、ベ
ン
サ
ム
は
「
幸

福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る

0

0

0

0

」と
い
う
功
利
の
原
理
を
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」

と
読
み
替
え
て
い
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
規
範
言
明
だ
。
で
は
、
功
利
の
原
理
が
こ
の
よ
う
に
規
範
言
明
だ
と
し
て
、
そ
れ
を
正
当

化
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

二
．
二　

功
利
の
原
理
の
正
当
化

ベ
ン
サ
ム
は
そ
の
教
育
論
書
『
ク
レ
ス
ト
メ
イ
シ
ア
』（C

hrestom
athia

）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（B

entham
 1983, p. 

275

）。八
十
年
ほ
ど
前
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
の
著
書
『
人
間
本
性
論
』
で
初
め
て
（
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
が
）
次
の

考
察
を
明
ら
か
に
し
た
―
―
倫
理
学
の
分
野
の
ど
の
部
門
に
属
す
る
問
い
に
つ
い
て
も
、
何
が
な
さ
れ
た
か
（w

hat has been 

done

）
と
い
う
問
い
か
ら
、何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
（w

hat ought to be done

）
と
い
う
問
い
へ
、ま
た
逆
方
向
も
そ
う
だ
が
、

と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
論
点
の
う
ち
の
前
者
か
ら
後
者
へ
と
、
人
間
は
気
づ
く
こ
と
な
く
い
か
に
行
っ
た
り
来
た
り
し
が
ち
で

あ
っ
た
こ
と
か
。

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
サ
ム
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
を
認
識
し
て
い
た
。
ベ
ン
サ
ム
は
「
四
十
五
年
ほ
ど
前
」
に
『
本
性
論
』
を
読
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ん
で
、
そ
の
大
部
に
比
し
て
有
益
な
教
示
が
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
な
い
と
感
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
目
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
法

則
に
つ
い
て
の
考
察
が
「
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
」
に
映
っ
た
（ibid.

）。
む
し
ろ
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
ベ

ン
サ
ム
は
功
利
の
原
理
を
第
一
原
理
と
し
て
提
示
し
、
規
範
言
明
の
正
当
化
に
ま
つ
わ
る
無
限
遡
行
の
問
題
に
解
決
を
与
え
よ
う
と

し
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
は
第
一
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
演
繹
に
よ
っ
て
論
理
的
に
正
当
化
は
で
き
な
い
が
、
他
方
、

そ
れ
が
真
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
ベ
ン
サ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
（B

entham
 1970, p. 13, 1.11

）。

こ
の
原
理
﹇
功
利
の
原
理
﹈
の
正
し
さ
に
本
格
的
な
異
議
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
か
つ
て
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
何

を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
者
に
よ
っ
て
異
議
を
唱
え
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
原
理
に
、
直
接
的
な
証

明
の
余
地
は
あ
る
か
。
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
証
明
の
連
鎖
に
は
、
そ
の
始
ま
り
が
ど
こ
か
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

他
の
す
べ
て
の
も
の
を
証
明
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
体
証
明
さ
れ
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
証
明

は
不
要
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
ら
い
不
可
能
な
こ
と
だ
。

第
一
原
理
と
し
て
の
功
利
の
原
理
は
、「
連
鎖
」
す
る
演
繹
的
論
証
の
「
始
ま
り
」
に
来
る
規
範
言
明
で
あ
り
、「
他
の
す
べ
て
の
」

規
範
言
明
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。「
こ
の
原
理
の
正
し
さ
」
は
自
明
で
あ
り
、論
証
に
よ
る
そ
の
正
当
化
は
、「
不
要
」

で
あ
る
と
同
時
に
「
不
可
能
」
で
あ
る
。
そ
う
ベ
ン
サ
ム
は
言
う
。7

実
際
に
ベ
ン
サ
ム
の
言
う
と
お
り
、
仮
に
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
真
で
あ
る
の
な
ら
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す0

べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

」
と
い
う
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
（
以
下
、
Ｕ
ｎ
と
呼
ぶ
）
は
、
そ
れ
が
第
一
原
理
で
あ
る
限
り
、
す
な
わ

ち
、
前
提
に
他
の
規
範
言
明
を
用
い
て
正
当
化
さ
れ
な
い
限
り
、
論
理
的
に
正
当
化
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
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向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る

0

0

0

0

」
と
い
う
事
実
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
（
以
下
、
Ｕ
ｆ
と
呼
ぶ
）
が
真
だ
と
主
張
し
て
も
変
わ
ら

な
い
。
た
と
え
Ｕ
ｆ
が
真
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
Ｕ
ｎ
は
、
直

ち
に
論
理
的
に
真
と
は
な
ら
な
い
。

＊

ま
と
め
よ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
仮
に
真
で
あ
る
な
ら
、
個
別
的
な
規
範
言
明
を
正
当
化
す
る
論
証
の
前
提
と
し
て
、
論
理
的

正
当
化
を
要
し
な
い
規
範
言
明
、
す
な
わ
ち
第
一
原
理
が
必
要
だ
。
ベ
ン
サ
ム
に
と
っ
て
功
利
の
原
理
は
そ
う
し
た
第
一
原
理
で
あ

る
は
ず
だ
が
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る

0

0

0

0

」
と
い
う
Ｕ
ｆ
は
、
字
義
ど
お
り
に
理
解
す
れ
ば
事
実
言
明
だ
。

一
方
で
、
ベ
ン
サ
ム
は
功
利
の
原
理
を
「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
規
範
言
明
Ｕ
ｎ
に
読
み

替
え
て
い
る
。

ベ
ン
サ
ム
自
身
は
、ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
を
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
に
伴
う
第
一
原
理
の
正
当
化
の
問
題
を
、リ
ー
ド
が「
共
通
感
覚
」

に
よ
っ
て
回
避
し
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
サ
ム
は
功
利
の
原
理
の
正
当
化
が
「
不
要
」
か
つ
「
不
可
能
」
だ
と
喝
破
す
る
。
ベ
ン
サ

ム
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
功
利
の
原
理
が
真
な
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
真
理
性
を
疑
う

者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
正
当
化
、
と
り
わ
け
論
理
的
に

0

0

0

0

正
当
化
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
次
節
で

は
、
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
を
論
理
的
に
正
当
化
す
る
方
法
の
一
つ
と
、
そ
の
難
点
を
検
討
す
る
。
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三
．
指
令
的
意
味
と
最
善
の
説
明

三
．
一　

最
善
の
説
明
と
し
て
の
指
令
的
意
味

「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
が
第
一
原
理
た
る
こ

と
を
諦
め
る
な
ら
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る

0

0

0

0

」
と
い
う
事
実
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｆ
を
他
の

新
し
い
規
範
言
明
と
組
み
合
わ
せ
て
、
Ｕ
ｎ
を
正
当
化
で
き
る
。
そ
の
新
し
い
規
範
言
明
と
は
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
も
の
だ
。

１
．　

幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
は
是
認
さ
れ
る
。（
Ｕ
ｆ
）8

２
．　

是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、

　
　
　

幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
。（
Ｕ
ｎ
）

こ
の
と
き
、
結
論
の
規
範
言
明
Ｕ
ｎ
は
、
も
は
や
ベ
ン
サ
ム
が
意
図
し
た
よ
う
な
第
一

0

0

原
理
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
規
範

言
明
「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
第
一
原
理
で
あ
る
の
は
、
こ
の
新
し
い
規

範
言
明
「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
問
題
の
解
決
を
先
送
り
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
次
に
問
題

と
な
る
の
は
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
第
一
原
理
が
真
で
あ
る
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
示
す
か

で
あ
る
。
以
下
で
は
そ
の
方
法
の
一
つ
と
し
て
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語0

の
持
つ
「
指
令
的
意
味
（prescriptive m

eaning

）」
に
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訴
え
る
方
法
を
検
討
す
る
。

右
で
辞
書
の
定
義
を
見
て
確
認
し
た
よ
う
に
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
言
葉

0

0

の
定
義
に
、行
為
の
指
示・命
令
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

他
方
、あ
る
行
為
Ａ
を
是
認
す
る
と
い
う
行
為

0

0

（
行
為
Ａ
を
「
よ
し
と
認
め
る
こ
と
」、行
為
Ａ
を
「
好
む
と
述
べ
る
」
こ
と
）
に
は
、

そ
の
行
為
Ａ
を
実
際
に
指
示
・
命
令
す
る
機
能
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
と
も
に
幼
い
姉
妹
の
姉
が
妹
に
自
分
の
お

菓
子
を
分
け
て
あ
げ
る
。
す
る
と
、
そ
ば
で
見
て
い
た
母
親
が
「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
と
述
べ
る
（
便
宜
上
、
姉
は

幼
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
行
為
」
や
「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
意
味
を
十
分
理
解
し
て
い
る
と
し
よ
う
）。
こ
の
と
き
、
こ
の
是

認
と
い
う
行
為
は
、
今
後
同
様
の
機
会
が
あ
っ
た
と
き
に
は
同
様
の
行
為
を
行
う
よ
う
姉
に
指
示
・
命
令
す
る
（
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
勧
奨
す
る
）
機
能
を
果
た
す
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
事
実
の
有
力
な
説
明
の
一
つ
は
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
「
指
令
的
意
味
」
が
あ
る
、

と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
説
明
を
提
示
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ア
は
、
何
か
が
「
指
令
的
（prescriptive

）」
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
（H

are 1981, p. 21

）。

私
た
ち
が
指
令
的
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
あ
る
行
為
Ａ
、
あ
る
状
況
Ｓ
、
あ
る
人
Ｐ
に
つ
い
て
、
Ｐ
が
私
た
ち
の
言
っ
た

こ
と
に
（
口
頭
で
）
同
意
し
な
が
ら
、
Ｓ
に
お
い
て
Ａ
を
し
な
い
な
ら
ば
、
Ｐ
が
論
理
的
に
は
不
誠
実
に
同
意
し
た
こ
と
に

な
る
と
き
、
そ
し
て
そ
の
と
き
の
み
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
右
の
例
で
言
え
ば
、
姉
が
母
の
是
認
に
同
意
し
な
が
ら
、
同
様
の
状
況
で
妹
に
お
菓
子
を
分
け
な
か
っ
た
と
す
る
。
こ

の
と
き
、
母
の
是
認
が
指
令
的
で
あ
る
な
ら
、
姉
の
同
意
は
論
理
的
に
は
不
誠
実
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
母
の
是
認

は
指
令
的
で
あ
り
、
姉
は
そ
れ
に
同
意
し
た
の
で
、
そ
の
同
意
が
誠
実
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
状
況
で
は
そ
の
是
認
の
指
令
性
に
従
っ
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て
姉
は
妹
に
お
菓
子
を
分
け
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
母
の
是
認
と
い
う
行
為

0

0

の
指
令
性
は
、「
是
認
す
る
」
と
い

う
語0

が
指
令
的
意
味
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
良
く
説
明
さ
れ
る
。

実
際
に
ベ
ン
サ
ム
が
次
の
よ
う
に
述
べ
る
と
き
に
は
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
が
指
令
的
意
味
を
持
つ
こ
と
を
支
持
し
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
（B

entham
 1970, p. 13, 1.10

）。

功
利
の
原
理
に
従
っ
て
い
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
な
さ
れ
る
べ
き
（ought to be done

）
行
為
で
あ
る
か
、
ま
た
は
少
な

く
と
も
、
な
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
行
為
で
は
な
い
か
の
い
ず
れ
か
だ
と
、
常
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
行

為
が
な
さ
れ
る
べ
き
（should be done

）
こ
と
が
正
し
い
（right

）
か
、少
な
く
と
も
、な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
不
正
（w

rong

）

で
は
な
い
と
も
言
え
、
そ
う
し
た
行
為
が
正
し
い
行
為
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
、
不
正
な
行
為
で
は
な
い
と
も
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
と
き
、「
べ
し
」（ought

）、「
正
・
不
正
」（right and w

rong

）
と
い
う
言
葉
や
他
の
同
種
の
言
葉

は
意
味
を
持
つ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
意
味
を
持
た
な
い
。

つ
ま
り
、「
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る

0

0

0

0

」
功
利
の
原
理
Ｕ
ｆ
に
従
う
行
為
は
、「
な
さ
れ
る
べ
き

0

0

0

0

0

0

行
為
」
で
あ

り
「
正
し
い

0

0

0

行
為
」
で
あ
る
と
、「
常
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
」。
こ
れ
は
言
葉
の
「
意
味
」
か
ら
、
そ
の
指
令
的
意
味
か
ら
言
え
る

こ
と
だ
。
ヘ
ア
も
ベ
ン
サ
ム
と
同
様
に
、「『
Ａ
を
是
認
す
る
』
は
、『
Ａ
が
正
し
い
』
を
、
よ
り
複
雑
で
回
り
く
ど
い
や
り
方
で
述

べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（H

are 1952, p. 6

）。9 

そ
し
て
仮
に
、
是
認
の
指
令
性
を
最
も
良
く
説
明
す
る
の
が
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
で
あ
る
な
ら
、「
最
善
の

説
明
へ
の
推
論
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
語
に
そ
う
し
た
意
味
が
あ
る
こ
と
が
真
だ
と
示
さ
れ
る
。
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
マ
ン
は
最
善
の

説
明
へ
の
推
論
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
（H

arm
an 1965, p. 89

）。
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こ
の
推
論
﹇
最
善
の
説
明
へ
の
推
論
﹈
を
行
う
際
、
あ
る
仮
説
が
証
拠
（evidence

）
を
説
明
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
の

仮
説
が
真
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
る
。
一
般
に
、
証
拠
を
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
仮
説
は
複
数
あ
る
の
で
、
こ
の
推
論
を
妥

当
に
行
う
に
は
ま
ず
、
か
か
る
す
べ
て
の
代
替
仮
説
を
拒
絶
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
所
与
の

仮
説
が
他
の
ど
の
仮
説
よ
り
も
「
よ
り
良
い
（better

）」
説
明
を
提
供
す
る
と
い
う
前
提
か
ら
、
そ
の
所
与
の
仮
説
が
真
で
あ

る
と
い
う
結
論
が
推
論
さ
れ
る
。

「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
に
指
令
的
意
味
が
あ
る
と
い
う
「
仮
説
」
が
、
是
認
と
い
う
行
為
の
指
令
性
の
「
証
拠
」
を
ど
の
仮
説

よ
り
も
良
く
説
明
す
る
な
ら
、
そ
の
仮
説
が
「
真
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
至
る
。
そ
し
て
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
が
指
令
的

意
味
を
持
つ
の
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
」
と
は
、
そ
の
言
葉
の
意
味
に
お
い
て
「
す
べ
き
行
為
」
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、
分
析
的
に
真
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
是
認
と
い
う
行
為

0

0

の
指
令
性
に
対
す
る
最
善
の
説
明
が
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語0

の
指
令
的
意
味
で
あ
る
な

ら
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
新
た
な
第
一
原
理
は
分
析
的
に
真
と
な
る
。
そ
し
て
仮
に
、
事
実
言
明
と
し

て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｆ
も
真
で
あ
れ
ば
、規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
だ
が
、「
是

認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
は
、
本
当
に
是
認
の
指
令
性
の
最
善
の
説
明
だ
ろ
う
か
。

三
．
二　

指
令
的
意
味
は
最
善
の
説
明
か

ヘ
ア
は
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
や
エ
ア
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
名
前
を
挙
げ
て
、「
言
語
に
お
け
る
道
徳
判
断
ま
た
は
命
令
法
…
…
の

機
能
は
、
そ
の
聞
き
手
の
行
動
ま
た
は
感
情
に
因
果
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
彼
ら
の
主
張
を
批
判
し
て
い
る
。
ヘ

ア
に
よ
れ
ば
、
道
徳
判
断
の
機
能
は
そ
の
指
令
性
、
行
為
を
指
示
・
命
令
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
指
示
・
命
令
の
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結
果
と
し
て
「
聞
き
手
」
が
「
因
果
的
影
響
」
を
受
け
る
か
ど
う
か
、「
説
得
（persuasion

）」
を
受
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
、

そ
の
機
能
の
埒
外
に
あ
る
（H

are 1952, pp. 12-16

）。

一
方
、
道
徳
判
断
の
機
能
が
指
令
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
事
実
の
最
善
の
説
明
を
求
め
る
と
き
、「
聞
き
手
の
行
動
ま

た
は
感
情
」
へ
の
「
因
果
的
影
響
」
と
い
う
説
明
は
、
有
力
な
仮
説
と
な
り
う
る
。
ハ
ー
マ
ン
は
仮
説
間
の
優
劣
を
判
断
す
る
基
準

と
し
て
、「
ど
ち
ら
の
仮
説
が
よ
り
単
純
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
が
よ
り
も
っ
と
も
ら
し
い
か
、
ど
ち
ら
が
よ
り
多
く
を
説
明
す
る
か
、

ど
ち
ら
が
よ
り
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
な
い
か
」
を
例
示
し
て
い
る
（H

arm
an 1965, p. 89

）。
以
下
で
は
、
因
果
的
説
明
が
指
令
的
意
味

に
よ
る
説
明
よ
り
も
優
れ
て
い
る
根
拠
と
し
て
、
ハ
ー
マ
ン
が
一
番
目
と
三
番
目
に
挙
げ
て
い
る
基
準
、
す
な
わ
ち
（
一
）
最
節
約

性
と
（
二
）
説
明
力
の
二
つ
を
提
示
し
た
い
。

第
一
に
、指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
は
、冗
長
な
説
明
で
あ
る
。
ま
ず
、仮
に
道
徳
判
断
の
機
能
が「
説
得
」で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
を
用
い
た
道
徳
判
断
が
「
聞
き
手
の
行
動
ま
た
は
感
情
」
に
「
因
果
的
影
響
」
を
与
え
る
と
い
う
事
実
は

認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
右
で
見
た
幼
い
姉
妹
の
例
で
言
え
ば
、
母
親
の
「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い
う
道
徳
判
断
を

聞
く
こ
と
は
、
姉
の
行
動
や
感
情
に
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
姉
は
お
そ
ら
く
、
同
様
の
状
況
で
や
は
り
妹
に
お
菓
子
を
分
け
る
よ

う
動
機
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
実
に
は
、
背
景
と
な
る
姉
の
生
理
的
・
心
理
的
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
に
つ
い
て
何
ら
か
の
因
果
的
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
と
き
、
母
の
是
認
と
い
う
行
為
が
持
つ
指
令
性
は
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
な
し
に

0

0

0

0

0

0

0

0

説
明
さ
れ
る
。「
是
認

す
る
」
と
い
う
語
の
辞
書
的
な
意
味
（
す
な
わ
ち
、「
よ
し
と
認
め
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
「
好
む
と
述
べ
る
」
こ
と
）
の
み
で
意
味

さ
れ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
行
為
が
、
何
ら
か
の
心
理
機
構
（
た
と
え
ば
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
評
価
行
為
を
受
け
る
こ
と
が
快
で
あ
る

こ
と
に
基
づ
く
、
オ
ペ
ラ
ン
ト
条
件
づ
け
）
を
介
し
て
、
そ
の
評
価
さ
れ
た
行
為
を
因
果
的
に
動
機
づ
け
る
。
結
果
と
し
て
、
母
の

是
認
と
い
う
行
為
、「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い
う
母
の
道
徳
判
断
は
、
行
為
を
指
示
・
命
令
す
る
と
い
う
機
能
―
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―
指
令
と
い
う
機
能
―
―
を
果
た
し
て
い
る
。10

だ
が
こ
の
事
実
の
説
明
に
お
い
て
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
は
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
い
。
指
令
的
意
味
に
よ

る
説
明
は
、
冗
長
的
だ
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
的
説
明
は
、
指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
よ
り
も
最
節
約
性
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
。

指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
は
、
事
実
の
説
明
に
と
っ
て
不
要
で
余
計
な
意
味
―
―
指
令
的
意
味
―
―
を
「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
に

付
加
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
因
果
的
説
明
は
、
指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
よ
り
も
多
く
の
こ
と
を
説
明
す
る
。
指
令
的
意
味
は
、
是
認
と
い
う
行
為

が
指
令
性
を
持
つ
事
実
を
説
明
す
る
が
、
右
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
事
実
は
因
果
的
に
も
（
指
令
的
意
味
な
し
に
）
説
明
で
き
る
。

そ
し
て
、
因
果
的
説
明
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
の
事
実
の
背
景
に
あ
る
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
も
、
や
は
り
右
で
見
た
よ
う
に
説
明
で

き
る
。
こ
れ
は
指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
で
は
、
道
徳

判
断
に
従
う
動
機
づ
け
が
い
か
に
し
て
得
ら
れ
る
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
右
の
例
で
言
う
な
ら
、
母
の
是
認
が
ど
の
よ
う
に
し
て
姉

の
動
機
づ
け
を
も
た
ら
す
の
か
、
指
令
的
意
味
は
ま
っ
た
く
説
明
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
的
説
明
の
方
が
、
指
令
的
意
味
に

よ
る
説
明
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
事
実
を
説
明
で
き
る
点
で
有
利
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
に
よ
っ
て
母
の
是
認
が
指
示
・
命
令
と
し
て
機
能
す
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
姉
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
場
合
に
は
、
指
令
的
意
味
に
よ
る
説

明
に
加
え
て

0

0

0

0

、
母
の
是
認
が
指
令
と
し
て
姉
を
動
機
づ
け
る
事
実
の
因
果
的
説
明
が
必
要
に
な
る
。
や
は
り
こ
の
説
明
は
、
因
果
的

説
明
の
み

0

0

の
場
合
と
比
べ
て
冗
長
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
も
し
指
令
的
意
味
な
し
に
事
実
が
説
明
さ
れ
る
な
ら
、
道
徳
判
断
の
機
能
が
ヘ
ア
の
言
う
よ
う
に
「
指
令
」

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
疑
問
が
生
じ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
場
合
、「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い
う
母
の
道

徳
判
断
が
指
令
的
で
あ
る
の
は
、
そ
の
道
徳
判
断
が
因
果
的
に
姉
を
動
機
づ
け
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
依
存
し
て
い
る
か
ら
だ
。
言
い
方
を
変
え
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れ
ば
、
こ
の
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
け
れ
ば
、
母
の
道
徳
判
断
は
行
為
を
指
示
・
命
令
す
る
も
の
で
あ
り
え
な
い
。

こ
こ
で
仮
に
、母
の
言
明
が
「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
で
は
な
く
、「
お
姉
ち
ゃ
ん
は
妹
に
お
菓
子
を
分
け
る
べ
き

0

0

だ
」

だ
っ
た
の
な
ら
、右
の
因
果
的
な
動
機
づ
け
プ
ロ
セ
ス
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、こ
の
母
の
言
明
は
指
令
的
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

「
べ
し
」
と
い
う
語
の
辞
書
的
な
意
味
が
指
令
的
だ
か
ら
だ
。11

だ
が
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
に
そ
の
よ
う
な
指
令
的
意
味
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
お
姉
ち
ゃ
ん
の
行
為
を
是
認
す
る
」
と
い
う
道
徳
判
断
が
行
為
を
指
示
・
命
令
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
指
令

性
は
、
姉
を
動
機
づ
け
る
因
果
的
プ
ロ
セ
ス
に
依
存
し
て
い
る
。
姉
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
母
の
道
徳
判
断
は
指
令
性
を

持
つ
（
行
為
を
指
示
・
命
令
し
て
い
る
）
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
判
断
が
指
令
的
だ
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ

の
と
き
、
こ
の
道
徳
判
断
の
（
少
な
く
と
も
主
た
る
）
機
能
は
「
指
令
」
で
は
な
く
、
姉
を
因
果
的
に
動
機
づ
け
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
説
得
」
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。12

＊

本
節
を
ま
と
め
る
。
事
実
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｆ
と
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
と

が
真
で
あ
れ
ば
、
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
を
正
当
化
で
き
る
。
だ
が
こ
の
と
き
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で

あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
示
さ
れ
る
の
か
。

是
認
と
い
う
行
為

0

0

は
指
令
的
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
最
も
良
く
説
明
す
る
の
が
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語0

の
指
令
的
意
味
で
あ
っ

た
な
ら
ば
、
最
善
の
説
明
へ
の
推
論
に
よ
っ
て
、「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
に
指
令
的
意
味
が
あ
る
こ
と
は
真
だ
と
結
論
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
は
分
析
的
に
真
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
な
の
は
、
ど
う
や
ら
「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
が
、
是
認
が
指
令
的
で
あ
る
こ
と
の
最
善
の
説
明
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で
は
な
い
ら
し
い
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
は
、最
節
約
性
と
説
明
力
に
お
い
て
、因
果
的
説
明
に
劣
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
因
果
的
説
明
さ
え
あ
れ
ば
指
令
的
意
味
は
冗
長
的
で
あ
る
し
、
指
令
的
意
味
だ
け
で
は
道
徳
判
断

に
従
う
動
機
づ
け
を
説
明
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
方
法
で
は

示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
事
実
言
明
Ｕ
ｆ
と
こ
の
規
範
言
明
と
を
用
い
て
、
規
範
言
明
Ｕ
ｎ
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
規
範

言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
は
依
然
と
し
て
正
当
化
を
欠
い
て
い
る
。

お
わ
り
に
：
評
価
の
規
範
性
と
い
う
事
実
の
説
明

本
稿
の
議
論
を
振
り
返
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
が
正
し
け
れ
ば
、
演
繹
に
よ
る
規
範
の
正
当
化
は
一
般
的
な
規
範
言
明
で
あ
る
第

一
原
理
を
必
要
と
す
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
の
原
理
は
、
第
一
原
理
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
が
、
字
義
ど
お
り
に
は
事
実

言
明
で
あ
り
、
そ
の
正
当
性
を
主
張
し
て
も
、
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

他
方
、
事
実
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｆ
を
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
と
と
も
に
用
い

て
、規
範
言
明
Ｕ
ｎ
を
正
当
化
で
き
る
。
そ
し
て
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
言
明
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、

「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
が
指
令
的
意
味
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
分
析
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
に
指
令
的
意

味
が
あ
る
こ
と
は
、
是
認
の
指
令
性
の
最
善
の
説
明
が
そ
の
指
令
的
意
味
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
示
さ
れ
る
。

だ
が
、
因
果
的
説
明
と
比
較
し
て
、
最
節
約
性
と
説
明
力
の
観
点
か
ら
、
指
令
的
意
味
に
よ
る
説
明
が
最
善
の
説
明
だ
と
は
必
ず

し
も
言
え
ず
、
事
実
言
明
Ｕ
ｆ
と
規
範
言
明
Ｕ
ｎ
と
の
間
を
分
析
的
に
架
橋
す
る
、「
是
認
さ
れ
る
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い

う
規
範
言
明
を
正
当
化
で
き
な
い
。
結
果
と
し
て
、
規
範
言
明
と
し
て
の
功
利
の
原
理
Ｕ
ｎ
は
依
然
と
し
て
正
当
化
を
欠
く
。
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功
利
の
原
理
が
正
当
化
を
欠
く
と
い
う
本
稿
の
結
論
は
、
基
礎
づ
け
主
義
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
批
判
を
考
え
れ
ば
、
常
識
的

0

0

0

な
も
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
の
結
論
を
導
く
過
程
で
、「
○
○
を
是
認
す
る
」
と
い
う
形
で
述
べ
ら
れ
る
評
価
言
明
を
事
実
言
明

の
側
に
位
置
づ
け
、あ
ま
つ
さ
え
「
是
認
す
る
」
と
い
う
語
の
指
令
的
意
味
を
否
定
し
た
こ
と
は
常
識
は
ず
れ

0

0

0

0

0

な
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
仮
に
本
稿
の
議
論
に
あ
る
程
度
の
説
得
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
規
範
言
明
と
評
価
言
明
を
一
緒
く
た
に
し
て

説
明
す
る
こ
と
が
、
規
範
言
明
と
事
実
言
明
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
重
要
な
事
実
を
見
え
に
く
く
す
る
こ
と
も
認

め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
事
実
と
は
、
評
価
言
明
が
指
令
的
意
味
を
持
つ
か
ら
で
は
な
く
、
評
価
が
因
果
的
に
行
為
を
動
機
づ
け
る

か
ら
こ
そ
、
評
価
の
指
令
性
す
な
わ
ち
規
範
性
は
獲
得
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
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註

1 
本
稿
は
、
二
○
一
八
年
十
月
二
十
七
日
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
Ｍ
Ｉ
Ｐ
Ｓ 

２
０
１
８ 

三
田
哲
学

会
哲
学
・
倫
理
学
部
門
例
会
に
お
け
る
発
表
内
容
を
元
に
し
て
い
る
。
当
日
フ
ロ
ア
か
ら
積
極
的
に
有
意
義
な
疑
問
を
投
げ

か
け
て
く
だ
さ
っ
た
諸
先
生
方
と
、
こ
の
発
表
を
行
う
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
り
、
当
日
も
司
会
を
務
め
て
く
だ
さ
っ

た
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
哲
学
専
攻
の
田
中
泉
吏
先
生
に
感
謝
し
た
い
。

2 

以
下
、
角
括
弧
﹇
﹈
は
、
引
用
文
に
対
す
る
本
稿
筆
者
の
補
足
を
表
す
た
め
に
用
い
る
。

3 

こ
の
論
理
規
則
を
初
め
て
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
法
則
」
と
呼
ん
だ
の
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ヘ
ア
と
見
ら
れ
る
（H

are 1954–5, p. 

303; cf. M
acIntyre 1959, p. 451

）。

4 

規
範
性
は
行
為
の
み
な
ら
ず
、
感
情
や
思
考
な
ど
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
行
為
に

限
定
し
て
検
討
す
る
。

5 

も
ち
ろ
ん
こ
の
正
当
化
は
、
事
実
言
明
で
あ
る
前
提
２
が
真
で
あ
る
こ
と
に
も
負
っ
て
い
る
。
本
稿
は
事
実
言
明
の
正
当
化

に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
ず
、
規
範
言
明
の
正
当
化
に
つ
い
て
の
み
検
討
す
る
。

6 

リ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、共
通
感
覚
の
役
割
と
は
「
自
明
な
物
事
（things self-evident

）
を
判
断
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、

共
通
感
覚
の
こ
う
し
た
直
観
的
な
役
割
は
、「
自
明
な
結
論
か
ら
自
明
で
な
い
結
論
を
引
き
出
す
」
い
わ
ゆ
る
推
論
能
力
と
並

ん
で
「
理
性
（reason

）」
の
一
部
で
あ
る
の
で
、共
通
感
覚
に
よ
る
判
断
の
結
果
生
じ
る
信
念
は
合
理
的
信
念
で
あ
る
（R

eid 

2002, p. 433; cf. 

柘
植 2009, p. 136

）。

7 

シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
も
同
様
に
、「
第
一
原
理
を
『
証
明
』
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
」
こ
と
は
「
も
ち
ろ
ん
真
だ
」
と
認
め
て
い

る
（Sidgw

ick 1907, p. 419

）。
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8 

こ
こ
で
は
論
理
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
「
是
認
さ
れ
る
」
と
い
う
受
身
で
表
現
し
た
が
、
も
ち
ろ
ん
受
身
で
な
く
と
も
、
同

じ
論
理
が
成
り
立
つ
。「
１
．（
人
は
）
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
是
認
す
る
。
２
．（
人
は
人
が
）
是
認
す
る
行

為
を
す
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、（
人
は
）
幸
福
を
促
進
す
る
傾
向
を
持
つ
行
為
を
す
べ
き
で
あ
る
。」

9 
リ
ー
ド
も
同
様
に
、「
義
務
（duty

）」
が
、「
私
た
ち
が
す
べ
き
こ
と
（w

hat w
e ought to do

）」、「
是
認
で
き
る
こ
と
（w

hat 

is approvable

）」
な
ど
と
同
義
だ
と
述
べ
て
い
る
（R

eid 2010, p. 169

）。

10 

こ
の
と
き
、
母
の
道
徳
判
断
は
指
令
の
み
な
ら
ず
、（
姉
を
動
機
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
説
得
も
果
た
し
て
い
る
が
、
ヘ
ア

に
従
っ
て
指
令
の
み
を
そ
の
機
能
と
解
釈
し
て
も
、
何
の
問
題
も
な
い
。
説
得
は
副
次
的
な
結
果
と
考
え
れ
ば
よ
い
。

11 

『
広
辞
苑
』
は
「
べ
し
」
の
五
番
目
の
意
味
に
「
命
令
の
意
」、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
のA dictionary of the English 

Language

は
「ought

」
の
二
番
目
の
意
味
に
「To be obliged by duty

」
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。

12 

こ
の
場
合
、「
説
得
」
が
道
徳
判
断
の
機
能
で
あ
り
、「
指
令
」
は
そ
の
機
能
の
結
果
生
じ
る
副
次
的
・
付
随
的
な
機
能
（
そ

れ
を
機
能
と
呼
ん
で
よ
い
な
ら
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
道
徳
判
断
の
機
能
が
「
説
得
」
に
あ
る
と
い
う
考
え
は
、

進
化
的
見
地
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
矢
島 2010, pp. 77–78

を
参
照
）。
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