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24

倫
理
學
者
と

1
て
の

.ア

.ダ
ム
ス
ミ
ス 

二
三
四

偷
理
學
者
と
L

て
の
ア
ダ
ム
、ス
ミ
ス

川

合

貞

一
I

ム、ス
ミ
ス
の

『

國
富
論

』

财
世
に
現
れ
て
よ
纟
、本
日
で
丁
度
百
三
十
五
年
に
な
る

i

云
ふ 

田
讀
書
會
主
裁
の
下
に
、其
の
紀
念
會
於
開

/7
>
れ
、余
名
此
の
席
に
臨
ん
で

®

學
者
、殊
に
、
 

偷
理
學
者

i

し
て

0

渠
の
風
丰
を
佩
ぶ
こ
と

.を
得
る
は
、泡

1C
光
榮
と
す
る
所
で
あ
る

0

ス
ミ
ス
は
今

B

に
於

S

て
こ
そ
、殆
ん
ど
唯
、一
個
の
經
濟
學
者
に
過
ぎ
な
い
か
の
や
ぅ
に
考 

へ
ら
れ
て
ゐ
る
名
の
、、渠
於

『

國
富
論

』

を
公
に
す
る
以
前
に
於
て
は
、*
ら
哲
學
者
と
し
て
其
の 

名
を
知
ら
れ

y

ゐ
杧
の
で
あ
る
。
渠
は
一
千
七

百

五
十
九
年
に

『

道
德
的
愦
操
の
理
論

』

i
題
す 

る
大
著
を
公
に
し
、偸
理
學
上
の
思
辨
を
發
表
し
杧

0
:
こ
の

『

道
德
的
情
操
の
理
論

』

な
る
《
の
は 

當
滕
の
學
界
に
於

S

て
頗
る
學
者
の
注
意
を
惹

s
fc
$

の
で
渠
の
盛
名
を
し
て
遠
く
大
陸
に 

ま
で
馳
す
る
に
至
ら
し
：

§
杧
の

•で
あ
る
。
而

〗

し
て

『

國
富
論

』
な
る

^P

の
劣
、實は

『

道
德
的
情
操
の 

理
論

』

と
同

b 
く
、渠
が
ダ
ラ
ズ
ゴ
ー
大
學
敎
授
在
職
中

^

^
齡
ボ
丨
の
講
座
に
於
ぃ
て
爲
し
杧
る

講
義
に
基

S

允
S

の
で
、要
す
る

2
4

渠
の
道
德
哲

.

學
系
統
.の
一
部
を
構
成
す
る
名
の
に
外
な
ら 

ぬ
。
然
ら
ば
道
德
哲
學
と
は
何
ん
で
あ
る
於
と
云
ふ
と
、渠
は
之
を
個
人

.

と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
 

家
族

M

家
、人
類

V

ふ
大
社

#

の
一
員
と
し
て
の
人
間

：
.

の
幸
福
‘及
び
完
成
を
論
ず
る
名
の
で
あ 

る
と
解
し
杧
の
で
あ
る
。

『

國
富
論

』

と『

道
德
的
情
操
の
理
論

』

の
關
聯
を
有
す
る

S

の
な
る
こ
と 

前
述
の
如
し
で
あ
る
於
、然
か
し

f t

の
雨
者
は
必
步
し
？
同
匕
根
本
原
理
の
上
に
建
設

3

れ
<

 

ゐ
る
名
の
で
は
な

S
。

グ

X

ト
^P

謂
つ
て
ゐ
る
通

6

『

國
富
論

』

に
於

.

S
V

渠
の
採
れ
る
見
地
ょ 

6

『

道
德
的
情
操
の
理
論

』

に
於
け
る
渠
の
見
地
を
察
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。
卽
ち
ー
方
に 

於

S

て
は
自
利
を
以
つ
て
人
間
行
爲
の
主
な
る
動
機
と
爲
し
、他

.

方
に
於

S

て
は
寧
ろ
そ
れ

i

 

反
對
の
同
情
を
以
つ
て
其
の
理
論
の
基
礎
と
し
の
で
あ
る
。

是
に
就

S

て
英
國
文
明
史
の
著
者
バ
ッ
グ
ル
は
於
ぅ
云
ふ
意
味
の
こ
と
を
爾
つ
て
ゐ
る
。
 

ァ
ダ
ム
ス
ミ
ス
は
入
性
の
ニ
つ
の
傾
向
を
各
抽
象
的
な
形
に
於
い
て
い
之
を
是
定
し
、而
し
<
演 

繹
的
に
其
の
論
步
を
進
め
て
ゐ
る
。
卽
ち

『

國
富
論

』

1 C
.

於
.S

<
は
人
間
を
以
つ
て
全
く
私
利
に 

動
か

^

る
、

$

の
と
爲
し
、

『

道
德
的
情
操
の
理
論

』

に
於

5

て
は
全
く
仁
愛
に
動
か

さ

f

 

S 

の
と
爲
し
て
、之
れ
か
ら
演
繹
し

v

b

る
と
。
然
か
し

'

こ
の
南
者
を
以
つ
て
、絕
對
的
に
相
反
す

偸
理
學
者
と
し
て
の
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス 

ニ
ヨ
茧



倫理
$

と
L

て
の
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス 

ニ
三
山
ハ

.

る
？
の
と

考
ヘ

る
の
は
，
妥
當
の
見
で

あ
る
と
は

云

へ
ぬ
。

其

上

、渠
は
必
ず
し
名
純
然
杧
る
演 

繹
的

方
.法
を
採
つ

^
名
の

で

名
な

S
。

然
ら
ば
渠
は
此
の
兩
者
の
關
係
を
如
何
に
考
へ
ヒ
で 

あ
ら
ぅ
か
と

云

ふ
と
、是
に
は

明
答
を

與
へ
る
こ
と

於
出
來

f

e

e何
ん

と
な
れ
ば
、

®

は
人
肽
の 

二
つ
の
傾
向
に
就

S
て、深
く
其
の
心
理
的
並
に
歷
史
的
硏
究
に
入
ら
な
か

つ
t

か
ら
で
あ
る
。
 

が『

國
富
論

』

に
於

s

て

く
渠
の
偸
理
的
、

a

會
的

見
地
を

捨
て

*

$
の
と
見
る
と
於
出
來
ぬ

0

フ.

ィ
ヒ
テ
が

「

我

に
性
格
を
告
げ

ょ
、然

ら
ば
其
人
の
如
何
な
る
哲
學
を

採

用

す

ベ
き
か
を
汝 

に
談
ら
む

」

と
云
つ

^

如
く
、哲
學
と
哲
學
者
の
爲
人
と
は
離
る
ぺ
於
ら
次
る
關
係
を
盲
し
て
ゐ 

る
。

3

れ
ば
經
に
ア
ダ
ム
、ス
ミ
ス
の
倫
理
學
說
を

*

ぶ
る
に
先
つ
て
、其
の
爲
人
と
經
歷
の
大 

要
を
、し

.

/ ;
>

名
そ
れ
と
交
渉
を
有
す
と
考
へ
ら
れ
る
限

6

に
於

S

て
語
る
の
は
必
す
し

g

無
用 

の
事
で
は
な

s

o

ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
は

一

千
：七
百
；ニ
十
：三
年
六
月
五

0

の
生
れ
で
あ
る
舣
、父
な
る
人
は
渠
の
生 

4

れ
る
數
ヶ
月
前
に

£

く
な
つ
て
ゐ
杧
の
で
あ
る

0

子
供
の
間
は
病
身
で
身
體
舣
弱
於
つ
杧 

所
か
ら
、手
の
褂
る
こ

i

一
通

/

ク
で
は
な
か
つ
允
。

财
母
親
は
非
常
に
渠
を
愛
し
把
の
で
あ
る

0

27

こ
れ
に
對
し
て
ス
ミ
ス
は
六
十
年
間
名
一
向
孝
養

0

道
を
盡
し
て
#
親

の

慈

愛

に

報

の

で
あ
る
。
渠
の
家
は
富
め
る
と
云
ふ
程
で
は
な

/ p

つ
f c

、然
か
し
、生
計
に
は
少
し
名
不
自
由
を

は
か
ぅ
云
ふ
境
遇
の
下
に
人
と
成
つ

^

の
で
あ
る
於
ら
、自

づ

/P
ら
、功
名

に
平
靜
知
足
の
生
活
を
樂
ん
だ
の
で
あ
る
。
渠
は
於
ぅ
信
ヒ
杧
、幸
福
と

名
S

食
で
メ
無
差
別
で
あ
る
、丽
し
て
こ
れ
に
達
す
る
に
は
足
る
と
を
知

と
。
渠
答
ふ
て
日
く
嬸
康
に
し
て
負
債
を
有
せ
ず
、且
つ
瑩
明
な
る
良
心

に
何
物

0 '
添
加
せ
ら
れ
得
べ

き

か」

と
。

以
つ
て

渠
の
爲

人
i

其
の

人
生 

あ

るo

に
し
て
グ
ラ
ス
ゴ
ー
大

•學
に
入
ぅ
、ス
コ
ッ
ト
ヲ

\

ド
に
於
け
る
近
代
思 

辨
哲
學
の
始
祖
と
呼
ば
れ

^

パチソンの講

'義
を
廳

|
き

]|
發
す 

あ
る
。
渠
が
心
を
倫
理
的
思
辨
に
寄
す
る
に
至
つ

-*
の
は
、ま
と 

云
つ
て
ょ

S
。

渠
は
十
^
歲
に
し
て

 

'ダニ
フ
ス
ゴ

I

ょ
.ク
オ
ッ
グ 

間
在
學
し
杧
。
於、其
の
間
の
生
活
に
就

s

て
は
殆
ん
ど
知
ら
る 

つ
の
奇
談
奴
殘
つ
て
ゐ
る

i

云
ふ
の
は
、ス

三
ス
舣
パ
リ
オ
ル
ヵ 

^
现學考として

0
ァダム、

K

ミス

感
b

な
.

&

つ
f c

。
渠 

利
達
の
念
に

淡
く
、
常 

云
ふ
$
の
は
帝
王
で 

る
の
が
肝
要
で
あ
る 

を
有
す
る
人
の
幸
福 

觀
i

を
察
す
べ
き
で 

ス
ミ
ス
は
十
四
歲

る
所
、
が
尠
く
な
か
つ
.杧
の
で 

し
て
其
の

影
響
に

*

づ
く

と
 

ス
フ
才
丨
ド
に
送
ら
れ
、七
年 

、
所
、

S

な

S
。

然
於
し
、唯、

一 

レ
ツ
ジ
の
自
身
の
室

P

ヒ

ュ

ニ三七



倫理學者と

1
てのァ

**
ム
ミ
ス
 

二 II

一'

丨
ム
の

『
入
性

論』

を

譲
ん
で
ゐ
る
所
を

目

付
つ
て
、

そ
れ
を

沒
收

さ
れ
、譴
責
を
受
け

允
i

云

ふ
こ 

と
で

あ
る
。
此
の
談
の
眞
僞
は
明
で
は

な

S

於
、兎

f
e角

於
、

る
，
談
の
存

し
て
ゐ
る
所
を
見
て 

A

力
レ

ッ
ジ
坶

代
に
於
け

る
渠
の

精
神
的
傾
向
：职

略
、
推
せ
ら
れ

る
や
ぅ
に
思

は
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
と
實
際
交
を
結

.ぶ
に
至
つ
杧
の
は
侮
滕
頃
か
ら
で
あ
る
か
、確

i

は
知
ら
吒
て

b 

な
い
。
が
な
ん
で

g

1
千
七
百
五
十
二
年
の
前
で
あ
る
や
ぅ
に
考
へ
ら
れ
る
。

ス
ミ
ス
は
一 

千
七
百
五
十

一

年
、二
十
八
歳
で
ダ
一
フ
ス

 

'ゴ

丨
大
學
の
論
理
學
敎
授
に
選
ま
れ
、翌
年
道

德

哲

學
 

敎
搜
に
鏡
：

^

其
の
職
に
留
爻
る
こ
と
十
三
年
の
か
ハ
し
き
に
及
ん

’だ
。
而
し
て
其
の
間
の

«

1
 

は
主

i

し

V

道
德
哲
學
に
關

す

る

S

の
で
、渠
の
弟
子
に
し
て
且
つ
昵
近
の
友
な
る
人
の
語
る 

所
に
據
る
と
次
の
や
ぅ
で
あ
る
。

-道
德
哲
學
に
關
す
る
渠
の
講
義
は
四
部
に
分
た
れ
杧
。
第
一
部
於
自
然
神
；學
で
、經
に
渠
は 

神
の
本
體
及
ぴ
屬
性
の
證
明
と
、宗
敎
の
基
づ
く
人
心
；の
原
理
と
を
考
察
し

f

c

o第
二
部
が 

嚴
密
に
請
ふ
所
の
偸
理
學
で
、主
と
し
て
後
に

『

道
德
的
情
操
の
理

^

j

に
於

S

て
公
に
さ
れ

^
 

敎
義
か
ら
成
立
つ
て
ゐ
杧
。
第
三
部

‘に
於

S

 

V
、

は
渠
は
、細
密
な
規
則
を
立
つ
る
を
得
る
所 

か
ら
充
分
特
別
な
說
明
を

.下
し
得
る
、正
義
に
關
す
る
道
德
の
方
面
を
ー
層
詳
細
に
論
匕
杧

29

の
で
あ
る
。

こ
の
主
題
に
於

S

て
は
、渠
は
、モ
ン
テ

ス

キ

ユ
ー
に
ょ
つ
て
暗
示
さ
れ

tt
や
ぅ
に
思
は
れ
る 

案
に
從
つ

te
r〖

の
»

る
。
最
名
蒙
味
な
踌
代
ょ

6
最
；
^
文
明
な
辟
代
に
至
る

4
で
の
公
法 

並
び
に
私
法
の
漸
次
の
發
展
：を
尋
ね
、而
し
て
生
存
及
び
財
產
の
菩
積
に
貢
獻
す
る
所
の
諸 

の

.技
i
fヵ
法
律
上
及
び
政
治
上
に
於
い
て
そ
れ
に
相
當
す
る
改
善
若
く
は
變
革
を
生

^
る 

結
果
を
指
摘
せ
や

5
1と
し
杧
。
重
要
な
こ
の
方
面
の
硏
究
を
渠
は
ま
杧
世
に
公
に
せ
や
ぅ 

と
思
つ

V

ゐ

t
の
で『

道
德
的
情
操
の
理
論

』

の
決
論
に
之
を
述
べ
て
ゐ
る
。

於、乙

0
意
向
は 

天
年
を
渠
に
假

3 

t 

6
し
故
を
以
つ

<
實
現
さ
る
、
に
至
ら
な
か
つ

^
0 

渠
は
講
義
の
最
後
の
部
分
に
於

S
.

て、正
義

.の
原
理
に
あ
ら
ず
し
て
き

キ!
!

^
Mr
理
に

基

づ

き
、
 

而
し

v

國
家
の
富

i
力
と
繁
榮
と
を

®
す
と

#
へ
ら
る
、
政

治
的
條
規
を
吟
味
し
、か

、
る 

見」

地
の
下
に
渠
は
商
業
、用

.政
、宗
敎
、軍
事
に
關
す
る
政
治
上
の
制
度
を
考
察
し
把
の
で
あ
る

o

此
等
の
主
題
に
就

.

S

て
購
述
し

*

所
の

3

の
於
、後
に

『

國
富
の
性
質
及
び

原

因

の

挤
究

』

と
«
 

し
て
®
に
公
に
せ
ら
れ
把
著
述
の
實
質
を
成
し
て
ゐ
る

0」

と

ス
ミ
ス
火
學
敎
授
の
職
を
辭
し
て
後
、バ
ッ
グ
リ
ユ
ー
公

.に
從
ひ
て
.數
年
叫
佛
菌
西
に
遊
び

倫
理
级
者
と
1
.て
.の
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
'ス 

Jrr
r
t



倫
理
风
}̂̂
と
し
て
の
ア
ダ
.ム.、
ス
ミ
ス
. 

ニ
J3
0

巴
11
1

に
於
い

y

知
名
の
文
士
や
哲
學
者
と
交
を
結
ん
だ
が
、こ
の
外
遊
は
渠
の
偸
.理
學
說
に
對 

し
て
は
殆
ん
と
沒
交
涉
で
あ
る
。

H

ア
ダ
ム
ス
ミ
ス
は
哲
學
な
る

^p

の
を
如
何
に

考

へ
杧
か
と
云
ふ
と
、渠
は
之
を
自
然
を
結
合 

す
る
原
理
の
學
と
し
杧
の
で
あ
る
。
卽
ち
哲
學
な
る
名
の
は

、
®
絡
の
な

S

物
を
結
合
す
る
、目 

に
見
え
ぬ
鏈
鎖
を
示
し
て
、不
調
矛
腐
の
現
象
の
混
池
把
る
於
中
へ
、秩
序
を
導
き
入
れ
や
ぅ
と 

努
力
す
る
名
の
で
あ
る
。
で
、哲
學
に
ょ
つ
て

自

然

の
演
劇
於
想
像
に
對
し
て
一
厝
結
合
し
お
、
 

從
つ
て

一

赝
宏
大
な
■
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
は
其
の
結
合
の
原
理
が
ず
ベ
て 

人
類
に
熟
知
せ
ら
れ
杧
や
ぅ
な
名
の
で
な
け
れ
ば
ー
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
渠
は

e -
學
の 

己
の

一

般
觀
念
を
先
づ
自
然
科
學
：に
應
用
し
把
の
一
で
あ
る
。
於
、己
れ
は
偸
理
學
に
名
經
濟
學 

に
劣
等
し
く
當
て
嵌
咬
る
の
で
あ
る
。

0
は

rく

哲
學
を
叙

*

し
*

後
に
か
ぅ
云
ふ

<

ゐ
る

0

哲
學
と
云
ふ

S

の
は
ょ
く
秩
坪
の 

立
つ
て
ゐ
る
社
會
に
於
い
て
の
み
起
る
こ
と
の
出
ー
來
る
名
の
で
あ
る
。
卽
ち
生
命
と
财
產
の 

安
固
の
存
す
る
社
會
に
於
い
て
の
み
起
る
こ
と
の

I

出
來
る

g

の
で
あ
る

0

野
*
人
は
哲
學
な

る
？
の
を
有
せ
申
し
て
多
神
敎
と
拜
物
敎
と
を
有
し
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
而
し
て
何
ん
で 

名
常
例
に
外
づ
れ
杧
名
の
が
あ
る
と
、

±

於
S

然
の
進
行
を
止
め
或
は
之
を
變
梦
る
所
の
、目
に 

見
え
ぬ
神
の
手
に
歸
し
て
了
ぅ
の
で
あ
る
。
勿
論
、渠
自
身
名
目
に
見
え
ぬ
力
の
現
存
を
認
め 

て
ゐ
る
が
然
し
、之
は
人
間
行
爲
に
於
け
る
秩
序
と
-法
則
と
の
原
因
と
し
て
か
あ
つ
て
、野
巒
人 

の
そ
れ
と
は
異
れ
る
平
靜
な
哲
學
的
意
見
な
の
で
あ
る
。
斯
る
意
見
は
!!點
を
し
て
恐
怖
に 

代
る
を
#
せ
し
ひ
る
平
穩
な
社
曾
の
存
す
る

.處

y

於
し
て
の
み
起

6

得
る

.名
の
で
あ
る
。
而 

し
<
娘
は
哲
學
の
第
一
の
動
機
は
實
利
で
は
な
く

-
し
て
好
奇
心
で
あ
る
,
し
て
其
の
硏
究
は 

有
益
と
云
ふ
こ
と
に
は
何
等
の
關
係
な
く
、其
れ
自
身
目
的
と
し
て
行
は
る
、
名
の
で
あ
：ると

ス
は
か

ぅ

云
ふ
«
味
分
の
眞
の
哲
學
者
で
あ
つ
杧
の 

杧
の

^p

叉
經
濟
學
の
硏
究
を
や
っ
把
の
名
他
の
動
機 

愛
於
ら
で
：あ
る
。
卽
ち
浪
沌
杧
る

&

如
く
見
ゆ
る

®

で
あ
つ

考
へ
杧 

で
あ
る 

於
ら
で 

に
、秩
序 

し
め

t

の

^
あ
る

0

1
に
ァ
タ
ム
、ス
ミ

。
渠
、が偸
理
學
の
妍
究
を
ゃ
つ 

は
な
く
し
て
、全
く
真
理
其
物
の 

を
發
見
せ
や
ぅ
と
の
一
念
か
ら 

名
の
に
外

〗

な
ら
ぬ

0 

四
偷
理
と
し
て
の
ア
ダ
ム
、スミス

叉
：經
濟
學
の
研
究
を
や
つ
把
の
名
他
の
動
機 

で：あ
る
。
卽
ち
浪
沌

t

る
於
如
く
見
ゆ
る
處 

杧
の
で
あ
る
。
是
れ
全
く
渠
の
爲
人
の
然
ら

11

四1



偷
理
と

1

てのア

^

ム.、又ミス
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四二

ぐ
チ
ソ
ン

.

.は
：ジ
ャ
フ
ッ
べ
リ
ー
の
後
を
承
け

VI、

道
德
感
の
離
を
主
張
し
、我
々
は
外
界
の
事 

物
を
認
識
す
る
所
の
感
官
を
有
す
る

^

如
く
、是
非
を
感
知
す
る
所
の
能
力
を
本
來
具
へ
て
ゐ 

る
名
の
で
あ
る
。
而
し

<

1
の
能
カ
は
一
層
單
純
な
要
素
に
分
析
す
る
己
と
の
出
來
な
い
名 

の
で
あ
る

i

唱
へ

^

0
で
あ
る

0

ぐ
チ
ソ
ン
の

-t
.-の
道
鵪
威
の
說
に
は
ヒ
ユ
ー
ム
名
ス
ミ
ス 

?

大
體
に
於

S

て
は
養
成
を
し

^

の
で
あ
る
が
、然
か

し
、バ

チ
ソ

ン

の
如
く
之
を
一
曆
單
純
な 

要
素
に
分
析
を
許

^

ぬ
名
の
と
は
見
岁
し

V
、

之
を

I

層
普
遍
な
他
の
原
理
に
歸
せ
や
ぅ
と
し 

*

の
で
あ
る
。
ヒ
ユ
ー
ム
は
道
德
上
の
稱
讃
及
沈

)

非
難
の
幾
多
の
場
合
を
研
究
し
て
、我
々
の 

德
と
稱
す
る
？
の
は
、卽
ち
自
他
に
，何
等
か
の
利
益
を
興
ふ
る
&
、若
く
ば
自
他
に
何
等

6

の
快 

威
を
生
せ
し
め
る
點
に
同
情
す
る
こ
と
に
外
な
ら

ぬ
，と
a

s
tt
の
で
あ
る
、換
言
す
れ
ば
、是
非 

の
感
知
は
自
他
の
利
益
、快
樂
に
對
す
る
同
情
に
基
づ
く
と
說
い
お
の
で
あ
る
。

ス
ミ
ス
は
ヒ 

ユ
I

ム
の
こ
の
說
を
全
然
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
つ
^
。
然
於
し
渠
は
行
爲
の
結
果
に
對

す
る
同
情
と
云
ふ
よ

6 
S
M
ろ
其
の
動
機
、威
情
に
：對
す
る
同
情
を
以
つ
て
之
を
說
か
ん
と
し 

^
の
で
あ
る

0

ス
ミ
ス
の
偸
理
學
說
の
根
本
原
理
》
、我
々
の
道
德
的
感
却
の
第

一

の
對
境
は
他
人
の
行

^

情
感
で
あ
つ
て
、_
己
の
行
爲
に
對
す
る
道
德
的
判

_

は
、他
人
の
行
爲
情
威
に
就
い
て
ア
し
把 

裁

沒

を

自

.•つ

か

ら
に
應
用
す
る
に
此
ま
る
と
云
ふ

C 
1
Cで
あ
る
。

盖
し
我
々
の
道
德
如
判
斷
は
ニ
プ
の
異
な
れ
る
威
情
を
含
ん
で
ゐ
る

0

卽
ち
标
爲

J

麻
の 

正
常
な
る
や
否
や
を
威
す
る
乙
と
と
、其
の
効
巢
を
有
す
る
や
否
や
を
威
ず
る
こ
と
で
あ
る

a 

前
者
を
渠

K

恰
適
の
感

(S
e
n
s
e

 of p
r
o
p
v
i
e
t
y
)

と
呼

3

者
を
渠
は
効
果
の
感

(
s
e
n
s
e

 

a merit a
n
d

 

d
e
a
e
r
i
t
)
^

呼
ん
だ
の
で
あ
る

c

恰
適
の
威
に
就
い
て
渠
の
述
べ
て
ゐ
る
所
は
次
の
諸
點
で
あ
る
。
 

1

邊
何
な
る
接
合
に
於

S

て
S

#
人
の
心
中
に
躍
る
所
の
名
の
に
就
い
て

#

等
^
の
觀
念 

を
形
成
す
る
と
を
得
る
の
は
、全
く
自
己
の
經
驗
に
由
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
其
の
人
と
同
匕
境 

遇
に
自
づ

&

ら
を
置
き
、我
若
し
さ
あ
ら
ん
に
は
如

#-
な
る
ベ
き
か
と
想
像
し
て
、初
め
て 

の
心
事
を
解
す
る
こ
と

^

出
來
る
の
で
あ
る

0

他
人
の
攙
週
に
我
身
を
置
き
、而
し
て
そ
れ
ょ

6

起
る

®

威
を
共
に
す
る
.我
々
の
性
質
を
指
し
て
、■
は
同
情

(
s
y
m
p
a
t
h
y

 or 

fellow

丨fe
e
l
i
n
g
)

と 

呼
ん
だ
の
で
あ
る

0 

•

二 

.同

情

は

常

に

双

方

に

快

樂

を

與

へ

る

。

.卽
ち

I

づ
於
ら
の
或
る
境
遇
に
在
石
場
合
に
、傍 

•1
|
!者
：ヵ

我

と

同
^

境

遇

に

入

り

情

感

を

共

.に
す
る
をI:

知
れ
ば
快
樂
を
覺
え
る
。
而
し
て
叉
货 

倫
理

I

I

I
ム

f

」

’ 

.

.

.

I
'

.

ン

1
5三
'



倫
理

.
者
と

1
て
の
ァ
ダ
ム
、
ス
ミ
ス 

u

四
四

銳
者
の
方
に
於

S

て
炎
情
感
の
一
致
す
る
を
知
れ
ば
快
感
を
覺
ぇ
る
の
で
あ
る

0

三
、
降
觀
者
於
他
人
の
境
遇
を
我
於
身
に
引
き
あ

<

、
其
の
人
と
、同
様
に
威
卞
る

NJ 

i
於
出 

來
れ
ぱ
、其
の
人
の
情
感
を
以

つ
て

正
當
な

S

の
と
ず
る
。
こ
の
情
感
一
致
の
知
覺
が
道
德
的 

稱
讃
の

*

礎
で
あ
る
。
 

'

四
、
我
々
於
他
人
の
境
遇
に
自
己
を
置
く
時
に
は
、其
の
人
の
威
ず
る
と
同
ヒ
種
類
の
情
感
が 

我
々
の
心
中
に
自
然
に
起
つ
て
來
る
。
然

&

し
、こ
：の
同
情
的
情
感
の
力
は
比
較
的
弱

S
。

そ 

こ
で
相
互
同
情
の
快
味
を
#
ん
が
爲
め

 

'に、一
方
に
於
い
て
傍
觀
者
は
出
來
る
だ
け
其
の
情
感 

を
高
め
、他
方
に
於

S

て
は
當
の
人
は
其
の
情
威
を
傍
觀
者
の
そ
れ
と
出
來
る
だ
け
平
均
す
る 

ま
.で
引
き

1'
げ
る

0

五
、

こ
の
ニ
欉
の
努
ヵ
に
基
づ
い
て
ニ
種
類
の
德
浒
生
匕
て
來
る
の
で
あ
る
。
卽
ち
當
の
人 

の
情
威
と
一
致
す
る
ま
で
自
己
の
情
感
を
高
め
や
ぅ
と
す
る
所

/;
>
ら
寬
容
慈
愛
と
云
ふ
や
ぅ 

な

愛
す
べ

き

«

(
A
m
i
a
b
l
e

 v
i
r
t
u
e
)

が
生
じ
て

來
る

0

而

し

て

傍
觀

者
の
そ
れ
と
成
る
べ
く

 

j 

致
す
る

i

で
、自
己
の
情
威
を
引
き
下
げ
や
ぅ

i

す
る
所
於

ら
、

克
己
自
制
と
云
ふ
や
ぅ
な
敬
す 

ベ
き

1§(

J
«̂

3

sr

CJ
?rvirtue) 

狀
生

-

b
て
來
る
の
で
あ

る

。

35

道
德
的
刿
斷
の
他
の
方
面
を
爲
せ
る
價
値
の
威
に
就

v>
;

て
I

P

Xミ
ス
は
恰
適
の
威
と

i
： 

b 

様

U
、

之
を
同
情
の
原
理
に
基
く
名
の
と
考
へ

*

の
で
あ
る
。
蓥
し
恰
適
、不
恰
適

i

云
ふ
の
は
、
 

情
感
が
其
原
因
に
適
合
す
る
と
然
ら
次
る

i

に
關
す
る
名
の
で
あ
つ
て
、効
果
、無
効
果
と
云
ふ 

の
0

情
威
の
惹
起
す
べ
き
結
果
に
關
纩
る
名
の

で

あ

る

。

處
沦
、情
感
の
傾
向
於
有
益
で
あ
る 

滕
に
は

£

を
悲
起
し

^

當
の
行
爲
は
賞
す
べ
き
者
と
思
は
れ

*

於
有
害
で
あ
る

#

に
は
、罸
せ 

ら
る
べ
き
名
の
と
思

»

れ
る

0

,而
し
て
賞
訝
な
る
名
の
は
謝
恩
と
怨
恨
と
か
ら
起
つ
<
來
る 

名
.の

で

あ
る
か
ら

、彼
の
人
は
賞
せ
ら
る
べ
き
人
で
あ
る
と
云
へ
ば
、卽
ち
或
人
に
取
つ
て
、公
平 

な
人
な
ら
ん
に
は
何
人
？

^
同
情
す
ベ
き
謝
思
を
熒
け
得
べ
き
人
で
あ
る
と
云
ふ
を
に
な
る
。

然
か
し
我
々
は
人
が
他
ょ

-

o

M'
惠
を
受
け
杧
か
ら
と
云
つ
て
®
の
恩
恵
を
與
へ
允
當
の
行 

爲
者
の
動
機
に
同
情
す
る
で
な
け
れ
ば
、其
の
人
の
謝
恩
の
情
に
同
情
す
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。

で
、効
果
の
威
は
恩
恵
を
受
け
杧
人
に
對
す
る
間
接

0
同
情
と
、恩
惠
を
與
へ

t
當
の
行
爲
者
の 

情
感
及
^
動
機
に
對
す
る
直
接
の
同
情
と
か
ら
成
っ

て
ゐ

る

、
钹
合
情
操
で
あ
る

I
J云
は
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ

0
無
効
果
の
威

.？
ま

f
c其
の
通

6
で

#
の
行
爲
者

U

對
す
る
直
擞
の
反
情

〜

、其 

の
行
爲
を
受
け
杧
者
の
怨
恨
に
對
す
る
間
接
の
同
靜
と
ょ

6
成
つ
て
ゐ
る
、̂
合
情
操
で
あ
る

偸
理
瓔
者
と
1
て

0
ア
ダ
ム
、
ん
ミ
ス 

二
四
泜



3G

倫
理

^

と̂

1
て
の
ア
ダ
ん
*
ス
ミ
ス 

ニ
四4

'.

と
云
年
べ
き

^

あ

る
。

サ
赏
せ

ら
る

ベ
き
行
驾

は
、
恰
適
の

動
機
よ

6

生
ヒ
來
れ
る
有
益
；な
傾
向
の
行
動
で
あ
み
、̂

せ

ら
る
べ

き
行
爲
は

、そ
れ
と

反
對
の
動
機
よ

6

生
匕
來
れ
る
有
害
な
傾
向
の
行
動
で
あ
る
と
云 

ふ
こ
と

於
分
か

る0 

、

,
4渠
は
進
ん
で
芷
義
の
威
の
起
原
に
就
ぃ
て
述
ぺ
て
ゐ
る
财
、

JH
義
の
威
な
る

,p

の
？

同
情
に 

基
づ
く

$

の
に
へ
外
な
ら
ぬ
0

藎
し

我
々
於

®

の
同
情

i

稱
讃
を
得

や

う

と

す

る

に

は

、己

於

幸
 

福
を
自
己
の

立
場

.

よ
/

ジ
之
を
見
す
し
て
、人
類

一

般
の
立
場
よ

6

之
を
見
る
こ
と
舣
必
要
で
あ 

6

0
而
し
て
又
故

5 
く
害
を
受
く
れ

ば

社
會
は
己

於

怨
恨
に
同
情
す
る
し
、故
な

く

害
を

他

人
 

に
加
へ
る
と
社
會
は
其
の
人
の
怨
恨
に
同
愫
し
て
、己
は
一
般
的
憤
怒
の
目
的
物
と
な
る

の
は 

明
か
で
あ
る

。

*3
う

云
ふ

所
か
ら
正
義
の

感
骱

起
つ
て
來
る
の
で
あ
る

0 

次
に
ス
ミ
ス
は
、其
の
初
め
他
人
の
行
爲
に
對
し
て
下
し
允
判
斷
を
自
己
に

應
用
す
る
所
よ

6

、

 

s

£

て
本
務
の
感
於

生
ヒ
來
る
か
を
蘇
究
し
食

。

f

稱
讃

、非
難
の

意
識
に
關

す
る

事 

實
を
见
べ
て
其
研
，
に
入
つ

*

の
で
あ
名
。
藎
し
有
德
な
る
賢
者
の
目
的
と
す
る
所
は
周

®
 

必
A

よ
6

實
膽
稱
識
を
傅
す

る

や

う

に
行
動
す
る

0'
で
收
な

<

し
て
、©
己
を
彼
等
の
稱
赉
め

37

正
當
な
對
境

^

ら
し

： §

ふ
や
う
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
自
己
の
行
爲
ょ

6

生
岁
る 

滿
足
な
る
の

名
ビ
の
稱
讃
を
實
際
享
樂
す
る
意
難
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
し
て
攀
ろ
こ
の 

稱

«

に
値
す
と
い
ふ
意

a

に
甚
づ
く
の
で
あ
る

o

然
か
し

r

れ
が
必
岁
し

^p

本
具
の
道
德
的 

衝
力
の
存
在
を
示
す
名

-
の
で
は
な

S
。

惟

ふ

に

我

^-
の

道

德

的

情

操

は

他

人

の

情

操

と

何

等 

か
の
關
係
を
有
す
る
名

-
の
t

若
し
人
於
同
類
と
の

#.(

通
な
く
し
て
成
人
す
る
乙
と
於
出
來
る 

と
す
る
名
、其
の
人
は
自
己
の
美
醜
に
就
い
て
考
へ
る
；乙
と
於
出
來
な

S

と
同
欉
に
、自
己
の
品 

性
に
就

S

て
？
考
へ
る
こ
と
财
出
來
な
於
ら
う
。
射：論
我
々
の
腕
中
に
は
'我
々
の
あ
ら
ゆ
る 

行
爲
の
批
刿
者
が
あ
つ
て
、世
を
擧
つ
て
稱
揚
す
る
名

.
な
ほ
我
を
苦
し
め
、世
を
擧
つ
て
非
難
す 

る
：名
な

®

我
を
肋
け
る
も
の
於
存
し
て
ゐ
る
に
は
柑
違
な

S
。

然

//
>

し

其

の

起

原

を

尋

ね

る
 

と
や
は

6
大
部
分
は
外
部
ょ

6
派
生
し

^
名
の
に
外
一
な
ら
ぬ

C

人
が
始
め
て
世
の
中

に
出
杧
場
合
に
は
暫
ら
く
は
ー
ょ
く
す
べ
て
の
人
の
好
意
と
稱
讃
と
を 

得
や
う
と
す
る
の
で
あ
る
が、然
於
し
間
名
な
く
其
の
不
可
能
な
る
に
心
附
く
や
う
に
な
る
。
 

最
？
公
平
な
行
爲
で
$
他
人
に
は

5

う
見
え
な
い
こ

：
i
於
屢
々
あ

.る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

^
, 

う
云
夯
不
公
平
な
判
斷
を
避
け
る
が
爲
め
に
す
ぐ
忙
己
が
心
中
に
自
づ
於
ら
に
$
ま
杧
他
人

.
偷理
^

?と
し
て
の
ア
ダ
ム
、
ス
ミ
ス 

二
四
七
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V 

ご陴
'

r

g
何
等
將
別
な
關
係
の
な

S

枇
刿
者
を
立
て
、其
の
人
の
面
前
に
於

S

て

行

動

し

つ

、
あ
る 

か
の
や
う
に
自
づ
か
ら
を

.考
へ
、而
し
て
こ
の
想
像
上
の
公
平
な
傍
觀
者
の
稱
讃
を
求
め
る
や 

う
に
行
動
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

ノ
が
自
己
の
行
爲
を
吟
味
し
、公
平
な
傍
觀
者
の
見
地
よ

6

之
を
見
や
う

i

す
る
^
會
は
ニ 

つ

あ
る

s

t'
將
に
行
動
せ
ん
と
す
る
滕

i
、行
動
を
了
つ

*

«
と
で
あ
る
。
人
财
将
に
，
動 

せ
ん
と
す
る
堝
に
は
情
の
爲
め
に
激
せ
ら
れ
て
ゐ
る
し
、ま
杧
行
動
の
了
つ
把
滕
に
情
の
靜
ま 

る
を
以
つ
て
、前
よ

6
 

S
一
 

曆
冷
靜
に
公
平
な
傍
觀
者
の
情
操
に
入
る
こ
と
於
出
來
る
に
は
陌 

&

5

S
か
己
を
惡
し
次
ま
に
考
へ
る
の
は
不
愉
快

p

あ
る
所
於
ら
自
己
を
、欺
く
や
う
に
な
る
。
 

C

の
自
欺
を

' 防
ぐ
が
爲
め
に
自
然
は
、我
々
を
導
い
て
、不
知
不
識
の
間

ic
、f(
b

人
の
行
爲
の
觀
察 

よ
6

道
德
上
爲
す
べ
き

名
の
と

®

す
べ
か
ら
次
る
？
の
と
に
關
す
る
一
、般
的
規
則
を
立
て
し 

め
る
や
う
に
な
る
。
他
人
の
行
動
の
中
に
は
自
己
の
何
れ
の

-
情
操
に
名
戾
る

0

が
あ
る

。

IS 

し
て
自
己
以
ル
の
人
名
わ
れ
と
同
匕
感

^

を
懷
く
の
を
見
れ
ば
、

己

於
非
難
の
疋
當
で
あ
る
と 

云
ふ
信
仰
を
確
く
す
る

0

を
こ
で
、̂
う
云
合
行
動
は
避
け
ら
る
ベ
き
名
の
だ
と
云
ふ
こ
と
を 

1

般
的
規
則
と
定
め
、常
習
的
考
慮
に
よ
つ
て
之
を
自
己
の

:5
中
に
固
定
し
や
う
と
す
る

0

か

39
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般
が
規
則
の
尊
敬

S
、

正
し
く
本
務
の
威

i
呼
ば
る
、
？
の
を
爲
す

0-
で
あ

る
6

ス

三
ス
は
道
德
を
以
つ
て
宗
敎
を
離
れ
て
獨
立
に
存
し
、叉
理
解

^

れ
得
る
？
の
と
考
へ

t 

の
で
あ
る
於
、然

x/
>
し

、®

の
理
論
の
背
景
に
は
明
か
に
宗
敎
胗
立
て
ゐ
る
の
で

あ

る

。

渠
は
か 

ぅ
考
へ
杧
。
我
々
の
道
徳
的
能
力
な
る
名
の
は
我
々
の
中
に
於
け
る
神
の
代
理
者
で
あ
つ
て
、
 

其
於
與
ふ
る
规
則
は
卽
ち
神
の
法
則
で
あ
る
と
。

S

&
ぅ
考
へ

t

道
德
的
能
力
の
與
ふ
る
規 

則
に
從
ふ
の
舣
人
類
の
幸
福
を
進
め
る
最
名
有
効
な
道
で
あ
る
◦
而
し
て
人
類
の
幸
福
な
る 

名
の
は
神
の
本
來
の
目
的
ら
し
く
思
は
れ
る
か

.ら
し
て
、道
德
的
規
則
に
從
ふ
の
於
卽
ち
あ
る 

意
味
に
於
い
て
神
と
協
力
し
、

a

々
の
力
の
及
ぶ
於
ぎ

6

天

の

計

書

を

進

.め
る
乙
と
に
な
る
の 

で
あ
る
と
。
耍
す
る
に
渠
は
龄

S

舞
ょ

6

道

德

的

規

則

の

鰣

F
得
來
ら
ぅ
と
し 

fc
の
で
あ
る

0

S
 

■

ァ
ダ
ム
、

ス
ミ
ス
の

遒
德
的
意
識
の
心
理
的
分
祈
は
眞
個

.
^
.巧
妙
を
極
め
^
?
の

で
あ
る
と 

云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
か

し
、
弱
點
は
自
づ

S

ら
其
の
中
に
含
ま
れ

y

ゐ
る
の
で

あ
る
。

1

體
偷
輝
 

1

W究
に
於

s

て
は
、心
理
問
題
财
決
し
て
唯

.ー
の
^
>
の

で

は

な

S
。

ど

ぅ

し

て

？
善

*

倘
理

.

¥と
し
て
の
ア
ダ
ム
、K

三
ス 

ニ

©
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倫
理

^

#と
し
て
の
ア
ダ
ム
、
ス
=.
ス 

1 
一
s
o

惡
の
根

據
、本

務
の
標
準
、が何
で
あ
る
か
を
.解
釋
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
で

あ

る

？

處
ず

g

の
 

學
說
に
於

S

て
は
之
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
ぬ

0 

_
述
の
如
く

ス
ミ
ス
は

道
德
的
判
斷
を
同 

啊

な
る

名
の

に

歸
し

^
の

で
あ
る
が
、か
、
る
變

6
易
い

主
觀
の

威

ょ

6
し
て
、如
何
に
し
て
道 

德
の
權
威
を
導
き
出
す
べ
き

//
>

舣
疑
問
で
あ
る

0

渠
於

「

道
德
の
一
般
的
規
則

」

を
說

S

て
來

f
c 

の
は
卽
ち
自
づ
か
ら
其
の
缺
階
を
認
め

^

名
の
で

&

る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

S

し

て
 

其
の
同
情
な
る
語
名
渠
に
ょ
つ
て
常
に
同
ー
義
に
熠
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
名
の
と
見
る
こ
と
ず
出 

來
ぬ
。

と
云
ふ
の
は
、渠
は
之
を
、或
》
單
に
他
人
の
情
威
に
關
與
す
る
の
義
に
用
ゐ
、或
は
他
人 

の
情
咸
を
稱
諮
す
る
の
義
に
用
ゐ
杧
か
ら
で
あ
る
？
で
同
情
於
稱
讚
の
源
で
あ

'る
と
_
の
說 

S

て
ゐ

る
の
は
、

其
實
說

明
で
は
な
く
し
て
單
に

重
語
に

過
ぎ
な
い
の
で

あ
る

0 

3

れ
ば
、道
德
的
稱
讃

の

威
を
同
情
に
歸
せ

や
ぅ
と
云
ふ
，

企
は
、全
く
成
功
し

t

名
の
と

云
ふ

C 

と
は
出
來
ぬ
。
然
か

し
、
同
情
财
道
德
的
意
識
の
發
屑
に
貢
獻
す
る
所
あ
る
は
言

を
俟

*
な
い 

所
で
あ
る
。
而

S

名
之
を
以
つ
て
唯

1

の
要
素
と
爲
す
べ
か
ら

3'
'

る
の
み

0

ス

ス

め

同

,
說
は
输
理
粤
說
と
し
て
は

#

早
發
展
の

«

-»
な
き
？
の
と
爾
は
な
け

<

.^

■

.

,
,
4
'
^
*
、
'

一̂
^
^

ぬ
の
で
ぁ
る
气
近
塒
之
を
社
會
學
の
方
面
に
應
用
し
て
こ
れ
が
、發
展
を
計
る
名
り
が
あ
る

<

キ
ッ
デ
、

\

グ

は
卽

ち
そ
れ

で
あ
る
。
蓋
し
ギ

ッ
デ 

の
意
識

(
c
o
n
s
c
i
v
u
s
n
e
s
s 

of 

k
i
n
d
)

を
採
用
し
、而
し
て 

が
こ
の

.類
の
意
識
な
る
？

P

の
は
、自

分
と
同
類
な
る 

で
無
論
ア
ダ
ム
、ス

三

ス

の
說
け
る
同

'1
と
は
同
匕 

よ

6
假

6
來

る
名
の
な
る
は
明
か
で
あ
る

o 

戈

6 

i爾
ふ
べ
き
で
あ
る
。

ンーグは
社
會
的
行
爲
の
主
原
因
と
し
て
類 

渠
の
社
會
學
を
龃
織
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る 

こ
と
を
認

%
る
意
識

0
狀
態
を
指
す
？
の 

か
こ
ら
次
る
黯
あ
る
に
名
せ
よ

'兎
に
角
、其
れ 

r
ダ
ム
、ス
ミ
ス
名
ま

^

知
己
を
«
世
に
得

41
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