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書

評
奥
田
太
郎

『
倫
理
学
と
い
う
構
え

評
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
読
者
に
ま
ず
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
が
あ
る
。
ニ

O

二
一
年
一
一
一
月
二
十
三
日
に
京
都
女
子
大
学
で

開
催
さ
れ
た
京
都
生
命
倫
理
研
究
会
に
お
い
て
本
書
の
合
評
会
が
行
わ
れ

た
。
当
日
は
品
川
哲
彦
氏
、
蔵
田
伸
雄
氏
、
上
村
崇
氏
に
評
者
を
加
え
た

四
名
が
各
自
の
関
心
に
基
づ
い
て
本
書
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
と
批
判
を

述
べ
、
そ
れ
に
対
す
る
著
者
か
ら
の
リ
プ
ラ
イ
が
あ
っ
た
後
に
、
そ
の
他

の
参
加
者
か
ら
質
問
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
書
評
に
は
、
こ
の
と
き
の
各
氏

の
コ
メ
ン
ト
や
リ
プ
ラ
イ
を
参
考
に
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
断
っ

て
お
き
た
い
。

本
書
の
特
徴
は
著
者
の
主
張
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
性
に
あ
る
。
な
か
で
も
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
最
も
明
確
に
表
わ
さ

れ
て
い
る
の
は
次
の
箇
所
だ
ろ
う
。
「
：
：
：
古
来
、
倫
理
学
的
な
営
み
の

核
心
に
は
、
次
の
よ
う
な
課
題
が
存
在
し
統
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、

ま
た
、
今
後
も
そ
う
で
あ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
の
前
の

応
用
倫
理
学
原
論
』

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版

二
O

一
二
年

神

山奇

官
一

次

問
題
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
自
分
の
倫
理
学
を
作
っ
て
い
く
の
か
。

ま
さ
に
、
倫
理
学
を
つ
く
る
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
倫
理
学
の
核
心
な
の

で
あ
る
。
」
（U
・
5
吋
・
原
文
で
の
著
者
に
よ
る
強
調
を
落
し
て
あ
る
。
）
目
の
前

の
問
題
そ
し
て
倫
理
学
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
の
よ
う
な
態
度
を
指
し
表

わ
す
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
、
本
書
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
「
倫
理
学
と

い
う
構
え
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
明
確
で
あ
り
、
倫
理
学

は
既
存
の
テ
キ
ス
ト
を
生
真
面
目
に
解
釈
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な

く
、
も
っ
と
自
由
で
面
白
い
学
問
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
著
者
の
別
の
主

張
（
℃
－NS
等
）
と
組
み
合
わ
さ
り
、
強
い
ア
ピ
ー
ル
を
も
っ
て
読
者
に

語
り
か
け
て
く
る
。
本
書
に
魅
力
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。
評
者
自
身
も
本
書
の
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
魅
力
を
感
じ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

し
か
し
少
し
注
意
深
く
読
め
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
明
確
さ
が
見
か

け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
疑
い
を
読
者
は
感
じ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
評
者
が
本
書
に
感
じ
る
大
き
な
疑
問
点
の
一
つ
は
次
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
る
。
具
体
的
な
目
の
前
の
問
題
へ
の
実
践
的
関
心
に
基
づ
い
て
各
自

が
自
分
の
倫
理
学
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
の
が
中
心
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
で
は
現
代
社
会
の

一
般
的
な
諸
問
題
が
列
挙
さ
れ
る
だ
け
で
、
著
者
自
身
の
日
の
前
に
も
あ

る
は
ず
の
問
題
が
具
体
例
と
し
て
詩
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
非
常

に
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
倫
理
学
を
つ
く
る
と
い
う
構
え
の

お
手
本
を
著
者
は
示
そ
う
と
し
て
い
な
い
。
「
実
践
」
や
「
現
場
」
や

「
政
治
性
」
と
い
っ
た
具
体
性
・
問
題
指
向
性
を
ほ
の
め
か
す
用
語
が
ち

り
ば
め
ら
れ
、
実
践
的
問
題
に
無
関
心
な
倫
理
学
者
に
対
す
る
筆
者
の
罵

り
（
ま
え
が
き
。
・E
な
ど
）
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
、
あ
る
い
は
現
在
ど
の
よ
う
な
問
題
に
ど
の
よ
う

な
態
度
で
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
は
、
本
書
を
読
ん
で
も
全
く
わ
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。

実
際
、
本
書
の
議
論
の
大
部
分
は
、
著
者
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
倫

理
学
の
哲
学
」
あ
る
い
は
「
応
用
倫
理
学
の
哲
学
」
（
匂
・
巴
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
、
「
倫
理
学
の
研
究
を
行
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
倫

理
学
の
形
式
に
つ
い
て
の
メ
タ
・
レ
ベ
ル
で
の
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
的
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
著
者
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
本
書
の
主
要
な
内
容
と
が
ず
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の

こ
と
が
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
読
後
感
を
引
き
起
す
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
第
四
章
第
二
節
で
は
倫
理
学
者
は
自
ら
の
営
み
の

政
治
性
を
自
覚
し
、
引
き
受
け
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
の
著
者
の
議
論
は
型
通
り
の
も
の
に
終
始
し
て
お
り
、
著
者
自
身
の
関
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心
は
見
え
な
い
。
生
命
倫
理
学
や
環
境
正
義
か
ら
の
話
題
も
取
り
上
げ
ら

れ
て
は
い
る
が
、
話
の
表
面
を
な
ぞ
っ
て
い
る
だ
け
で
、
著
者
自
身
が
ど

う
考
え
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
と
対
処
の
た
め
の
戦
略
を
見
て
い
る

の
か
を
読
者
に
示
す
た
め
の
「
事
例
」
と
な
る
よ
う
な
、
議
論
の
掘
り
下

げ
に
欠
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
の
議
論
は
ど
こ
か
上
滑
り
し
て

お
り
、
「
倫
理
学
の
核
心
」
に
触
れ
た
と
い
う
感
触
を
読
者
に
与
え
る
の

に
失
敗
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

直
前
二
段
落
で
述
べ
た
本
書
に
対
し
て
評
者
が
感
じ
る
不
満
点
を
一
言

で
言
い
直
せ
ば
、
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
過
剰
だ
が
、
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の

議
論
が
過
少
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判

に
対
し
て
、
著
者
は
そ
れ
は
本
舎
の
欠
陥
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
覚
的
に

採
用
し
て
い
る
方
法
論
の
結
果
な
の
だ
と
反
論
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
方
法
論
と
は
具
体
的
に
は
「
方
法
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
は
可
能
か
」
と

題
さ
れ
た
第
四
章
第
三
節
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
、
学
術
論
文
と
対
比
さ
れ

る
哲
学
的
思
考
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
の
思
考
で
あ
る
。
こ
の

筒
所
で
著
者
は
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
方
法
に
言
及
す
る
思
想
家
と
し
て
鷲
旧

清
一
や
テ
オ
ド
i

ル
・
ア
ド
ル
ノ
他
数
名
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
が
、
ヒ

ユ
l

ム
研
究
者
で
も
あ
る
著
者
に
と
っ
て
エ
ッ
セ
イ
と
い
え
ば
ヒ
ュ
l

ム

で
あ
り
、
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
の
議
論
の
故
後
の
と
こ
ろ
で
（

3

・

N
8
1
N合
）
方
法
論
と
し
て
最
終
的
に
採
用
さ
れ
て
い
る
の
も
ヒ
ュ

l

ム

の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
の
思
想
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
ヒ
ュ

l

ム
に
は
「
エ
ッ
セ
イ
を
啓
く
こ

と
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
ヒ
ユ
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ー
ム
は
「
学
識
者
」
と
「
会
話
好
き
」
と
い
う
こ
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
「
学
識
者
は
、
自
由
な
時
間
と
孤
独
の
中
で
長
い
準
備

と
厳
し
い
労
苦
に
よ
っ
て
の
み
完
成
の
域
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
仕
事

を
担
っ
て
い
る
。
他
方
、
会
話
好
き
は
、
社
交
的
な
気
質
や
楽
し
み
へ
の

趣
味
を
も
ち
、
緩
や
か
に
知
性
を
用
い
て
日
常
の
事
柄
や
世
情
に
関
す
る

観
察
を
行
う
人
び
と
で
あ
り
、
学
識
者
と
は
対
照
的
に
、
孤
独
で
は
な
く

仲
間
と
の
付
き
合
い
と
会
話
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
両
者
を
対

比
的
に
性
格
づ
け
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
執
筆
時
よ
り
少

し
前
の
英
国
社
会
で
は
両
者
の
世
界
が
分
離
さ
れ
て
い
た
と
認
識
し
、
そ

の
状
況
を
改
善
す
る
必
要
性
を
ヒ
ュ
l

ム
は
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
（
本

書
3

・
N
ω∞
l
N
ω由
）
。

社
会
へ
の
関
心
を
欠
い
た
倫
理
学
者
と
い
う
本
書
に
お
け
る
著
者
の
批

判
対
象
と
、
ヒ
ュ
l

ム
の
学
識
者
と
を
重
ね
合
そ
う
と
い
う
著
者
の
意
図

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
学
識
者
の
世
界
と
会
話
好
き
の
世
界
と
の
分
断
を
改

善
す
る
た
め
に
ヒ
ュ
l

ム
が
提
案
し
て
い
る
方
法
は
、
著
者
に
と
っ
て
は

実
践
的
な
関
心
を
伴
な
っ
た
倫
理
学
の
た
め
の
方
法
論
と
な
る
の
で
あ
る
。

最下書

「
非
常
に
運
良
く
始
ま
っ
た
こ
の
学
識
者
の
世
界
と
会
話
好
き
の

世
界
と
の
同
盟
が
、
相
互
の
利
益
の
た
め
に
さ
ら
に
な
お
一
層
改
善

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
公
衆
を
楽
し

ま
せ
よ
う
と
私
が
務
め
る
こ
う
し
た
エ
ッ
セ
イ
ほ
ど
有
益
な
も
の
は

な
い
と
私
は
思
う
。
こ
う
し
た
考
え
か
ら
、
私
は
自
分
自
身
を
学
問

の
領
国
か
ら
会
話
の
領
国
へ
の
一
種
の
駐
在
事
務
官
あ
る
い
は
大
使

と
み
な
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
相
互
に
依
存
し
合
う
二
つ

の
領
国
間
の
緊
奮
な
連
絡
を
促
進
す
る
こ
と
が
、
私
の
不
断
の
義
務

だ
と
考
え
て
い
る
。
」
（
℃
・
自
由
・
た
だ
し
、
次
の
翻
訳
書
か
ら
の
孫
引
き
。

田
中
敏
宏
訳
「
道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
二

O

二
年
）

引
用
部
の
最
後
の
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
現
代
に
お
い
て
、
ま

た
本
舎
の
文
脈
に
お
い
て
、
科
学
技
術
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
場
面

に
お
け
る
専
門
家
集
団
と
市
民
集
団
と
の
問
で
専
門
家
と
し
て
の
倫
理
学

者
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
実
際
、
著
者
は
エ
ッ
セ
イ
や
政
治
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所

に
先
行
す
る
第
四
章
第
一
節
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
倫

理
学
者
の
役
割
と
い
う
問
題
は
日
本
の
倫
理
学
研
究
者
の
間
で
一
時
期
盛

ん
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
本
書
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
品
川
に
よ

る
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l

説
」
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
諸

見
解
の
な
か
で
も
、
本
書
第
四
章
全
体
の
議
論
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
し
て
い
る
の
が
水
谷
雅
彦
に
よ
る
「
専
門
的
「
虻
」
説
」
で
あ

る
。
た
だ
し
、
本
書
に
と
っ
て
こ
の
説
が
担
っ
て
い
る
役
割
は
、
こ
の
説

の
「
欠
点
」
の
批
判
を
通
じ
て
、
後
の
箇
所
で
出
て
く
る
エ
ッ
セ
イ
の
思

想
や
政
治
性
の
自
覚
の
必
要
性
が
示
さ
れ
る
と
い
う
、
一
種
の
踏
み
台
と

し
て
の
役
割
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
。
問
題
は
著
者
が
水

谷
の
説
を
理
解
で
き
て
い
な
い
点
に
あ
る
。

虻
と
い
う
比
臓
は
、
も
ち
ろ
ん
、
著
者
も
説
明
し
て
い
る
と
お
り
「
ソ
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ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」
に
お
い
て
「
ポ
リ
ス
と
い
う
一
匹
の
馬
に
、
そ
の
目

を
覚
ま
し
続
け
る
た
め
に
付
着
す
る
「
虻
」
と
し
て
の
役
割
を
自
認
す
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
」
（
匂
・
5
5

に
由
来
す
る
。
そ
の
よ
う
な
虻
と
し
て
の
倫
理

学
者
の
役
割
を
水
谷
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
：
：
：
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
の
「
専
門
家
」
は
、
も
は
や
閉
鎖
空
間
で
独
善
的
に
事
を
決
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
影
響
を
日
常
生
活
に

お
い
て
、
つ
け
る
「
素
人
」
の
存
在
を
視
野
に
入
れ
、
そ
れ
と
の
対
話

を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タl
説
」

は
、
そ
う
し
た
対
話
の
場
で
の
「
解
釈
者
」
、
「
通
訳
者
」
の
役
割
を

倫
理
学
者
に
割
り
振
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
：
：
：
し
か
し
、

「
虻
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
「
専
門
家
」
に
対
し
て
と
同
様
、
「
素
人
」
に
対

し
て
も
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
と
し
て
批
判
的
に
登
場
す
る
と
い

う
こ
と
を
含
む
。
こ
の
意
味
で
は
、
倫
理
学
者
は
「
市
民
の
代
弁

者
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
！
と
い
う
こ
と
で
、
双

方
に
と
っ
て
も
の
わ
か
り
の
い
い
通
訳
者
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
「
虻
」
は
そ
う
し
た
期
待
を
多
少
と
も
裏
切
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（U
－
N
8
・
次
の
論
文
か
ら
の
孫
引
き
。
水
谷
雅
彦

「
専
門
的
「
虻
」
と
し
て
の
倫
理
学
者
の
可
能
性
」
「
倫
理
学
研
究
』
第
三

一
号
二

O
O

一
年
＝
ニ
八
｜
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』
の
よ
う
な
虻
説
を
著
者
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
：
：
：
専
門
的
「
虻
」
と
し
て
の
倫
理
学
者
は
、
批
判
者
の
立
場

か
ら
「
専
門
家
」
や
「
素
人
」
に
彼
ら
の
見
解
を
批
判
的
に
反
省
さ

せ
る
た
め
に
語
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
に
語
り
か
け
て
い
る
の
は
、

や
は
り
具
体
的
個
人
と
し
て
の
「
専
門
家
」
や
「
素
人
」
の
奥
に
想

定
さ
れ
た
「
理
性
的
存
在
者
」
で
あ
り
、
語
り
か
け
る
以
上
は
、
そ

の
背
後
に
「
誰
で
あ
れ
、
適
切
な
知
識
と
理
解
能
力
を
身
に
付
け
れ

ば
い
ず
れ
わ
か
る
」
と
い
う
啓
蒙
的
態
度
を
合
せ
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
専
門
的
な
「
語
り
」
を
方
法
と
す
る
こ
と
の
必
然
的
帰
結

で
あ
り
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
！
と
し
て
振

る
舞
う
か
、
聴
き
手
に
徹
す
る
か
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理

学
者
が
専
門
的
「
虻
」
と
し
て
積
極
的
に
語
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

自
ら
の
う
ち
に
あ
る
啓
蒙
的
態
度
に
自
覚
的
に
な
り
な
が
ら
、
「
批

判
」
の
遂
行
を
試
み
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（U
－
N
2
）

こ
の
引
用
部
で
は
「
誰
で
あ
れ
、
適
切
な
知
識
と
理
解
能
力
を
身
に
付
け

れ
ば
い
ず
れ
わ
か
る
」
と
い
う
啓
蒙
的
態
度
が
、
虻
と
し
て
の
倫
理
学
者

が
持
っ
て
い
る
態
度
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
お
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

虻
と
し
て
の
倫
理
学
者
は
、
素
人
の
知
識
の
欠
知
こ
そ
が
専
門
家
と
素
人

の
聞
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
原
因
で
あ
り
、
啓
蒙
と
教
育

に
よ
っ
て
こ
の
阻
害
要
因
は
除
去
さ
れ
う
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
観
に
従
っ
て
、
倫
理
学
者
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
だ
が
著
者
は
、
虻
が
素
人
だ
け
で
な
く
、
専
門
家
の
期
待
を
も
裏
切
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る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
、
水
谷
が
虻
と
い
う
比
喰
に
込
め
た
否
定

的
契
機
を
完
全
に
見
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
要
点
な
の
だ

が
。
そ
も
そ
も
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
の
終
着
点
は
ア
ポ
リ
ア
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
対
話
縞
の
最
終
部
で
対
話
者
が
あ
ら
た
め
て
対
話
を
仕
切
り
直

す
こ
と
を
請
い
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
承
諾
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
将
来
「
い
ず
れ
わ
か
る
」
日
が
来
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

虻
は
「
啓
蒙
的
態
度
」
と
は
対
極
の
態
度
を
指
す
比
聡
な
の
で
あ
る
（
評

者
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
水
谷
氏
が
示
唆
し
て
く
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
著

者
は
ま
た
別
の
意
味
で
啓
蒙
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
著
者
は
自
分
が
ど
う
い

う
意
味
で
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
い
る
か
を
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
）
。

著
者
の
意
図
を
汲
み
取
れ
ば
、
〈
厳
密
な
論
理
一
貫
性
と
構
造
を
持
つ

論
文
、
自
ら
の
政
治
性
の
自
覚
を
欠
い
た
啓
蒙
的
態
度
、
実
践
的
関
心
か

ら
切
り
離
さ
れ
た
〉
と
い
う
三
つ
組
で
表
わ
さ
れ
る
従
来
の
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
倫
理
学
あ
る
い
は
哲
学
の
方
法
論
と
対
比
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

〈
散
文
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
、
政
治
性
の
自
覚
に
基
づ
く
批
判
、
実
践
的

関
心
に
基
づ
く
〉
と
い
う
別
の
三
つ
組
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
新
た
な

倫
理
学
の
方
法
論
を
提
示
し
よ
う
と
い
う
の
が
第
四
章
に
お
け
る
著
者
の

試
み
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
評
者
と
し
て
も
そ
の
心
意
気
は
評
価
し
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
方
法
や
政
治

性
の
自
覚
の
必
要
性
を
示
す
た
め
の
議
論
構
成
上
の
踏
み
台
と
な
る
は
ず

だ
っ
た
水
谷
の
議
論
へ
の
理
解
と
批
判
が
誤
っ
て
い
る
た
め
に
、
エ
ッ
セ

イ
や
政
治
性
に
つ
い
て
の
議
論
に
著
者
は
そ
も
そ
も
辿
り
着
け
て
い
な
い

評書

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
本
章
全
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
、
名
宛
人
へ
の
姿
勢
と
、
政
治
性
へ
の
自
覚
の
有
無
と
が
連
動
し
て
お

り
、
非
方
法
の
方
法
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
の
思
想
こ
そ
が
、
そ
れ
ら
を
媒

介
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
一
文

6
・N
8
）
に
納
得
す
る
注

意
深
い
読
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
方
法
自
体
に

つ
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
引
用
で
ヒ
ユ
l

ム
が
述
べ
て
い
る
こ
と
以
上
に

踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
お
手
本
も
示
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
著
者
が
具
体
的
に
は
ど
う
い
う
ス
タ
イ
ル
や
文
体
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
読
者
と
し
て
は
途
方
に
暮
れ
る
し
か
な
い
の

で
あ
る
。

本
書
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
が
こ
こ
ま
で
の
大
部
分
を
占
め
て
し
ま

っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
、
本
書
に
も
評
価
す
べ
き
部
分
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。

実
証
的
心
理
学
・
行
動
科
学
の
発
展
が
倫
理
学
に
対
し
て
持
ち
う
る
合
意

に
関
し
て
は
近
年
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
シ

ス
・
カ
ム
に
よ
る
義
務
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
扱
っ
た
第
三
章
第
四
節
は
、

こ
の
議
論
の
新
し
い
展
開
の
紹
介
と
し
て
読
む
価
値
が
あ
る
。
そ
の
直
前

の
節
も
、
関
連
す
る
実
証
的
心
理
学
・
行
動
科
学
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
説

明
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
分
野
に
な
じ
み
の
薄
い
読
者
は
参
考
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他
に
も
第
二
章
の
第
三
節
と
第
四
節
は
、
原

則
主
義
、
決
疑
論
、
行
為
者
中
心
主
義
と
い
っ
た
倫
理
学
上
の
方
法
論
が

歴
史
的
経
緯
も
含
め
て
検
討
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
読
者
に
と
っ
て
参
考

に
な
る
だ
ろ
う
。

（
か
ん
ざ
き
の
ぶ
つ
ぐ
・
滋
賀
大
学
）




