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現代徳倫理学の批判的検討（二・完）　

現
代
徳
倫
理
学
の
批
判
的
検
討
（
二
・
完
）　

─
─
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

主
義
・
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
は







相
対
主
義
を
退
け
ら
れ
る
か
─
─

宮　
　

田　
　

賢　
　

人

序
論

第
一
章　

徳
論
と
相
対
主
義

第
二
章　

自
然
主
義
的
徳
論
へ
の
批
判　
（
以
上
、
六
九
巻
五
号
）

第
三
章　

感
情
主
義
的
徳
論
へ
の
批
判

結
論　
（
以
上
、
本
号
）

第
三
章　

感
情
主
義
的
徳
論
へ
の
批
判

第
一
節　

共
感
と
徳

　

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
は
、『
人
間
本
性
論
』
を
次
の
よ
う
な
挑
発
的
な
序
論
で
始
め
る
。
同
時
代
の
形
而
上
学
的
論
究
は

人
々
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
は
、
論
究
が
誤
っ
た
原
理
に
基
づ
き
、
明
晰
性
・
整
合
性
を
欠
く
か
ら
で
あ
る
。
諸
学
の
完

全
な
体
系
は
、
人
間
本
性
の
諸
原
理
の
探
求
に
依
拠
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
の
み
が
成
功
を
期
待
し
う
る
方
策
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
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論　　　説

の
探
求
は
、
人
間
本
性
や
魂
の
究
極
的
な
性
質
や
諸
原
理
の
解
明
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
経
験
の
範
囲
内
で
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
事
実
さ
え
あ
れ
ば
人
々
を
納
得
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
経
験
に
基
礎
を
も
た
ぬ
原
理

は
定
め
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
方
法
論
に
導
か
れ
た
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
第
一
巻
に
お
い
て
、
因
果
関
係
の
よ
う
な
自
然
学
上

の
鍵
概
念
を
、
習
慣
と
い
う
平
明
な
概
念
で
説
明
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
同
様
の
方
法
論
は
道
徳
哲
学
に
も
適
用
さ
れ
、

第
三
巻
で
は
、
我
々
が
日
常
的
に
体
験
す
る
共
感
（sym

pathy

）
に
徳
の
起
源
を
求
め
る
、
徳
の
解
剖
学
が
試
み
ら
れ
た
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
も
、
徳
（
悪
徳
）
は
人
間
の
性
格
特
性
の
（
非
）
卓
越
性
で
あ
る
。
で
は
、
あ
る
性
格
が
道
徳
的
に
善
（
有

徳
）
や
悪
（
悪
徳
）
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
事
態
か
。
彼
は
、
理
性
で
な
く
感
情
が
道
徳
的
区
別
を
生
む
と
い
う
周
知
の
議
論
を
ふ
ま

え
、
こ
の
区
別
を
も
た
ら
す
感
情
は
「
独
特
な
快
や
不
快
」
だ
と
述
べ
る
（T

H
N

,303,

二
四
）。
で
は
、
こ
の
「
独
特
な
快
・
不

快
」
は
い
か
な
る
原
理
が
引
き
起
こ
す
の
か
。
ま
ず
退
け
ら
れ
る
の
は
、
我
々
に
備
わ
る
原
初
的
性
質
や
「
自
然
」
と
い
っ
た
、
明
晰

か
つ
判
明
で
な
い
よ
う
な
原
理
で
あ
る
（T

H
N

,304-305,

二
六
─
二
八
）。
彼
自
身
の
見
解
を
理
解
す
る
に
は
、
第
三
巻
第
二
部
の

人
為
的
徳
と
し
て
の
正
義
の
論
述
を
参
照
す
る
の
が
有
益
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
所
有
の
よ
う
な
正
義
に
関
わ
る
諸
規
則
が
い
か
に
人
為
的
に
確
立
さ
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
遵
守
・

不
遵
守
を
道
徳
的
善
・
悪
と
み
な
す
よ
う
な
態
度
が
生
ず
る
か
を
論
ず
る
（T

H
N

,311,

三
九
）。
彼
に
よ
れ
ば
、
諸
規
則
が
定
め
ら

れ
る
の
は
、
我
々
に
備
わ
る
原
初
的
性
質
で
あ
る
広
範
に
及
ぶ
善
意
が
公
共
の
利
益
へ
の
配
慮
を
促
す
か
ら
で
も
な
け
れ
ば
、
理
性
が

永
遠
か
つ
不
変
の
正
義
の
普
遍
的
規
則
を
発
見
す
る
か
ら
で
も
な
い
（T

H
N

,318-319,

五
〇
）。
む
し
ろ
、
そ
の
確
立
は
、
利
己
心

を
も
つ
人
間
が
、
確
実
な
生
存
の
た
め
に
十
分
な
だ
け
の
武
器
や
強
さ
と
い
っ
た
自
然
的
能
力
を
欠
き
、
財
の
希
少
な
状
況
に
い
る
と

い
っ
た
諸
条
件
の
下
で
、
社
会
形
成
の
利
点
に
各
々
気
づ
き
、
こ
の
共
通
の
利
益
に
基
づ
い
て
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
を
結
ぶ
か
ら
で
あ
る

（T
H

N
,311-314,

三
九
─
四
四
）。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た
正
義
の
諸
規
則
の
遵
守
が
、
是
認
さ
れ
る
も
の
へ
変
化

（
66
）
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す
る
過
程
で
あ
る
。
一
旦
、
諸
規
則
が
定
め
ら
れ
る
と
、
不
正
義
な
人
に
よ
る
規
則
の
不
遵
守
は
、
た
と
え
我
々
に
直
接
不
利
益
を
も

た
ら
す
の
で
は
な
く
と
も
、
そ
の
規
則
に
関
係
す
る
他
者
に
対
し
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
り
、
我
々
は
、
そ
の
他
者
が
感
ず

る
不
快
感
に
対
し
て
自
ず
と
共
感
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
不
快
感
へ
の
共
感
に
よ
り
、
正
義
の
諸
規
則
を
遵
守
せ
ず
他
者
に
不
利
益

を
与
え
る
性
格
特
性
は
悪
徳
と
し
て
非
難
さ
れ
、
反
対
に
、
規
則
を
遵
守
し
他
者
に
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
性
格
特
性
は
徳
と
し
て
評

価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
自
己
利
益

4

4

4

4

が
正
義
を
確
立

4

4

す
る
根
源
的
な
動
機
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
共
の

4

4

4

利
益
へ
の
共4

感4

が
、
そ
の
徳
に
伴
う
道
徳
的
な

4

4

4

4

是
認
（approbation

）
の
源
な
の
で
あ
る
」（T

H
N

,320-321,

五
四
。
強
調
は
ヒ
ュ
ー
ム
）。

　

以
上
の
議
論
を
ふ
ま
え
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
他
の
種
類
の
性
格
特
性
が
徳
（
悪
徳
）
と
し
て
是
認
（
否
認
）
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
社
会

に
と
っ
て
の
利
益
（
不
利
益
）
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
対
し
て
我
々
が
共
感
す
る
か
ら
だ
、
と
論
ず
る
（T

H
N

,370,

一
四
〇
）。
社

会
に
と
っ
て
の
利
益
（
不
利
益
）
と
な
る
性
格
特
性
と
は
、
す
な
わ
ち
、
他
の
人
々
や
そ
の
持
ち
主
自
身
に
と
っ
て
有
用
（useful

）

な
性
格
特
性
、
な
い
し
、
他
の
人
々
や
そ
の
持
ち
主
自
身
に
快
を
与
え
る
（agreeable

）
性
格
特
性
で
あ
る
（
悪
徳
の
場
合
は
そ
の

逆
）（T

H
N

,377,

一
五
二
）。
さ
て
、
我
々
は
み
な
類
似
し
た
共
感
の
能
力
を
有
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
過
酷
な
外
科
手
術
で
、
そ

の
場
に
立
ち
会
う
人
々
の
抱
く
不
安
や
気
遣
い
の
情
念
の
現
わ
れ
を
観
察
者
が
目
に
す
れ
ば
、
そ
の
周
囲
の
人
々
の
情
念
に
関
す
る
生

き
生
き
と
し
た
観
念
は
、
観
察
者
自
身
の
情
念
へ
転
化
す
る
（T

H
N

,368,

一
三
七
）。
こ
の
共
感
の
原
理
は
、
性
格
特
性
の
評
価
で

も
同
様
に
働
き
、
性
格
特
性
が
そ
の
持
ち
主
や
周
囲
の
人
々
へ
も
た
ら
す
利
益
（
不
利
益
）
や
快
（
不
快
）
へ
の
共
感
は
、
観
察
者
に

も
同
様
の
感
覚
を
引
き
起
こ
す
。
こ
う
し
て
観
察
者
・
周
囲
の
人
々
・
性
格
特
性
の
保
持
者
の
間
で
共
有
さ
れ
る
感
情
こ
そ
が
、
道
徳

的
区
別
を
も
た
ら
す
独
特
の
感
情
で
あ
る
（T

H
N

,377,

一
五
三
）。
し
た
が
っ
て
、
人
間
本
性
に
備
わ
る
共
感
の
原
理
こ
そ
が
、
道

徳
的
区
別
を
も
た
ら
す
独
特
な
快
・
不
快
す
な
わ
ち
徳
・
悪
徳
の
評
価
を
生
み
出
す
。

　

以
上
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
徳
の
起
源
の
説
明
は
我
々
の
経
験
に
即
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
本
質
か
ら
し
て
、
道
徳
的
区

（阪大法学）69（6-181）　1365〔2020.3〕
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別
は
各
人
に
相
対
的
だ
と
い
う
主
張
を
招
く
。
と
い
う
の
も
、
共
感
の
原
理
が
、
観
察
者
た
る
我
々
と
観
察
対
象
と
の
間
の
空
間
的
・

時
間
的
な
距
離
や
親
密
性
、
利
益
関
係
に
応
じ
て
強
く
・
弱
く
働
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
評
価
の
対
象
に
対

し
て
評
価
者
が
い
か
な
る
立
ち
位
置
に
い
る
か
に
応
じ
て
、
共
感
の
働
き
方
が
変
わ
る
こ
と
も
自
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
奴

隷
制
社
会
で
自
由
人
と
し
て
育
っ
た
主
人
は
、
自
身
の
居
所
と
隔
離
さ
れ
た
所
で
生
活
す
る
奴
隷
へ
の
想
像
力
が
及
ば
ず
、
ま
た
、
奴

隷
制
の
維
持
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
自
己
利
益
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
、
奴
隷
の
感
ず
る
苦
痛
に
全
く
共
感
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
相
対
性
の
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
一
般
的
観
点
（generalpointsofview

）
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る

（T
H

N
,371-372,

一
四
三
─
一
四
四
）。
我
々
は
、
離
れ
た
所
に
い
る
美
し
い
顔
立
ち
の
人
に
関
し
て
、
そ
の
顔
立
ち
か
ら
得
ら
れ

る
快
が
減
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
醜
く
な
っ
た
と
は
考
え
な
い
が
、
そ
れ
は
、
我
々
が
思
考
の
内
で
不
変
か
つ
一
般
的
な
観
点
に

立
つ
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
私
に
仕
え
る
召
使
い
の
勤
勉
さ
や
忠
実
さ
に
ど
れ
ほ
ど
感
動
し
よ
う
と
も
、
一
般
的
観
点
の
下
で
は
、

そ
の
召
使
い
の
性
格
特
性
は
古
代
ロ
ー
マ
の
偉
人
マ
ル
ク
ス
・
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
は
し
な
い
。
一
般
的
観

点
は
、
自
ら
に
固
有
の
立
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
各
人
に
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
人
々
の
感
情
の
一
致
可
能
性
を
も
た
ら
す
。

　

さ
て
、
本
稿
が
検
討
す
べ
き
問
い
は
、
一
般
的
観
点
が
い
か
な
る
観
点
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
が
、

完
全
な
相
対
主
義
を
退
け
う
る
だ
け
の
徳
の
基
礎
づ
け
を
提
供
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
般
的
観
点
に
関
し
て
、
そ
れ
が
人
間

本
性
に
備
わ
る
究
極
的
な
原
初
的
性
質
だ
と
か
、
我
々
の
経
験
的
な
視
点
を
超
越
し
た
理
性
的
な
道
徳
的
観
点
だ
と
い
う
よ
う
な
解
釈

は
、
先
述
の
彼
の
方
法
論
や
正
義
論
か
ら
し
て
考
え
に
く
い
。
と
な
る
と
一
般
的
観
点
は
、
経
験
的
に
実
在
す
る
我
々
の
内
の
誰
か
の

観
点
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
林
誓
雄
が
論
ず
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
一
般
的
観
点
が
性
格
特
性
の
保
有
者
の
周
囲
の
身
近
な

人
々
の
観
点
で
あ
る
と
示
唆
し
て
お
り
、
本
稿
も
そ
の
解
釈
を
採
ろ
う
。
だ
が
、
身
近
な
人
々
の
観
点
か
ら
規
範
的
評
価
を
行
う
と
は

具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
明
示
的
に
何
も
述
べ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
林
は
『
人
間
本
性
論
』
第

（
67
）
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一
部
に
お
け
る
一
般
的
規
則
（generalrules

）
に
関
す
る
議
論
の
中
に
ヒ
ン
ト
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

　

第
一
巻
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
知
識
の
蓋
然
性
の
発
生
原
因
の
一
つ
と
し
て
の
一
般
的
規
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
（T

H
N

,　

99-102,
一
七
四
─
一
七
八
）。
我
々
の
想
像
力
は
、
経
験
的
に
蓄
積
し
た
習
慣
を
通
じ
て
、
あ
る
対
象
か
ら
あ
る
対
象
へ
自
然
に
移
行

す
る
一
般
的
規
則
を
形
成
す
る
。
だ
が
性
急
に
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
は
偏
見
の
源
と
な
り
、
本
質
的
で
な
い
諸
条
件
を
本
質
的
原

因
と
み
な
す
こ
と
で
、
我
々
の
想
像
力
に
、
知
性
的
判
断
力
を
妨
げ
る
力
を
与
え
る
。
彼
自
身
の
例
に
即
し
て
こ
れ
を
説
明
す
れ
ば
、

極
め
て
頑
丈
な
鉄
の
檻
に
入
れ
ら
れ
塔
か
ら
吊
る
さ
れ
た
人
は
、
そ
の
檻
が
安
全
を
完
全
に
保
障
す
る
こ
と
を
知
る
場
合
で
も
、
檻
の

堅
牢
さ
と
い
う
条
件
で
は
な
く
、
落
下
と
い
う
条
件
を
本
質
的
と
み
な
す
こ
と
で
足
の
震
え
が
止
ま
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

「
落
下
→
死
」
の
観
念
連
合
を
促
す
一
般
的
規
則
が
習
慣
的
に
働
く
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
知
性
は
そ
れ
ら
諸
条
件
を
反
省
し
、
判
断

力
に
即
し
た
別
の
一
般
的
規
則
を
形
成
し
う
る
（
先
の
例
で
は
「
堅
牢
な
檻
→
安
全
」
の
一
般
的
規
則
）。
こ
う
し
て
、
想
像
力
に
基

づ
く
第
一
の
一
般
的
規
則
の
影
響
力
は
、
判
断
力
に
基
づ
く
第
二
の
一
般
的
規
則
に
よ
り
否
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

林
は
、
こ
の
二
種
の
一
般
的
規
則
を
、
習
慣
に
基
づ
く
そ
れ
と
反
省
に
基
づ
く
そ
れ
と
に
区
分
し
、
こ
の
区
分
が
第
三
巻
の
議
論
で

も
前
提
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
我
々
は
、
あ
る
場
合
に
は
、
習
慣
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
に
し
た
が
っ
て
規
範
的
評

価
を
行
う
が
、
周
囲
の
人
々
と
の
間
で
感
情
や
意
見
の
不
一
致
が
あ
っ
た
と
き
に
は
、
社
交
や
会
話
を
通
し
た
反
省
を
通
じ
て
、
こ
れ

ま
で
有
し
て
い
た
一
般
的
規
則
に
修
正
を
加
え
、
一
般
的
観
点
、
す
な
わ
ち
、
評
価
対
象
の
周
囲
の
身
近
な
人
々
の
観
点
の
探
求
を
行

う
。
こ
の
反
省
の
過
程
を
経
て
、
評
価
者
の
内
に
新
た
に
形
成
・
定
着
し
た
一
般
的
規
則
こ
そ
、
一
般
的
観
点
の
下
で
働
く
共
感
を
背

後
で
方
向
づ
け
、
我
々
の
間
の
感
情
や
意
見
の
一
致
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
林
の
一
般
的
観
点
と
一
般
的
規
則
と
の
関
係

の
解
釈
は
、
襤
褸
を
纏
っ
た
徳
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
説
明
と
も
整
合
的
な
の
で
、
本
稿
も
こ
の
解
釈
を
採
用
し
た
い
。
こ
の
解
釈
に

お
い
て
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
の
性
格
が
依
然
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、
反
省
的
に
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
が
働
き
、
彼
が
不
在

（
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で
あ
る
と
い
う
条
件
を
度
外
視
さ
れ
る
こ
と
で
、
我
々
の
共
感
が
、
当
時
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
お
よ
び
彼
の
周
囲
の
身
近
な
人
々
が
得
た
だ

ろ
う
利
益
や
快
へ
と
向
か
い
う
る
か
ら
、
と
説
明
し
う
る
。
こ
う
し
て
一
般
的
観
点
の
概
念
を
具
体
化
で
き
た
の
で
、
先
述
の
も
う
一

つ
の
問
題
を
再
提
起
し
た
い
。
果
た
し
て
、
反
省
的
に
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
を
基
底
に
置
く
身
近
な
人
々
の
観
点
と
し
て
の
一
般

的
観
点
は
、
完
全
な
相
対
主
義
を
退
け
う
る
だ
け
の
徳
の
基
礎
づ
け
を
提
供
し
う
る
概
念
と
な
り
う
る
か
。

　

な
り
え
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
で
あ
る
。
ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
一
般
的
規
則
を
論
じ
た
と
き
に
用
い
た
鉄
檻
の
例
は
事
実
判

断
に
関
す
る
も
の
で
、
競
合
す
る
一
般
的
規
則
（「
落
下
→
死
」
と
「
堅
牢
な
檻
→
安
全
」）
の
ど
ち
ら
が
反
省
を
欠
い
た
不
適
切
な
も

の
か
は
容
易
に
判
定
し
う
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
規
範
的
評
価
に
お
い
て
は
こ
の
想
定
が
自
明
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
奴
隷
制
廃
止
論
者
で
自
身
も
奴
隷
で
あ
っ
た
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
は
自
伝
の
中
で
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
い

る
。
当
時
の
主
人
が
ダ
グ
ラ
ス
を
従
順
に
す
る
た
め
、
奴
隷
調
教
師
と
し
て
評
判
の
あ
る
男
（
コ
ー
ヴ
ィ
）
に
一
年
の
あ
い
だ
奉
公
人

と
し
て
貸
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
折
檻
の
余
り
の
激
し
さ
に
耐
え
か
ね
た
ダ
グ
ラ
ス
は
、
体
中
血
ま
み
れ
に
な
り
な
が
ら
男
の
下
を
逃
げ

出
し
、
主
人
に
状
況
を
伝
え
保
護
を
訴
え
た
。「
私
が
話
し
て
い
る
と
、
た
ま
に
〔
主
人
で
あ
る
〕
彼
の
心
が
動
か
さ
れ
て
い
る
（af-

fect

）
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
、
床
を
歩
き
回
り
、
私
が
受
け
た
の
は
当
然
の
仕
打
ち
だ
と
言
い
、
コ
ー
ヴ
ィ
を
正
当
化
し

よ
う
と
し
た
」。
こ
の
事
例
を
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
分
析
す
れ
ば
、
ダ
グ
ラ
ス
の
主
人
が
床
を
歩
き
回
り
反
省
を
す
る
間
、

彼
の
精
神
の
中
で
は
、
次
の
よ
う
な
一
般
的
規
則
の
対
立
が
生
じ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
「
ダ
グ
ラ
ス
の
姿
や

話
→
ダ
グ
ラ
ス
の
不
快
」
と
い
う
一
般
的
規
則
が
、
他
方
の
「
コ
ー
ヴ
ィ
に
よ
る
調
教
→
予
め
締
結
さ
れ
た
契
約
の
履
行
が
生
み
出
す

公
共
の
利
益
」
や
「
折
檻
の
原
因
と
な
っ
た
ダ
グ
ラ
ス
の
失
態
や
ダ
グ
ラ
ス
の
脱
走
→
コ
ー
ヴ
ィ
の
不
快
」
と
い
う
一
般
的
規
則
に
対

立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
の
共
感
の
方
向
性
を
揺
さ
ぶ
り
、
奴
隷
調
教
師
と
ダ
グ
ラ
ス
の
性
格
に
関
す
る
評
価
を
未
決
定
の
状
態
に

お
い
て
い
た
と
い
え
る
。
前
者
の
一
般
的
規
則
を
基
底
に
一
般
的
観
点
に
立
っ
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
奴
隷
調
教
師
コ
ー
ヴ
ィ
の
性
格

（
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は
悪
徳
と
評
価
さ
れ
る
が
、
後
者
で
あ
れ
ば
徳
と
し
て
（
ま
た
、
ダ
グ
ラ
ス
の
性
格
は
悪
徳
と
し
て
）
評
価
さ
れ
る
。
結
果
的
に
彼
は
、

ダ
グ
ラ
ス
の
姿
や
話
の
方
を
無
視
す
べ
き
条
件
で
あ
る
と
し
て
、
奴
隷
調
教
師
が
も
た
ら
す
公
共
の
利
益
や
ダ
グ
ラ
ス
が
彼
に
も
た
ら

し
た
不
快
の
方
へ
共
感
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
必
ず
し
も
反
省
が
、
奴
隷
制
を
肯
定
す
る
よ
う
共
感
を
方
向
づ
け
る

一
般
的
規
則
を
、
性
急
に
形
成
さ
れ
た
一
般
的
規
則
と
し
て
排
除
す
る
訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
林
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
我
々
が
一
般
的
観
点
の
探
求
を
行
う
の
は
、
典
型
的
に
は
、
他
者
と
感
情
や
意
見
の
不
一
致
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
り
、

そ
の
探
求
は
社
交
や
会
話
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
所
有
者
の
規
範
的
評
価
は
不
完
全
な
反
省
に
基
づ
く

も
の
と
し
て
自
ず
と
排
除
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
推
測
は
楽
観
的
に
過
ぎ
る
。
ダ
グ
ラ
ス
の
自
伝
の
中
の
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
む
し
ろ
、
社
交
や
会
話
が
そ

れ
と
は
逆
の
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
示
す
。
彼
は
、
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
の
と
あ
る
夫
妻
に
所
有
さ
れ
て
い
た
年
少
期
を
回
顧
し
、

そ
の
時
に
女
主
人
が
優
し
く
接
し
て
く
れ
た
こ
と
や
、
読
み
書
き
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
夫
が
そ
の
こ
と
を
咎
め
た
こ
と

で
彼
女
の
態
度
が
急
変
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。「
私
が
〔
主
人
の
〕
オ
ー
ル
ド
家
へ
行
っ
た
ば
か
り
の
と
き
、
女
主
人
は
信
心
深

く
て
、
温
か
く
（w

arm

）、
そ
し
て
心
優
し
い
（tenderhearted

）
女
性
だ
っ
た
。［
…
…
］
や
が
て
奴
隷
制
に
は
、
女
主
人
か
ら
こ

れ
ら
の
天
来
の
資
質
を
奪
い
取
る
力
の
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
の
影
響
で
、
優
し
い
心
は
石
と
な
り
、
子
羊
の
よ
う
な
気
質
は
、

一
匹
の
虎
の
よ
う
な
激
し
さ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
の
心
の
荒
廃
は
、
私
に
［
読
み
書
き
］
を
教
え
る
の
を
止
め
る
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
。
女
主
人
は
直
ち
に
夫
の
教
え
を
実
践
し
始
め
、
結
局
、［
教
育
に
対
し
て
］
夫
よ
り
も
激
し
く
反
対
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

夫
に
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
し
て
い
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
」。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
他
者
と
の
社
交
や
会
話
が
、

奴
隷
制
を
肯
定
す
る
よ
う
な
一
般
的
観
点
の
形
成
を
必
ず
し
も
排
除
せ
ず
、
む
し
ろ
強
化
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。
む
ろ
ん
、

こ
の
事
例
に
対
し
て
は
、
こ
れ
は
社
交
と
会
話
の
範
囲
が
極
端
に
狭
く
、
特
定
の
人
物
の
影
響
力
が
（
た
と
え
ば
家
父
長
制
ゆ
え
に
）
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不
当
に
大
き
い
失
敗
の
事
例
で
あ
り
、
よ
り
広
範
な
範
囲
の
人
々
（
た
と
え
ば
北
部
の
奴
隷
制
廃
止
論
者
）
と
の
対
話
に
よ
っ
て
時
間

を
か
け
偏
り
の
無
い
一
般
的
観
点
を
獲
得
し
う
る
、
と
い
う
応
答
は
あ
り
う
る
。
事
実
、
歴
史
が
物
語
る
よ
う
に
、
奴
隷
制
は
廃
止
さ

れ
、
ダ
グ
ラ
ス
の
自
伝
に
出
て
く
る
よ
う
な
主
人
た
ち
に
は
最
大
の
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
可
能
性
は
認
め
ら
れ
て
当
然
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
示
す
の
は
、
奴
隷
制
を
肯
定
す
る
一
般
的
観
点
の
あ
り
方
と
並
ん
で
、

否
定
す
る
あ
り
方
も
可
能
で
あ
り
、
現
在
は
後
者
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
の
「
経
験
」
は
、
ど
ち
ら
の
可

能
性
も
「
あ
る
」
こ
と
を
教
え
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
超
え
て
」、
ど
ち
ら
が
あ
る
「
べ
き
」
か
は
教
え
な
い
。
因
果
関
係
の
必

然
性
が
想
像
力
の
習
慣
で
は
保
証
さ
れ
な
い
の
と
同
様
、
共
感
と
い
う
経
験
的
概
念
で
は
、
特
定
の
規
範
的
評
価
の
必
然
性
を
客
観
的

に
保
証
で
き
な
い
。
問
題
は
、
事
実
問
題
（quid facti

）
で
は
な
く
権
利
問
題
（quid juris

）
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の

共
感
論
は
、
一
般
的
観
点
の
議
論
で
補
っ
た
と
し
て
も
、
完
全
な
相
対
主
義
を
退
け
ら
れ
な
い
と
結
論
し
た
い
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
論
難
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
す
れ
ば
的
外
れ
だ
ろ
う
。
彼
の
関
心
は
徳
の
解
剖
学
で
あ
っ
て
、
徳
の
あ
る
べ
き

4

4

姿

（
理
想
）
の
擁
護
に
は
な
く
、
ま
た
『
人
間
本
性
論
』
序
論
で
彼
は
、
理
性
の
限
界
に
到
達
し
た
な
ら
ば
そ
れ
を
受
け
入
れ
自
ら
の
無

知
を
知
り
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
確
実
な
原
理
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
は
過
ち
だ
と
叱
責
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
徳
の
基
礎
づ
け
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
本
稿
の
論
難
は
、
そ
れ
が
可
能
と
い
う
前
提
か
ら
し
て
誤
り
だ
と
い

え
る
。
こ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
現
代
で
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
徳
論
を
展
開
す
る
論
者
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
を
ヒ
ュ
ー
ム

が
取
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
者
は
徳
の
基
礎
づ
け
に
関
し
て
何
か
を
述
べ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
可
能
な
の
か
。

第
二
節　

十
分
に
発
達
し
た
共
感

　

現
代
の
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
徳
論
の
代
表
者
と
い
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ロ
ー
ト
だ
ろ
う
。
現
代
徳
倫
理
学
で
は
、
前
章
で
取
り
あ
げ

（
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た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
が
有
力
だ
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
彼
は
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ソ
ン
や
ヒ
ュ
ー
ム
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ル
テ

ィ
ノ
ら
の
影
響
の
下
、
他
と
は
一
線
を
画
す
感
情
主
義
的
（sentim

entalist

）
徳
論
を
構
想
す
る
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
と
っ
て
、
徳
と
は
問
題
状
況
内
の
行
為
理
由
た
る
考
慮
事
項
を
適
切
に
知
覚
す
る
安
定
的
な
性
格
特
性
で
あ
り
、

ま
た
、
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
多
く
の
論
者
は
徳
の
基
礎
を
人
間
の
自
然
に
求
め
る
。
こ
の
立
場
は
、
た
し
か
に
行
為
の
規
範
的
評

価
の
た
め
に
徳
概
念
を
用
い
る
点
で
行
為
者
の
性
格
に
焦
点
を
当
て
て
は
い
る
が
、
そ
の
理
論
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
の
は
、
性
格
特

性
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
状
況
の
考
慮
事
項
や
、
人
間
の
本
性
や
善
き
生
の
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者

の
性
格
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
ス
ロ
ー
ト
は
、
行
為
者
の
性
格
特
性
や
動
機
を
独
立
的
・
基
礎
的
概

念
と
し
て
捉
え
、
も
っ
ぱ
ら
そ
こ
か
ら
の
み
評
価
を
導
き
出
す
、
行
為
者
基
底
的
（agentbased

）
徳
論
を
展
開
す
る
。

　

行
為
者
基
底
的
徳
論
で
は
、
行
為
の
評
価
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。「
あ
る
行
為
が
道
徳
的
に
許
容
さ
れ
う
る
の
は
、
当
該
行
為

が
、
善
意
や
（
他
者
の
福
祉
の
）
ケ
ア
を
と
も
な
っ
た
善
い
・
有
徳
な
動
機
か
ら
生
ず
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
悪
意
や

人
間
性
へ
の
無
関
心
を
と
も
な
う
悪
い
・
劣
悪
な
動
機
か
ら
生
じ
て
い
な
い
と
き
、
か
つ
、
そ
の
場
合
の
み
で
あ
る
」。
行
為
者
の
動

機
を
基
底
と
す
る
ス
ロ
ー
ト
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
と
異
な
り
、
複
数
の
徳
目
を
必
要
と
せ
ず
、
善
意
や
他
者
の
福
祉
の
ケ
ア

が
善
い
こ
と
で
あ
る
の
を
前
提
に
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
と
の
関
係
で
行
為
を
評
価
す
る
。
こ
の
評
価
方
法
の
下
で
は
、
他
者
の
奴
隷
的
取

り
扱
い
が
許
容
さ
れ
え
な
い
の
は
、
そ
れ
が
有
徳
な
動
機
か
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
（
な
い
し
悪
し
き
動
機
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
）
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
関
心
で
あ
る
、
完
全
な
相
対
主
義
を
拒
絶
す
る
た
め
の
徳
の
基
礎
づ
け
問
題
は
、
ス
ロ
ー
ト
の
徳
論

で
は
、
あ
る
行
為
が
有
徳
な
動
機
を
欠
く
（
悪
し
き
動
機
を
伴
う
）
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
、
ま
た
、
な
ぜ
他
者
の

奴
隷
的
取
り
扱
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　

あ
る
行
為
が
有
徳
な
動
機
か
ら
な
さ
れ
た
と
い
う
事
態
の
意
味
を
理
解
す
る
上
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
同
様
、
ス
ロ
ー
ト
の
理
論
で
も
、
共

（
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感
（em

pathy

）
が
重
要
と
な
る
。
我
々
は
、
苦
境
に
あ
る
人
の
感
情
を
、
あ
た
か
も
自
分
の
も
の
か
の
よ
う
に
感
ず
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
他
者
の
苦
境
に
対
し
て
単
に
同
情
や
憐
れ
み
を
示
す
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
う
る
。
現
代
で
“em

pathy

”と
呼
ば
れ
る

前
者
の
現
象
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
“sym

pathy

”概
念
に
相
当
し
、
観
察
対
象
の
感
情
と
類
似
の
感
情
が
観
察
者
に
も
生
ず
る
点
で
、
こ

の
感
情
の
伝
染
が
起
き
ぬ
後
者
の
現
象
（
現
代
で
は
こ
ち
ら
が
“sym
pathy

”と
呼
ば
れ
る
）
と
区
別
さ
れ
る
。
ス
ロ
ー
ト
は
発
達
心

理
学
の
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
、
共
感
と
、
他
者
の
苦
し
み
や
利
益
へ
の
配
慮
と
が
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
共
感
的
配
慮
（em

pathicconcern

）
が
成
長
の
過
程
で
教
育
な
ど
を
通
じ
て
段
階
的
に
発
達
し
て
い
く
と
論
ず
る
（M

S,16-21

）。

で
は
、
共
感
的
配
慮
と
行
為
の
規
範
的
評
価
と
は
い
か
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
前
節
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
で
は
、
評
価
対
象
が
自

身
を
含
む
周
囲
の
人
々
へ
も
た
ら
す
有
用
性
・
非
有
用
性
や
快
・
不
快
へ
の
共
感
が
、
道
徳
的
区
別
を
も
た
ら
す
独
特
な
感
情
を
生
み

出
す
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
ス
ロ
ー
ト
は
、
こ
の
説
明
で
は
天
災
の
よ
う
な
無
生
物
的
な
対
象
も
が
規
範
的
評
価
の
対
象
に
含
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
を
問
題
視
し
、
よ
り
複
雑
な
規
範
的
評
価
の
構
造
を
提
示
す
る
（M

S,32

）。

　

ス
ロ
ー
ト
は
、
共
感
の
場
面
を
二
つ
に
分
け
て
、
こ
の
構
造
を
説
明
す
る
。
第
一
に
、
発
達
し
た
共
感
能
力
を
有
す
る
我
々
は
、
行

為
者
と
し
て
、
苦
境
に
陥
っ
た
他
者
に
対
し
て
共
感
的
配
慮
を
示
す
。
そ
れ
に
加
え
第
二
に
、
我
々
は
、
傍
観
者
と
し
て
、
共
感
的
配

慮
を
示
し
て
い
る
行
為
者
の
共
感
（agentialem

pathy
）
そ
れ
自
体
を
、
共
感
の
対
象
と
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
「
行
為
者
の
共

感
」
へ
の
共
感
が
、
道
徳
的
是
認
や
否
認
の
核
を
な
し
、
道
徳
的
区
別
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
が
ス
ロ
ー
ト
の
主
張
で
あ
る
（M

S,

33-34

）。
我
々
は
、
あ
る
者
が
共
感
的
配
慮
を
示
す
行
為
を
し
て
い
る
場
面
を
見
る
と
、
そ
の
行
為
者
の
共
感
に
対
し
て
、
温
か
さ

（w
arm

th

）
や
優
し
さ
（tenderness

）
の
感
覚
を
抱
く
。
反
対
に
、
あ
る
者
が
他
者
に
対
し
て
全
く
無
関
心
で
あ
る
、
な
い
し
、

悪
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
石
の
よ
う
な
心
の
冷
た
さ
に
ゾ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
（bechilled

）。
こ
の
よ
う
な
、
第

一
階
に
お
け
る
行
為
者
が
抱
く
共
感
的
配
慮
（
な
い
し
そ
の
欠
如
）
へ
の
第
二
階
の
傍
観
者
の
共
感
が
、
道
徳
的
是
認
・
否
認
の
感
覚

（
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を
も
た
ら
す
（M

S,35-37

）。
以
上
の
説
明
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
あ
る
行
為
が
有
徳
な
（
あ
る
い
は
悪
し
き
）
動
機
か
ら
な
さ
れ
て
い

る
と
道
徳
的
に
評
価
さ
れ
る
の
は
、
当
該
行
為
が
、
他
者
に
対
す
る
共
感
的
配
慮
（
あ
る
い
は
そ
の
欠
如
）
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が

傍
観
者
と
し
て
の
我
々
に
道
徳
的
是
認
や
否
認
の
感
覚
を
も
た
ら
す
か
ら
だ
、
と
整
理
し
う
る
。

　

さ
て
問
題
は
、
こ
の
ス
ロ
ー
ト
の
感
情
主
義
的
徳
論
が
、
奴
隷
制
肯
定
論
者
の
動
機
を
悪
し
き
も
の
と
し
て
排
除
し
う
る
だ
け
の
規

範
性
を
有
す
る
か
否
か
で
あ
る
。
道
徳
的
区
別
を
共
感
に
よ
り
説
明
す
る
以
上
、
彼
の
理
論
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
様
、
評
価
対
象
と
の

時
間
的
・
空
間
的
な
近
接
性
や
評
価
者
と
の
関
係
の
密
接
性
に
影
響
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て

我
々
が
温
か
さ
や
優
し
さ
を
感
じ
、
ま
た
ゾ
ッ
と
す
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
結
論
を
避
け

る
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
に
お
け
る
一
般
的
観
点
に
相
当
す
る
概
念
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
り
、
実
際
ス
ロ
ー
ト
は
、
一
般
的
観

点
の
も
た
ら
す
不
偏
性
が
道
徳
的
是
認
や
否
認
の
感
覚
を
明
確
化
・
修
正
・
促
進
す
る
上
で
重
要
だ
と
強
調
す
る
（M

S,42

）。
と
は

い
え
彼
は
、
一
般
的
観
点
の
よ
う
な
何
ら
か
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
手
法
に
よ
っ
て
共
感
の
偏
り

を
矯
正
す
る
可
能
性
を
論
ず
る
こ
と
で
、
共
感
の
党
派
性
に
対
処
し
よ
う
と
試
み
る
。

　

そ
の
態
度
が
明
確
に
現
れ
る
の
は
、
遠
く
離
れ
た
所
に
い
る
全
く
の
他
人
に
対
す
る
援
助
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
一
般
的
に

言
っ
て
、
規
範
的
評
価
を
共
感
に
よ
り
説
明
す
る
理
論
は
、
自
分
と
関
係
性
の
強
い
人
々
を
配
慮
す
る
義
務
を
容
易
に
説
明
し
う
る
点

で
優
れ
て
い
る
が
、
遠
く
離
れ
た
他
人
へ
の
配
慮
義
務
が
う
ま
く
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
と
い
う
点
で
困
難
を
抱
え
る
。
む
ろ
ん
、
そ

の
よ
う
な
義
務
は
存
在
し
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
ス
ロ
ー
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
が
許
容
不
可
能
だ
と
し
た

上
で
、
遠
く
離
れ
た
人
へ
の
配
慮
義
務
の
正
当
化
を
試
み
る
。
ま
ず
彼
は
、
道
徳
心
理
学
者
マ
ー
チ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
の
共
感
の
発
達
理

論
を
参
照
し
つ
つ
、
子
ど
も
た
ち
の
共
感
が
、
た
と
え
ば
、
文
学
・
映
画
・
テ
レ
ビ
番
組
等
を
通
じ
て
他
の
国
々
に
住
む
知
ら
な
い

人
々
へ
と
拡
張
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
我
々
の
自
然
的
な
共
感
能
力
が
十
分
に
発
達
す
れ
ば
、
共
感
的
配
慮
が
、
全
く
の
他

（
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人
へ
、
ひ
い
て
は
、
人
類
全
体
へ
及
ぶ
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
こ
の
考
え
を
ふ
ま
え
ス
ロ
ー
ト
は
、
先
述
の
行
為
評
価
の
定
式
を
次
の

よ
う
に
具
体
化
す
る
。「
行
為
が
道
徳
的
に
誤
り
で
あ
り
、
ま
た
、
道
徳
的
義
務
に
反
す
る
の
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
他
者
へ
の

十
分
に
発
達
し
た
（fullydeveloped

）
共
感
的
配
慮
（
あ
る
い
は
ケ
ア
）
が
、
行
為
者
の
側
に
全
く
無
い
（
あ
る
い
は
不
足
し
て
い

る
）
と
い
う
こ
と
が
、
反
映
・
表
出
・
表
示
さ
れ
て
い
る
と
き
、
か
つ
そ
の
場
合
の
み
で
あ
る
」。
こ
の
定
式
に
基
づ
き
彼
は
、
我
々

の
知
ら
な
い
人
へ
全
く
配
慮
し
な
い
こ
と
は
（
無
論
、
自
分
の
身
近
な
人
々
へ
配
慮
し
な
い
こ
と
も
）、
十
分
に
発
達
し
た
共
感
的
配

慮
の
欠
如
の
表
現
で
あ
り
、
道
徳
的
義
務
違
反
だ
と
論
ず
る
。

　

さ
て
、
遠
く
離
れ
た
全
く
の
他
人
に
対
す
る
義
務
を
め
ぐ
る
議
論
の
成
否
は
と
も
か
く
、
本
稿
と
の
関
連
で
注
目
す
べ
き
は
、「
十

分
に
発
達
し
た
共
感
的
配
慮
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
共
感
の
党
派
性
を
矯
正
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お

り
、
奴
隷
制
肯
定
論
者
の
偏
っ
た
共
感
を
矯
正
す
る
場
合
に
も
同
様
の
役
目
が
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
な
る
と
問
題
は
、「
十
分
に

発
達
し
た
」
共
感
的
配
慮
と
い
う
、
一
見
す
る
と
価
値
中
立
的
な
経
験
的
概
念
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
は
明
ら
か
に
評
価
的
な
概
念
を

い
か
に
し
て
基
礎
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
こ
の
点
に
関
し
て
ス
ロ
ー
ト
は
十
分
な
議
論
を
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
彼

は
、
様
々
な
手
法
に
よ
っ
て
、
我
々
の
自
然
的
な
共
感
能
力
が
見
知
ら
ぬ
人
々
へ
拡
張
し
う
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
実
際
、
そ
れ

は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
前
節
で
の
ヒ
ュ
ー
ム
批
判
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
共
感
の
拡
張
す
る
可
能
性
が
「
あ

る
」
と
い
う
経
験
的
主
張
は
、
拡
張
す
「
べ
き
」
だ
と
い
う
規
範
的
主
張
を
含
意
し
な
い
。

　

本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
論
点
が
、
遠
く
離
れ
た
見
知
ら
ぬ
他
者
へ
の
義
務
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ホ

フ
マ
ン
は
、
子
ど
も
の
共
感
能
力
の
発
達
を
促
す
の
に
有
効
な
教
育
手
法
と
し
て
、
子
ど
も
の
注
意
を
共
感
す
べ
き
事
象
へ
向
け
る
よ

う
導
き
、
共
感
や
罪
悪
感
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
誘
導
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
し
、
ス
ロ
ー
ト
も
共
感
を
拡
張
す
る
手
段
と
し
て
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
に
度
々
言
及
す
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
我
々
の
共
感
が
効
果
的
に
拡
張
し
う
る
こ
と
は
否
定

（
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で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
の
手
法
は
共
感
の
方
向
性
を
ど
こ
へ
向
か
わ
せ
る
べ
き
か
を
何
ら
指
示
し
な
い
し
、
ま
た
、
共
感
を
拡
張
せ
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
含
意
し
な
い
。
先
に
参
照
し
た
ダ
グ
ラ
ス
の
自
伝
に
出
て
く
る
女
主
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
誘
導
的
ア
プ
ロ
ー
チ

が
ス
ロ
ー
ト
の
意
図
に
逆
ら
う
形
で
用
い
ら
れ
、「
優
し
い
心
（tenderheart

）
が
石
と
な
る
」
可
能
性
を
示
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

ホ
フ
マ
ン
は
、
共
感
に
は
、
自
ら
と
同
様
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
人
に
対
し
て
強
く
働
く
類
似
性
バ
イ
ア
ス
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、

そ
れ
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
集
団
的
暴
力
を
生
み
出
す
危
険
性
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
危
険
性
に
歯
止
め
を
か

け
う
る
共
感
と
相
互
性
・
正
義
原
理
と
の
結
合
関
係
は
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
ロ
ー
ト

は
、
ダ
グ
ラ
ス
の
所
有
者
の
よ
う
に
共
感
が
発
達
し
て
は
な
ら
な
い
規
範
的
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ロ
ー
ト
の
理

論
で
は
、
遠
く
離
れ
た
見
知
ら
ぬ
他
者
へ
の
義
務
ど
こ
ろ
か
、
目
前
の
少
年
奴
隷
へ
の
義
務
す
ら
も
規
範
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
む
ろ
ん
我
々
の
多
く
は
、
ダ
グ
ラ
ス
の
主
人
を
、「
十
分
な
程
度
の
共
感
能
力
が
欠
落
し
た
悪
徳
な
人
だ
」
と
評
価
す
る
だ

ろ
う
。
だ
が
そ
の
場
合
の
規
範
的
評
価
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
ス
ロ
ー
ト
の
一
連
の
理
論
的
分
析
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
、
我
々

は
全
て
の
人
間
を
自
由
で
平
等
な
存
在
と
し
て
み
な
し
た
い
と
い
う
評
価
者
た
ち
の
欲
求
や
願
望
な
の
で
あ
る
。

　

ス
ロ
ー
ト
の
徳
論
が
以
上
の
よ
う
な
不
満
足
な
結
果
に
終
わ
る
原
因
は
、
明
ら
か
に
、
そ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
じ
く
共
感
と
い
う
経

験
的
概
念
か
ら
出
発
し
た
所
に
あ
る
。
こ
の
帰
結
を
避
け
る
に
は
、
経
験
主
義
か
ら
脱
却
し
、
我
々
に
備
わ
る
原
初
的
性
質
に
依
拠
す

る
他
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
我
々
に
は
「
一
定
の
水
準
ま
で
発
達
が
予
定
さ
れ
た

4

4

4

4

4

生
得
的
な
共
感
能
力
」
が
備
わ
る
と
い

う
よ
う
な
、
い
わ
ば
現
代
版
の
共
通
感
覚
・
道
徳
感
覚
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
ス
ロ
ー
ト
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
同
様

の
仕
方
で
完
全
に
経
験
主
義
に
与
せ
ず
、
生
得
的
な
知
識
の
可
能
性
を
認
め
る
と
述
べ
る
点
で
、
上
記
の
方
向
へ
踏
み
出
す
余
地
を
確

保
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
（M

S,11,15

）。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
展
開
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
本
稿
の
文
脈
で

は
残
念
な
結
末
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
本
稿
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
遡
り
感
情
主
義
的
徳
論
を
検
討
し
た
の
は
、

（
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共
感
と
い
う
我
々
に
と
っ
て
平
明
か
つ
日
常
的
な
現
象
に
、
つ
ま
り
、
経
験
を
超
越
し
た
形
而
上
学
的
で
な
い
概
念
の
内
に
徳
の
基
礎

を
求
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、「
特
定
の
水
準
ま
で
発
達
が
予
定
さ
れ
た
生
得
的
な
共
感
能
力
」
と
い
う
考
え

は
、
ス
ト
ア
派
的
自
然
観
や
目
的
論
的
自
然
観
よ
り
は
形
而
上
学
的
で
な
い
印
象
を
受
け
る
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
、
人
間
に
本
性
的

に
備
わ
る
目
的
（telos

）
を
展
開
す
べ
し
と
い
う
要
請
を
掲
げ
る
点
で
両
者
の
間
に
大
差
な
く
、
違
い
は
、
こ
の
要
請
に
ど
の
よ
う
な

理
論
的
装
い
を
与
え
る
か
に
の
み
存
す
る
。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
徳
論
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
徳
論
と
同
様
、
完
全
な

相
対
主
義
を
退
け
る
た
め
に
は
、
現
代
で
は
受
容
の
躊
躇
わ
れ
る
形
而
上
学
的
な
概
念
に
よ
る
論
証
へ
と
行
き
着
い
て
し
ま
う
。

結
論

　

こ
こ
ま
で
本
稿
は
、
主
に
現
代
の
徳
論
が
相
対
主
義
者
か
ら
の
挑
戦
を
退
け
う
る
か
否
か
を
検
討
し
て
き
た
。
第
一
章
で
は
、
道
徳

的
ジ
レ
ン
マ
の
問
題
に
対
し
て
、
徳
論
は
義
務
論
よ
り
も
優
れ
た
解
決
策
を
提
示
し
う
る
が
、
相
対
主
義
を
退
け
う
る
も
の
で
な
い
こ

と
を
確
認
し
た
。
第
二
章
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
す
る
自
然
主
義
的
徳
論
を
、
第
三
章
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
拠
す
る
感
情
主
義

的
徳
論
を
検
討
し
、
ど
ち
ら
も
、
奴
隷
制
の
評
価
を
も
評
価
者
に
相
対
的
と
す
る
完
全
な
相
対
主
義
を
退
け
え
な
い
こ
と
を
示
し
た
。

　

以
上
の
検
討
を
通
じ
て
明
確
と
な
っ
た
の
は
、
徳
論
が
完
全
な
相
対
主
義
を
退
け
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
形
而
上
学
的
な
概
念

を
援
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
言
及
し
た
の
は
、
宇
宙
の
普
遍
的
理
性
（logos

）
に
由
来
す

る
人
間
本
性
と
し
て
の
理
性
（logos

）、
人
間
性
の
開
化
と
い
う
究
極
的
目
的
（telos

）
の
下
で
秩
序
づ
け
ら
れ
た
自
然
、
一
定
水
準

ま
で
発
達
の
予
定
さ
れ
た
生
得
的
な
共
感
能
力
と
い
っ
た
諸
概
念
で
あ
る
。
現
代
の
よ
う
な
多
元
的
世
界
観
か
つ
形
而
上
学
以
後
の

（nachm
etaphysisch

）
時
代
で
、
こ
れ
ら
諸
概
念
に
依
拠
し
た
理
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
ら

を
抜
き
に
し
て
相
対
主
義
を
退
け
よ
う
と
い
う
二
兎
を
追
う
試
み
は
、
本
稿
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
ど
れ
も
不
成
功
に
終
わ
ら
ざ
る
を

（
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え
ず
、
徳
論
も
序
論
で
示
し
た
現
代
正
義
論
の
ジ
レ
ン
マ
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、

詳
し
く
検
討
す
る
と
、
評
価
者
た
ち
の
抱
く
、
全
人
間
を
自
由
で
平
等
な
存
在
と
し
て
扱
い
た
い
と
い
う
欲
求
や
願
望
こ
そ
が
規
範
的

判
断
の
基
礎
だ
と
判
明
す
る
。
つ
ま
り
、
序
論
で
述
べ
た
意
味
で
の
主
観
的
意
欲
が
判
断
を
「
条
件
づ
け
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
理
論
や
学
説
の
役
目
は
、
自
身
の
欲
求
や
願
望
を
他
者
に
説
得
的
に
示
す
た
め
の
補
助
的
道
具
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

だ
が
し
ば
し
ば
我
々
は
、
自
身
の
与
す
る
理
論
や
学
説
が
、
客
観
的
実
在
と
し
て
の
真
な
る
実
践
的
世
界
を
模
写
す
る
か
の
よ
う
に
考

え
、
そ
れ
を
絶
対
化
し
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
当
の
理
論
や
学
説
の
妥
当
性
の
根
源
が
主
観
的
欲
求
や
願
望
に
由
来
す
る
こ
と
は
忘

却
さ
れ
、
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
的
反
省
の
可
能
性
も
が
失
わ
れ
る
（
た
と
え
ば
、
動
物
を
も
、
自
由
で
平
等
な
存
在
と
し
て

承
認
す
る
可
能
性
の
喪
失
）。
こ
う
し
て
、
自
身
の
見
解
の
ド
グ
マ
化
＝
独
断
論
化
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
以
上
の
結
論
か
ら
、
直
ち
に
、
形
而
上
学
的
な
概
念
を
用
い
て
相
対
主
義
を
退
け
る
立
場
を
否
定
す
る
の
は
性
急
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
立
場
が
、
他
者
の
奴
隷
的
取
り
扱
い
を
絶
対
的
に
悪
だ
と
す
る
我
々
の
常
識
的
直
感
を
適
切
に
反
映

し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
現
代
が
形
而
上
学
以
後
の
時
代
だ
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
而
上
学
的
世
界
観
を
積
極
的
に
再
構
築
す

る
と
い
う
企
て
は
可
能
性
と
し
て
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
た
と
え
ば
「
一
定
の
水
準
ま
で
発
達
が
予
定
さ
れ

た
生
得
的
な
共
感
能
力
」
な
ど
は
、
発
達
心
理
学
の
裏
付
け
も
あ
っ
て
、
少
な
く
な
い
人
々
が
擁
護
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
だ
が
筆
者
は
、
以
下
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
拒
否
し
、
相
対
主
義
を
積
極
的
に
擁
護
し
た
い
。

　

第
一
に
、
相
対
主
義
的
な
理
論
モ
デ
ル
は
、
我
々
の
実
践
的
現
象
を
説
明
す
る
上
で
の
「
最
良
の
説
明
モ
デ
ル
」
で
あ
る
。
こ
の
主

張
を
本
稿
で
展
開
・
論
証
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
上
で
き
な
い
が
、
そ
の
見
通
し
だ
け
で
も
述
べ
て
お
こ
う
。
複
数
の
対
抗
す
る
自

然
科
学
の
理
論
モ
デ
ル
を
比
較
評
価
す
る
際
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
が
自
然
現
象
を
最
良
に
説
明
で
き
て
い
る
か
が
評
価
基
準
と
な
る
の
と

類
比
的
な
仕
方
で
、
実
践
的
理
論
モ
デ
ル
の
比
較
評
価
も
な
さ
れ
う
る
。
こ
の
際
の
最
良
の
説
明
の
基
準
に
は
、
理
論
の
無
矛
盾
性
、
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反
証
可
能
性
、
理
論
の
発
展
性
等
々
、
様
々
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
内
の
一
つ
に
は
、「
最
大
限
の
現
象
を
最
小
限
の
概
念
で
」
簡
潔

に
説
明
す
る
と
い
う
、
オ
ッ
カ
ム
の
剃
刀
や
思
惟
経
済
の
原
理
に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

さ
て
、
も
し
仮
に
、
先
述
し
た
よ
う
な
形
而
上
学
的
概
念
を
援
用
す
る
実
践
的
理
論
が
妥
当
だ
と
し
た
と
き
「
に
も
か
か
わ
ら
ず
な

ぜ
、
悪
や
不
正
と
評
価
さ
れ
る
行
為
が
そ
も
そ
も
生
じ
う
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
と
き
、
た
と
え
ば
、
人
間
の
自
然

に
徳
の
基
礎
を
求
め
る
徳
論
は
、
悪
徳
の
根
拠
を
、
魂
の
欲
望
的
部
分
が
理
性
的
部
分
を
倒
錯
的
に
従
属
さ
せ
る
生
得
的
な
性
向
に
よ

っ
て
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
、
共
感
論
は
、
サ
イ
コ
パ
ス
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
共
感
能
力
の
異
常
あ
る
い
は
人
間
に
本
性

的
に
備
わ
る
利
己
心
に
悪
徳
の
根
拠
を
求
め
る
だ
ろ
う
。
い
か
な
る
立
論
を
取
る
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
、
悪
や
不
正
の
現
象
が
、
そ
の

源
泉
と
し
て
の
人
間
本
性
に
備
わ
っ
た
悪
や
不
正
へ
の
性
向
と
い
う
実
体
的
な
概
念
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、
相
対
主
義
的

な
説
明
で
は
、
特
定
の
行
為
に
対
す
る
悪
や
不
正
の
評
価
は
、
評
価
者
た
ち
の
側
で
共
有
さ
れ
た
倫
理
的
見
解
に
依
拠
す
る
こ
と
で
導

出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
絶
対
的
に
悪
や
不
正
と
す
る
よ
う
な
規
範
的
実
体
を
何
か
想
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
奴
隷
制
が
悪

や
不
正
で
あ
る
の
は
、
評
価
者
の
有
す
る
欲
求
や
願
望
に
基
づ
い
た
否
定
的
評
価
が
相
互
に
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
相
対

主
義
的
立
場
で
は
、
悪
や
不
正
の
現
象
は
規
約
的
に
理
解
さ
れ
、
実
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
形

而
上
学
を
援
用
す
る
理
論
は
、
相
対
主
義
的
な
理
論
と
比
較
し
て
、
悪
や
不
正
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
規
範
的
実
体
概
念
を
一
つ

余
分
に
導
入
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
後
者
は
、
よ
り
簡
潔
な
説
明
モ
デ
ル
と
し
て
、
前
者
に
優
越
す
る
。

　

む
ろ
ん
、
以
上
の
立
論
は
、
相
対
主
義
的
理
論
が
、
実
践
的
現
象
に
関
し
て
我
々
の
有
す
る
日
常
的
直
感
を
、
形
而
上
学
的
理
論
モ

デ
ル
と
同
程
度
に
説
明
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
の
常
識
的
直
感
は
、
他
者
の
奴
隷
的
取
り
扱
い
の
禁
止
が
定

言
的
で
あ
る
こ
と
や
、
そ
の
よ
う
な
定
言
的
判
断
が
広
範
に
一
致
す
る
こ
と
を
抗
い
難
く
告
げ
て
い
る
。
先
の
立
論
が
成
功
す
る
の
は
、

形
而
上
学
的
理
論
で
あ
れ
ば
容
易
に
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
こ
の
よ
う
な
実
践
的
現
象
を
、
相
対
主
義
的
理
論
が
十
分
説
明
で
き
る
こ
と

（
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を
示
せ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
を
果
た
す
に
は
、
相
対
主
義
的
理
論
が
い
か
な
る
理
論
枠
組
で
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
主
張
を
掲

げ
る
か
を
明
確
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
本
稿
の
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　

本
稿
が
相
対
主
義
を
擁
護
す
る
第
二
の
理
由
は
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
で
初
め
て
、
可
謬
性
（
あ
る
い
は
規
範
的
基
礎
の
偶
有

性
）
の
状
態
が
適
切
に
理
解
さ
れ
、
本
当
の
意
味
で
の
可
謬
主
義
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
相
対

主
義
的
な
理
論
で
は
、
悪
や
不
正
は
実
体
的
で
は
な
く
規
約
的
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、「
私
の
行
為
が
可
謬
的
で
あ

る
」
と
い
う
状
態
も
、
現
在
の
行
為
が
悪
や
不
正
へ
の
性
向
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
将
来
に
お
い
て
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
る

状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
状
態
は
、
現
在
の
時
点
で
の
行
為
者
た
る
私
の
観
点
か
ら
は
正
し
い
・
善
い
と

肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
悪
や
不
正
へ
の
性
向
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
行
為
が
、
将
来
の
私
や
他
者
に
よ

っ
て
悪
・
不
正
と
否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
有
し
た
、
両
義
的
な
状
態
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
理
解

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
悪
や
不
正
へ
の
性
向
と
い
う
何
か
特
異
な
規
範
的
実
体
を
可
謬
性
の
説
明
に
用
い
る
こ
と
を
排
除
す
る
所
に
あ
る
。

　

可
謬
性
を
め
ぐ
る
以
上
二
つ
の
説
明
の
差
異
は
些
細
な
も
の
に
見
え
る
だ
ろ
う
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
悪
や
不
正
へ
の
性
向

を
用
い
て
可
謬
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
可
謬
主
義
を
採
用
し
て
い
る
と
口
で
は
述
べ
て
い
て
も
、「
ま
さ
か
自
ら
の
現
在
の

行
為
が
そ
の
よ
う
な
性
向
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
、
独
断
的
態
度
を
生
み
出
す
危
険
性
を
そ
の
理
論
構
造

上
は
ら
む
。
だ
が
、
相
対
主
義
的
な
悪
や
不
正
の
現
象
に
即
し
た
可
謬
性
の
理
解
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
こ
の
理
解
は
、
い
ま
私
が
正
し
い
・
善
い
と
評
価
す
る
一
切
の

4

4

4

行
為
に
関
し
て
、
例
外
な
く

4

4

4

4

、
そ
れ
ら
が
将
来
的
に
は
悪
・
不
正

と
い
う
評
価
へ
と
転
ず
る
可
能
性
を
想
定
・
認
識
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
可
謬
性
の
意
識
は
、
自
ら
の
行

為
評
価
と
そ
の
規
範
的
基
礎
に
両
義
的
な
不
安
定
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
で
、
先
述
し
た
よ
う
な
独
断
的
態
度
を
放
棄
さ
せ
る
。

　

筆
者
は
、
人
類
の
歴
史
を
顧
み
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
可
謬
性
の
意
識
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
る
。
た
と
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え
ば
、
本
稿
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
他
者
の
奴
隷
的
取
り
扱
い
が
、
古
代
世
界
に
お
い
て
も
南
北
時
代
の
南
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、

日
常
の
中
で
自
明
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
虐
殺
が
悪
魔
的
な
人
物
で
は
な
く
、
凡
庸
な
人

や
普
通
の
人
々
に
よ
り
遂
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら
事
実
が
示
す
の
は
、
い
か
に
悪
や
不
正
（
と
後
か
ら
評
価
さ
れ
る
行
為
）
が

我
々
の
日
常
生
活
の
内
に
潜
在
し
、
そ
れ
ら
の
規
範
的
評
価
が
自
明
な
も
の
と
し
て
不
問
と
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可

謬
主
義
を
掲
げ
る
ど
の
理
論
も
、
こ
う
し
た
日
常
的
生
活
の
根
底
に
潜
在
化
し
た
将
来
的
な
悪
や
不
正
を
可
視
化
し
う
る
だ
け
の
ラ
デ

ィ
カ
ル
さ
を
備
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
て
初
め
て
そ
の
理
論
は
自
ら
を
本
当
の
意
味
で
「
可
謬
主
義
的
」
と
形
容
し
う
る
。

　

こ
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
可
謬
性
の
意
識
の
獲
得
の
た
め
に
有
効
な
の
は
、
特
定
の
行
為
に
否
定
的
な
規
範
的
性
質
を
付
与
す
る
よ
う
な

悪
や
不
正
へ
の
性
向
を
実
体
化
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
実
体
化
は
、
悪
や
不
正
と
い
う
現
象
を
何
か
特
異
な
規
範

的
実
体
へ
と
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
現
在
の
我
々
の
多
く
に
と
っ
て
奴
隷
制
が
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
よ
う
に
、
悪
や

不
正
の
現
象
を
非4

日
常
化
し
て
し
ま
い
、「
ま
さ
か
現
在
の
私
は
ダ
グ
ラ
ス
の
主
人
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
は
お
ら
ず
、
い
か
な
る

形
で
あ
れ
他
者
を
抑
圧
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
無
根
拠
な
確
信
を
生
み
出
す
。
だ
が
、
こ
の
独
断
が
、
日
常
的
に
当
然
の
よ

う
に
正
し
い
・
善
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
現
在
の
私
の
行
為
が
悪
・
不
正
で
あ
る
潜
在
的
可
能
性
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
。
こ
の
可
能

性
の
可
視
化
の
た
め
に
こ
そ
必
要
な
の
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
悪
や
不
正
は
実
体
的
に
存
在
せ
ず
、
単
な
る
規
約
上
の
産
物
に
過

ぎ
ぬ
と
い
う
相
対
主
義
的
な
理
解
な
の
で
あ
る
。
本
稿
が
、
現
在
の
思
想
状
況
に
い
く
ぶ
ん
逆
行
す
る
形
で
、
形
而
上
学
（
基
礎
づ

け
）
か
あ
る
い
は
相
対
主
義
（
反
基
礎
づ
け
）
か
と
い
う
二
項
対
立
的
図
式
の
下
で
、
徳
論
に
お
け
る
悪
や
不
正
を
め
ぐ
る
判
断
の
基

礎
づ
け
可
能
性
を
粘
着
的
に
検
討
し
た
の
も
、
ど
の
よ
う
に
悪
や
不
正
の
現
象
を
説
明
す
る
か
と
い
う
僅
か
な
差
異
に
、「
中
途
半
端

な
」
可
謬
主
義
か
ら
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
」
可
謬
主
義
へ
移
行
す
る
鍵
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　

む
ろ
ん
、
以
上
の
可
謬
主
義
に
関
す
る
主
張
は
、
第
一
の
理
由
で
あ
る
、
相
対
主
義
的
な
実
践
的
現
象
の
説
明
の
最
良
性
を
前
提
と

（
85
）
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す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
に
せ
よ
本
稿
は
、
相
対
主
義
的
理
論
の
構
築
と
そ
の
最
良
性
の
論
証
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
れ
に
加
え
、

世
界
に
は
絶
対
的
な
善
・
悪
、
正
・
不
正
が
存
在
し
な
い
と
理
論
的
に
考
え
る
こ
と
と
、
自
身
の
行
為
を
善
い
・
正
し
い
も
の
に
し
よ

う
と
す
る
実
践
的
努
力
と
が
い
か
に
両
立
し
う
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
も
応
答
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

D
avidH

um
e,A

 T
reatise of H

um
an N

ature,D
avidF.N

ortonandM
aryJ.N

orton(Eds.),O
xfordU

niversityPress,2000,
pp.3-6

〔『
人
間
本
性
論　
第
一
巻　
知
性
に
つ
い
て
』（
木
曾
好
能
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
五
─
一
〇
頁
〕。
以
下
、『
人
間
本

性
論
』
へ
の
参
照
指
示
はT

H
N

と
略
記
し
本
文
に
記
載
す
る
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
原
著
、
漢
数
字
は
邦
訳
書
）。
第
三
巻
の
邦
訳
と
し
て
、『
人

間
本
性
論　
第
三
巻　
道
徳
に
つ
い
て
』（
伊
勢
俊
彦
・
石
川
徹
・
中
釜
浩
一
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）。

林
誓
雄
『
襤
褸
を
纏
っ
た
徳
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
五
九
─
六
二
頁
。T

N
H

,384,

一
六
四
も
参
照
。

以
下
で
は
、
同
上
、
第
二
章
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
一
般
的
観
点
と
一
般
的
規
則
と
の
関
係
を
筆
者
な
り
に
整
理
し
て
い
く
。

以
上
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
同
上
、
六
九
─
七
三
頁
を
参
照
。

襤
褸
を
纏
っ
た
徳
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。T

H
N

,373-374,

一
四
五
─
一
四
六；

同
上
、
七
三
─
七
五
頁
。

FrederickD
ouglass,A

utobiographies,LiteraryClassicsoftheU
nitedStates,1994,p.62

〔

『
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制
を
生
き

る
』（
専
修
大
学
文
学
部
歴
史
学
科
南
北
ア
メ
リ
カ
史
研
究
会
訳
、
樋
口
映
美
監
修
、
彩
流
社
、
二
〇
一
六
年
）
一
〇
九
頁
〕。〔　

〕
は
筆
者
。

Ibid.,p.40

〔
七
六
頁
〕。〔　

〕
は
筆
者
。［　

］
は
訳
者
。

林
は
、
こ
の
時
間
と
い
う
要
素
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
論
の
重
要
な
特
徴
だ
と
し
て
い
る
。
林
誓
雄
、
前
掲
註
（
67
）、
第
八
章
。

M
ichaelSlote,M

orals from
 M

otives,O
xfordU

niversityPress,2001,pp.4-7.
Ibid.,p.38.
M

ichaelSlote,M
oral Sentim

entalism
,O

xfordU
niversityPress,2010,pp.15-16.

以
下M

S

と
略
記
し
本
文
中
で
参
照
指
示
を

行
う
。
ス
ロ
ー
ト
は
、
現
代
に
お
け
る
“em

pathy

”を
ヒ
ュ
ー
ム
の
“sym

pathy

”と
同
等
と
み
な
す
の
で
（Ibid., p.30

）、
本
稿
で
は
ど
ち

ら
も
共
感
と
訳
出
し
た
。

M
ichaelSlote,T

he E
thics of Care and E

m
pathy,Routledge,2007,p.28.

Ibid.,pp.29-30.

（
66
）

（
67
）

（
68
）

（
69
）

（
70
）

（
71
）

（
72
）

（
73
）

（
74
）

（
75
）

（
76
）

（
77
）

（
78
）
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Ibid.,p.31.

“fullydeveloped

”の
訳
語
に
つ
い
て
。
ス
ロ
ー
ト
は
、
十
分
に
発
達
し
た
共
感
能
力
を
、
車
の
運
転
能
力
の
よ
う
に
通
常

人
の
誰
し
も
が
身
に
付
け
う
る
も
の
と
し
、
通
常
よ
り
も
高
水
準
で
共
感
能
力
を
発
揮
す
る
人
は
称
賛
の
対
象
に
な
る
と
す
る
（Ibid.,p.34

）。

“fullydeveloped

”を
「
完
全
に
発
達
し
た
」
と
訳
す
と
、
こ
の
主
張
と
非
整
合
的
な
印
象
を
受
け
る
の
で
「
十
分
に
発
達
し
た
」
と
訳
出
し
た
。

M
artinL.H

offm
an,E

m
pathy and M

oral D
evelopm

ent,Cam
bridgeU

niversityPress,2000,pp.150-171

〔『
共
感
と
道
徳
性

の
発
達
心
理
学
』（
菊
池
章
夫
・
二
宮
克
美
訳
、
川
島
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
六
─
一
八
九
頁
〕。

Ibid., pp.282-283

〔
三
一
三
─
三
一
四
頁
〕。
注
意
す
べ
き
は
、
以
上
の
議
論
は
共
感
と
い
う
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
存
在
を
主
張
す

る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
発
達
の
仕
方
の
相
対
性
を
論
ず
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

JürgenH
aberm

as,N
achm

etaphysisches D
enken,Suhrkam

p,1988,Ch.3

〔『
ポ
ス
ト
形
而
上
学
の
思
想
』（
藤
澤
賢
一
郎
・
忽
那

敬
三
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
〇
年
）
第
三
章
〕。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
生
ま
れ
な
が
ら
の
奴
隷
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
。
前
掲
註
（
53
）、
第
一
巻
第
五
章
。
た
だ
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
奴
隷
が
悪
徳
で
あ
る
と
は
論
じ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
奴
隷
な
ら
で
は
の
服
従
の
徳
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
か
つ
形
而
上
学
的
な
徳
論
を
擁
護
す
る
者
が
、
悪
徳
の
根
拠
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
生
得
的
に
備

わ
っ
た
倒
錯
的
な
傾
向
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
ス
ロ
ー
ト
は
サ
イ
コ
パ
ス
が
共
感
能
力
に
関
し
て
異
常
が
あ
る
た
め
に
、
適
切
な
道
徳
的
判
断
が
で
き
な
い
こ
と
に
言
及
し
て

い
る
。M

S,54-55

を
参
照
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ソ
ン
は
、
悪
の
起
源
を
利
己
心
に
求
め
る
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ハ
チ
ソ
ン
『
美
と
徳
の

観
念
の
起
原
』（
山
田
英
彦
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
八
三
年
）
一
三
八
頁
。

周
知
の
よ
う
に
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン
の
「
凡
庸
さ
」
を
報
告
し
て
い
る
。H

annahA
rendt,E

ich-
m

ann in Jerusalem
,T

heV
ikingPress,1963

〔『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（
大
久
保
和
郎
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
）〕。

ま
た
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
差
別
意
識
を
有
し
て
い
な
い
普
通
の
人
々
が
警
察
予
備
大
隊
と
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
関
与
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ChristopherR.Brow
ning,O

rdinary M
en, reviseded.,H

arperCollinsPublishers,2017

〔『
増
補　
普
通
の
人
び
と
』（
谷
喬
夫
訳
、

筑
摩
書
房
、
二
〇
一
九
年
）〕。

＊
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
助
成
金
特
別
研
究
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奨
励
費
（
課
題
番
号18J10353

）
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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