
誠
実
さ
と
い
う
問
題

ー
カ
ン
ト
倫
理
学
形
成
史
へ
の
一
視
点
1

御
子
柴
　
善
　
之

は
じ
め
に

　
流
行
に
樟
差
し
て
思
想
の
言
葉
を
紡
ぎ
続
け
よ
う
と
す
る
人
は
別
と
し
て
、

思
索
に
携
わ
る
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
、
そ
の
人
自
身
が
誠
実
で
あ
る
こ
と
に

は
特
別
の
道
徳
的
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
白
分
が
真
と
見
な
し
て

い
な
い
事
柄
を
不
誠
実
に
も
真
で
あ
る
と
口
に
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
思
索
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

か
な
る
前
進
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
小
論
で
扱
う
カ
ン
ト
の
思
索
の
歩

み
も
ま
た
、
誠
実
さ
を
隠
れ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
含
み
も
っ
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
貫
く
理
性
の
二
律
背
反
と
い

う
観
点
か
ら
例
示
し
て
み
よ
う
。
晩
年
の
カ
ン
ト
の
書
簡
に
は
、
「
私
が
そ
こ
か

ら
出
発
し
た
地
点
は
、
神
の
現
存
在
の
探
究
や
不
死
の
探
究
な
ど
で
は
な
く
、

む
し
ろ
純
粋
理
性
の
二
律
背
反
で
す
。
（
中
略
）
そ
れ
が
私
を
独
断
の
仮
睡
か
ら

は
じ
め
て
目
覚
め
さ
せ
、
そ
し
て
理
性
の
自
己
自
身
と
の
見
か
け
上
の
矛
盾
と

い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
廃
棄
す
べ
く
理
性
そ
の
も
の
の
批
判
へ
と
向
か
わ
せ
た

誠
実
さ
と
い
う
問
題

　
　
＾
2
〕

の
で
す
」
と
い
う
文
言
が
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
理
性
の
白
己
矛
盾
と

し
て
の
二
律
背
反
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、
そ
れ
を
解
決
す
べ
く
理
性
批
判
に

向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
白
己
矛
盾
は
宇
宙
論
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば

世
界
に
関
す
る
理
性
的
推
論
の
系
列
を
極
隈
ま
で
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
姿

を
表
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
推
論
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
自
己
矛
盾
を
明

ら
か
に
し
、
そ
れ
を
自
ら
の
人
間
理
性
の
課
題
と
し
て
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
に

は
、
す
で
に
一
つ
の
誠
実
さ
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
、
他
方
で
カ
ン
ト
自
身

は
理
性
の
可
能
性
を
深
く
信
頼
す
る
人
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、

こ
の
こ
と
は
よ
り
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ま
さ
に
理
性
批
判
を
遂

行
し
て
い
る
期
間
に
書
か
れ
た
あ
る
論
文
は
、
次
の
よ
う
な
呼
び
か
け
で
終
っ

て
い
る
。
「
人
類
と
人
類
に
と
っ
て
最
も
神
聖
な
も
の
の
友
よ
。
慎
重
で
率
直
な

吟
味
を
経
て
君
た
ち
に
最
も
信
じ
る
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
受
け
入
れ

な
さ
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
時
は
事
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
時
は
理

性
的
根
拠
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
た
だ
、
理
性
を
地
上
の
最
高
善
に
す
る

も
の
、
す
な
わ
ち
真
理
の
最
終
的
な
試
金
石
で
あ
る
と
い
う
特
権
を
、
理
性
か

＝
＝



ら
奪
い
取
る
こ
と
だ
け
は
い
け
な
い
。
」
（
自
崖
①
）
先
行
す
る
文
脈
を
抜
き
に
し

て
こ
の
文
章
を
読
む
隈
り
、
彼
に
は
理
性
の
特
権
性
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
微

塵
も
な
い
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
人
間
理
性
の
「
運
命
」
（
＞
曽
）
と
し
て
の
自

己
矛
盾
を
発
見
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
目
を
離
す
こ
と
な
く
、
そ
の
帰
趨
を
見
定

め
つ
つ
、
理
性
が
真
理
の
試
金
石
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
と
隈
界
を
確
定
す

る
こ
と
で
、
理
性
の
自
己
自
身
と
の
一
致
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
誠

実
な
思
索
が
誠
実
さ
そ
の
も
の
を
希
求
す
る
歩
み
の
一
例
を
見
る
こ
と
は
許
さ

　
　
＾
3
）

れ
よ
う
。

　
も
と
よ
り
、
小
論
は
カ
ン
ト
の
人
柄
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
「
誠
実
さ
」
と
い
う
事
柄
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト

倫
理
学
の
形
成
過
程
に
一
筋
の
光
を
照
射
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
自
己
自
身

に
対
す
る
義
務
や
形
式
的
な
定
言
命
法
が
語
ら
れ
出
す
過
程
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
位
言
す
れ
ば
、
小
論
は
「
誠
実
さ
」
と
い
う
概
念
に
つ

い
て
、
そ
の
概
念
史
的
研
究
を
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
源
泉
史
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
今
日
の
私
た
ち
が
カ
ン
ト

倫
理
学
を
自
分
の
も
の
に
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
道
筋
に
お

い
て
で
あ
る
か
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
方
途
と
し
て
「
誠
実

さ
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
た
理
由
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
具
体
的
な

倫
理
規
定
に
対
し
て
そ
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
根
底
的
次
元
に
位
置
す
る
が

ゆ
え
に
、
い
か
な
る
道
徳
批
判
を
も
超
出
し
現
代
的
意
義
を
保
持
で
き
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

、
誠
実
さ
ー
そ
の
概
念
と
間
題

三
二

　
ま
ず
は
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
に
カ
ン
ト
自
身
が
言
及
し
て
い
る
箇

所
を
確
認
し
た
い
。
彼
の
晩
年
の
著
作
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』
（
一

七
九
八
年
）
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

　
「
自
己
自
身
を
告
白
す
る
内
面
に
お
い
て
も
、
ま
た
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
他
人
に

対
す
る
振
舞
い
に
お
い
て
も
、
誠
実
さ
＾
峯
筈
｝
箒
訂
ぎ
5
を
最
上
の
格
率

に
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
は
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
一
人
の
人
間
の

意
識
を
唯
一
証
明
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、

ひ
と
が
理
性
的
人
間
に
要
求
で
き
る
最
小
限
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
（
人
間

の
尊
厳
と
い
う
）
内
的
価
値
の
最
大
隈
で
も
あ
る
。
」
（
≦
8
㎝
）

　
こ
れ
は
、
人
間
が
性
格
（
0
5
冨
ζ
胃
）
を
も
っ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を

論
じ
る
箇
所
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
主
張
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
性
格
を
も
つ
」

と
は
、
あ
る
人
が
自
分
の
意
志
規
定
に
お
い
て
従
う
一
定
の
原
則
を
も
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
原
則
の
所
有
・
保
持
が
自
然
的
要
因
に
由
来
せ

ず
、
そ
の
人
自
身
が
そ
の
よ
う
に
自
ら
を
作
り
上
げ
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
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（
曽
8
岸
）
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
原
則
は
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
一

る
根
本
用
語
で
言
え
ば
、
格
率
（
く
費
ぎ
①
）
に
当
た
る
。
格
率
は
「
意
志
作

用
の
主
観
的
原
理
」
（
ミ
§
－
＞
目
員
一
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
「
困
っ
て
い
る
人

を
見
か
け
た
と
き
に
は
い
つ
で
も
、
可
能
な
限
り
の
援
助
を
惜
し
ま
な
い
よ
う

に
し
よ
う
」
、
「
自
分
の
幸
福
を
脅
か
す
も
の
は
、
ど
ん
な
手
段
を
使
っ
て
で
も

排
除
し
よ
う
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
。
先
の
引
用
で
は
、
そ
の
最
上
の
格
率
に



誠
実
さ
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
は
自
分
自
身
を
性
格
を
も
っ
た
人
間
と
し

て
意
識
し
、
自
ら
の
尊
厳
を
最
大
限
意
識
で
き
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
「
ど
ん

な
場
合
で
も
誠
実
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
原
則
を
も
つ
こ
と
が
、
自
ら
の
か
け
が

え
の
な
さ
を
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
カ
ン
ト
自
身
は
説
明
し
て

い
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。
誠
実
に
生
き
る
つ
も
り
の
な
い
人
、

自
ら
の
採
用
す
る
格
率
と
一
致
し
て
生
き
る
つ
も
り
の
な
い
人
に
は
、
そ
も
そ

も
格
率
採
用
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
何
ら
有
意
な
原
理
・
原
則

が
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
人
に
は
自
由
な
意
志
規

定
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
へ
の
意
志
規
定
は
、
主
観
的
原
理
か
ら
理

性
的
推
論
を
経
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
、
そ
の
行
為
が
産
む
結
果
へ
の
利
害
関
心

に
よ
つ
て
も
た
ら
さ
れ
る
か
の
い
ず
れ
か
だ
が
、
あ
る
行
為
に
際
し
て
格
率
（
主

観
的
原
理
）
の
採
用
が
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
選
択
は
結
果

へ
の
利
害
関
心
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
つ
ね
に
感
性
的
自
然
的
要
因
に
対
し

て
受
動
的
・
被
拘
束
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
よ
う
な
人
は
自
律
的
自
由
の

主
体
た
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
人
は
、
白
ら
の
尊
厳
（
か
け
が
え

の
な
さ
）
を
意
識
で
き
な
い
。

　
カ
ン
ト
が
誠
実
さ
と
い
う
問
題
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。

さ
ら
に
、
同
じ
く
晩
年
の
著
作
『
道
徳
形
而
上
学
』
（
一
七
九
七
年
）
か
ら
、
虚

言
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
主
張
を
引
用
し
た
い
。

　
「
自
分
が
他
人
に
言
う
こ
と
を
（
た
と
え
そ
の
他
人
が
た
ん
に
観
念
的
な
人
格

で
あ
る
と
し
て
も
）
、
自
分
で
信
じ
て
い
な
い
よ
う
な
人
間
は
、
仮
に
そ
の
人
が

た
ん
な
る
物
件
で
あ
る
と
し
た
場
合
よ
り
も
、
ま
だ
わ
ず
か
の
価
値
し
か
も
た

誠
実
さ
と
い
う
問
題

な
い
。
」
（
≦
§
㊤
）

　
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
塵
言
よ
り
は
不
誠
実
と
見
る
方
が
適
当

で
あ
る
。
塵
言
は
一
つ
の
行
為
だ
が
、
こ
こ
で
は
行
為
で
は
な
く
一
人
の
人
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
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全
体
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
誠
実
さ
を
欠
い
た
人
間
は
た
ん
な

る
物
件
ほ
ど
の
価
値
さ
え
も
た
な
い
と
い
う
こ
の
主
張
は
、
い
か
に
も
自
律
的

個
人
と
い
う
近
代
的
人
間
像
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

な
ぜ
な
ら
、
誠
実
さ
を
も
つ
こ
と
で
人
間
は
自
己
自
身
と
一
致
し
て
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
自
律
的
個
人
の
生
き
方
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
、

そ
れ
を
毅
損
す
る
人
間
は
「
人
問
そ
の
も
の
で
は
な
い
」
（
9
9
監
）
と
さ
え

言
い
切
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
英
文
学
な
ど
の
研
究
者
で
あ
り
文
芸
評
論
家

で
も
あ
っ
た
ト
リ
リ
ン
グ
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
道
徳
生
活
は
そ
の
歴
史
の
あ
る

時
点
で
そ
れ
自
体
に
一
つ
の
新
し
い
要
素
、
わ
れ
わ
れ
が
誠
実
さ
（
9
昌
①
H
ξ
）

と
呼
ぶ
自
己
の
状
態
な
い
し
質
を
付
け
加
え
た
」
と
い
う
視
点
を
提
示
し
て

　
＾
7
〕い

る
。
こ
こ
で
「
あ
る
時
点
」
と
言
わ
れ
る
の
は
近
代
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
近
代
、
さ
ら
に
限
定
し
て
カ
ン
ト
と
同
時
代
に
お
い
て
も
、
事
柄
は
も
う

少
し
複
雑
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ト
リ
リ
ン
グ
が
問
題
を
単
純
化
し
て

い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
）
カ
ン
ト
と
同
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
ヴ
ァ
ル
ヒ
の

『
哲
学
事
典
』
（
第
四
版
、
一
七
七
五
年
）
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
「
誠
実
さ
と
は
、
真
実
を
語
ろ
う
と
す
る
努
力
で
あ
り
、
ま
た
心
中
に
懐
く
も

の
以
外
を
口
に
す
ま
い
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誠
実
さ
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

白
体
に
お
い
て
は
徳
で
も
悪
徳
で
も
な
い
。
」

　
こ
こ
で
誠
実
さ
が
「
徳
で
も
悪
徳
で
も
な
い
」
と
言
わ
れ
る
理
由
は
、
真
実

一
一
一
一
一
一



を
語
る
こ
と
が
私
た
ち
の
義
務
や
効
用
さ
ら
に
は
「
健
全
な
理
性
」
に
背
反
す

る
こ
と
も
あ
り
、
逆
に
、
真
実
を
隠
す
こ
と
が
思
慮
に
適
う
こ
と
も
あ
る
と
い

う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。
「
も
し
誠
実
さ
が
そ
れ

自
体
そ
し
て
そ
の
本
性
上
一
つ
の
徳
で
あ
る
と
し
た
ら
、
あ
ら
ゆ
る
裏
切
り
が

徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
裏
切
り
者
は
真
実
を
語
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
〕

よ
っ
て
裏
切
り
者
に
な
る
の
だ
か
ら
。
」
し
た
が
っ
て
、
真
実
を
語
ろ
う
と
す
る

と
い
う
意
味
で
の
誠
実
さ
を
も
っ
て
事
柄
に
当
た
る
か
否
か
に
は
、
そ
れ
に
先

行
す
る
判
断
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
有
徳
で
あ
る
か
否
か
は
そ
の
判
断
に
お
い

て
語
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
に
、
晩
年
の
カ
ン
ト
が
誠
実
さ

に
根
底
的
な
位
置
を
与
え
た
こ
と
を
見
た
が
、
当
時
の
事
典
の
一
つ
は
明
ら
か

に
そ
れ
と
は
異
な
る
説
明
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
誠
実
さ
を
近
代
的
個
人

の
徳
目
と
言
っ
て
済
ま
せ
ら
れ
な
い
間
題
が
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
誠
実
さ
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
て
書
か
れ
た
、
ボ
ル
ノ
ー
と
コ
ン

ト
ー
－
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
文
章
を
参
考
に
し
つ
つ
、
こ
の
概
念
へ
の
問
い
を

明
確
に
し
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
ヴ
ァ
ル
ヒ
の
『
哲
学
事
典
』
と
カ
ン
ト
の
所

説
と
の
対
比
に
よ
っ
て
も
明
確
に
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
誠
実
さ
の
道
徳
的
価
値

は
そ
の
対
象
に
依
存
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
間
題
が
あ
る
。
前
者
は
明
ら
か
に

依
存
す
る
と
考
え
て
い
る
。
コ
ン
ト
H
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
も
ま
た
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

ヴ
ィ
チ
に
賛
成
し
つ
つ
、
こ
の
間
い
に
肯
定
的
に
答
え
て
い
る
。
彼
は
、
ヒ
ト

ラ
ー
に
忠
誠
を
誓
っ
た
ナ
チ
親
衛
隊
員
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、
誠
実
で
あ
れ
ば
何

も
か
も
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
言
う
。
し
か
し
、
遣
徳
的
に
許
容
可

能
な
行
為
を
す
る
際
に
、
そ
こ
に
誠
実
さ
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

行
為
の
道
徳
的
価
値
に
差
異
が
生
ま
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
誠

実
に
行
わ
れ
た
行
為
の
方
が
高
く
評
価
さ
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
い
っ

た
ん
誠
実
に
受
け
容
れ
た
事
柄
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
た
び
そ
の
愚
か
さ
に
気
づ

い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
撤
回
す
る
こ
と
自
体
も
一
つ
の
誠
実
さ
の
表
れ
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
誠
実
さ
に
は
そ
の
対
象
に
依
存
し
な
い
道
徳

的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
カ
ン
ト
が
誠
実
さ
を
最
上
の
格
率

と
し
て
採
用
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
誠
実
さ
は
た
ん
に
他
人
に
対
す
る
義
務
に
過
ぎ
な
い
か
、
そ
れ
と

も
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
で
も
あ
る
か
、
あ
る
い
は
端
的
に
自
己
自
身
に
対

す
る
義
務
な
の
か
と
い
う
間
題
が
あ
る
。
誠
実
さ
は
、
言
語
使
用
に
よ
っ
て
成

立
す
る
行
為
共
同
体
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
の
例
と
し

て
と
き
に
他
人
と
の
約
束
の
遵
守
に
お
け
る
誠
実
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、

他
人
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ン

ト
が
遣
徳
哲
学
の
講
義
を
す
る
際
に
教
科
書
と
し
て
使
用
し
た
、
バ
ウ
ム
ガ
ル

テ
ン
の
『
哲
学
的
倫
理
学
（
厚
巨
8
昌
＝
o
ω
o
口
巨
s
一
』
（
第
三
版
、
一
七
六
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

で
は
、
誠
実
さ
（
8
邑
o
H
）
が
他
人
に
対
す
る
義
務
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
一

そ
れ
は
、
一
七
七
〇
年
代
中
葉
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
遣
徳
哲

学
講
義
録
、
「
コ
リ
ン
ズ
遭
徳
哲
学
」
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
（
さ
畠
　
宣
†

畠
㎝
）
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
晩
年
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
で
誠
実
さ
へ
の
言
及
が

見
ら
れ
る
の
は
、
自
己
白
身
に
対
す
る
義
務
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
（
≦
§
⑩
）
。

ボ
ル
ノ
ー
も
ま
た
、
「
あ
ら
ゆ
る
誠
実
さ
は
、
そ
の
本
性
に
従
え
ば
、
い
つ
で
も

必
ず
内
的
な
誠
実
さ
で
あ
る
。
他
の
誠
実
さ
は
存
在
し
な
い
。
誠
実
さ
は
人
間



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
H
－

の
自
己
自
身
に
対
す
る
振
舞
い
に
関
わ
っ
て
い
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
自
己

自
身
に
対
し
て
誠
実
で
あ
る
と
は
、
い
か
な
る
事
態
な
の
か
。

　
第
三
に
、
誠
実
さ
は
他
の
徳
目
に
対
し
て
特
別
な
地
位
を
も
つ
か
、
も
つ
と

し
た
ら
い
か
な
る
地
位
を
い
か
な
る
仕
方
で
も
つ
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ

の
最
初
の
問
い
に
対
す
る
、
ボ
ル
ノ
ー
と
コ
ン
ト
ー
－
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
の
答
え
は

一
致
し
て
い
る
。
後
者
か
ら
引
用
し
よ
う
。
「
誠
実
さ
は
、
他
の
諸
価
値
の
内
の

一
つ
の
価
他
で
も
、
他
の
諦
徳
の
内
の
一
つ
の
徳
で
も
な
い
。
誠
実
さ
は
、
諸

価
値
と
諦
徳
が
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
し
、
そ
れ
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ

　
＾
H
－

る
。
」
こ
こ
で
は
、
誠
実
さ
が
他
の
も
ろ
も
ろ
の
徳
に
比
し
て
重
要
で
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
誠
実
さ
は
、
ボ
ル
ノ
ー
の
表
現
を
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
〕

れ
ば
、
他
の
諸
徳
の
「
可
能
性
の
条
件
」
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
い
か
な
る
意
味
で
可
能
性
の
条
件
な
の
か
。
誠
実
さ
を
過
去
に
対
す
る

記
憶
の
問
題
と
し
て
考
え
る
コ
ン
ト
H
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
は
、
「
同
じ
で
あ
り
続

け
る
こ
と
の
徳
」
と
し
て
の
誠
実
さ
が
な
け
れ
ば
「
道
徳
的
主
体
」
が
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
加
〕

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
道
徳
的
主
体
が
過
去
と
の
関
係
に
よ
っ
て

の
み
成
立
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
主
体
を
可
能
に
す
る
誠
実
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

対
し
て
は
、
そ
れ
が
「
退
行
的
か
つ
回
顧
的
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
ト
リ
リ
ン
グ
の
指
摘
が
当
を
得
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
誠
実
さ
が
い
か
に
し
て
諸
徳
の
可
能
性
の
条
件
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
批
判
期
以
降
の
成
熟
し
た
カ
ン
ト
倫
理
学
は
誠
実
さ

と
い
う
間
題
を
た
い
へ
ん
重
視
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
カ
ン

ト
倫
理
学
の
形
成
過
程
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
は
以
上
の
問
い
に
対

　
　
　
　
　
　
誠
実
さ
と
い
う
問
題

す
る
一
定
の
観
点
か
ら
の
答
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
以

上
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
倫
理
学
の
基
本
性
格
も
ま
た

よ
り
明
瞭
に
そ
の
姿
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
誠
実
さ
と
牢
言
命
法

　
あ
ら
ゆ
る
実
質
的
規
定
原
理
を
排
し
た
形
式
的
な
定
言
命
法
が
カ
ン
ト
倫
理

学
の
基
本
性
格
を
代
表
す
る
こ
と
に
は
議
論
の
余
地
が
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
文
言
に
は
小
論
の
主
題
で
あ
る
誠
実
さ
と
の
明
示
的
な
関
係
は
見
ら
れ
な

い
。
で
は
定
言
命
法
と
誠
実
さ
と
は
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
こ
と
は
、
決
し
て
強
引
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
と

え
ば
、
す
で
に
リ
ー
デ
ル
が
そ
の
著
書
『
判
断
力
と
理
性
』
の
中
で
、
誠
実
で

あ
る
こ
と
へ
の
義
務
が
「
定
言
命
法
の
原
型
a
ユ
o
『
昌
）
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

　
　
　
一
㎎
一

し
て
い
る
。
実
際
、
若
き
カ
ン
ト
に
も
、
誠
実
さ
と
い
う
問
題
や
道
徳
的
命
令

の
間
題
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
カ
ン
ト
が
『
美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
観
察
』
一
一
七
六
四
年
一

で
「
誠
実
さ
」
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
確
認
し
た
い
。

　
「
誠
実
さ
は
崇
高
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
〔
こ
こ
ろ
が
憂
欝
質
の
人
〕
は
嘘
や
ご

ま
か
し
を
憎
む
。
彼
は
人
間
本
性
の
尊
厳
に
つ
い
て
の
高
次
の
感
情
を
も
っ
て

い
る
。
彼
は
白
分
自
身
を
尊
重
し
、
そ
し
て
人
間
を
〔
被
造
物
で
は
あ
る
が
〕

尊
敬
に
値
す
る
被
造
物
で
あ
る
と
見
な
す
。
彼
は
い
ま
わ
し
い
隷
属
を
耐
え
忍

ぶ
こ
と
な
く
、
高
貴
な
胸
の
内
で
自
由
を
呼
吸
し
て
い
る
。
」
（
－
曽
H
、
〔
〕
内

一
一
一
五



は
引
用
者
に
よ
る
。
）

　
こ
れ
は
、
人
間
の
性
格
を
生
理
学
的
に
分
類
す
る
際
に
導
入
さ
れ
る
四
区
分

（
憂
誰
質
、
多
血
質
、
胆
汁
質
、
粘
液
質
）
に
お
け
る
憂
醤
質
の
人
に
つ
い
て
加

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
一

え
ら
れ
た
注
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、
誠
実
さ
は
崇
高
で
あ
る
と
い
う
主
張
そ
の

も
の
は
憂
醤
質
か
ら
独
立
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
私
た
ち
も
こ
の
「
崇
高
」

に
注
目
し
よ
う
。
こ
の
著
作
で
カ
ン
ト
は
、
観
察
者
の
立
場
か
ら
、
崇
高
を
さ

ま
ざ
ま
の
性
質
と
結
び
っ
け
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
「
長
い
持
続
」
（
－
曽
〇
一
、

「
普
遍
性
」
（
目
曽
⑦
）
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
引
用
文
で
言
及
さ

れ
る
誠
実
さ
に
も
、
彼
は
持
続
性
・
普
遍
性
を
結
び
つ
け
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
誠
実
さ
の
も
つ
性
質
の
側
か
ら
考
え
て
も
首
肯
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

守
る
つ
も
り
の
な
い
約
束
を
す
る
こ
と
（
嘘
）
を
憎
む
こ
と
は
、
い
っ
た
ん
他

人
と
約
束
す
れ
ば
そ
れ
を
後
に
な
っ
て
も
守
る
と
い
う
持
続
性
を
尊
重
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ご
ま
か
し
を
憎
む
こ
と
は
、
発
話
に
お
い
て
は
自
分
が
真
と
見
な

す
こ
と
を
語
る
と
い
う
自
已
自
身
と
の
一
致
を
保
つ
こ
と
で
、
普
遍
的
な
人
間

集
団
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
）
の
一
員
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
が
持
続
性
と
普
遍
性
を
実
現
す
る
こ
と
と
し

て
崇
高
な
こ
と
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
崇
高
を
「
真
の
徳
」
と
結
び
つ
け
る
。
「
私
は
、
原

則
に
基
づ
く
徳
を
真
の
徳
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
、
こ
れ
だ

け
が
崇
高
で
尊
い
徳
で
あ
る
。
」
（
目
曽
声
）
真
の
徳
で
あ
る
た
め
に
は
原
則
に

基
づ
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
場
合
に
の
み
、
徳
は

崇
高
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
勇
敢
さ
は
、
個
別
の
行
為
に
お
い
て
勇
敢
さ

三
六

が
発
揮
さ
れ
る
眼
り
で
は
、
真
の
徳
と
見
な
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
崇
高
で
も

な
い
。
「
つ
ね
に
勇
敢
で
あ
れ
／
あ
ろ
う
」
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
い
る
場
合

に
の
み
、
そ
れ
は
真
の
徳
な
の
で
あ
る
。
「
基
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
点
に
注
目

し
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
れ
ば
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
私
は
「
つ
ね

に
勇
敢
で
あ
れ
／
あ
ろ
う
」
と
い
う
原
則
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
自

分
の
原
則
に
一
致
し
て
（
誠
実
に
）
、
こ
の
行
為
を
し
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
勇
敢
さ
が
真
の
徳
に
な
る
た
め
に
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
て
い
る
。
墾
言
す
れ
ば
、
勇
敢
さ
と
い
う
原
則
へ
の
誠
実
さ
が
要
求
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
あ
ら
ゆ
る
徳
の
根
本
に
そ
の
「
可
能
性
の
条
件
」
と
し

て
誠
実
さ
を
置
く
と
い
う
発
想
の
根
拠
が
あ
る
。
で
は
、
崇
高
な
も
の
と
さ
れ

た
誠
実
さ
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
上
述
の
よ
う
に
、
誠
実
さ
は
す
で
に
そ

の
性
質
に
お
い
て
持
続
性
と
普
遍
性
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ

ば
、
誠
実
さ
は
、
そ
れ
白
体
で
つ
ね
に
原
則
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
誠
実
さ
が
そ
れ
自
体
で
崇
高
な
真
の
徳
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
若
き
カ
ン
ト
は
、
遣
徳
の
最
高
原
則
を
「
つ
ね
に
誠
実
で
あ
れ
」

と
表
現
し
た
だ
ろ
う
か
。
六
〇
年
代
の
文
章
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
共
に
、
成
熟
し
た
カ
ン
ト
倫
理
学
が
提
示
す
る
定
言

命
法
へ
の
道
筋
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

　
真
の
徳
は
原
則
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
道
徳
的

原
則
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
す
ろ
言
及
は
、

す
で
に
論
文
『
自
然
神
学
と
道
徳
の
原
則
の
判
明
性
』
（
一
七
六
四
年
出
版
、
た

だ
し
執
筆
は
六
二
年
一
に
見
ら
れ
る
。
彼
は
そ
こ
で
、
拘
束
力
を
も
つ
命
題
す



な
わ
ち
当
為
を
表
現
す
る
命
題
に
は
二
通
り
が
あ
り
、
そ
れ
は
特
定
の
目
的
を

前
提
し
た
上
で
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
を
命
じ
る
も
の
と
、
他
の
目
的

を
前
提
せ
ず
に
特
定
の
目
的
の
実
現
を
命
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
前
者
は
「
手
段
の
必
然
性
」
を
表
現
す
る
が
、
そ
れ

に
先
行
す
る
目
的
が
偶
然
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
ゆ
え
に
、
拘
束
力
を
も
つ

と
は
言
え
な
い
と
さ
れ
、
「
目
的
の
必
然
性
」
を
表
現
す
る
後
者
だ
け
が
道
徳
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
一

原
則
た
り
得
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
（
目
8
o
。
）
。
こ
れ
が
、
後
年
の
返
言
命
法

と
定
言
命
法
の
区
別
に
相
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時

代
の
カ
ン
ト
は
、
行
為
を
直
接
的
に
命
じ
る
道
徳
的
原
則
が
た
ん
に
形
式
的
な

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
が
実
質
的
な
も
の
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
無

力
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
彼
は
、
当
該
箇
所
で
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
由
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
阯
〕

す
る
命
題
「
私
は
最
大
の
完
全
性
を
促
進
す
べ
き
で
あ
る
」
を
例
と
し
て
採
り
上

げ
、
そ
れ
が
「
行
為
へ
の
あ
ら
ゆ
る
拘
束
力
の
形
式
的
根
拠
」
に
過
ぎ
ず
、
「
実

質
的
な
第
一
根
拠
」
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
こ
か
ら
は
「
い
か
な
る

特
別
に
規
定
さ
れ
た
拘
束
力
も
出
て
こ
な
い
」
と
言
う
（
目
轟
⑩
）
。
な
ぜ
な
ら
、

「
私
は
何
を
な
す
べ
き
か
（
私
は
何
を
す
れ
ば
善
い
の
か
）
」
と
問
わ
れ
て
、
「
君

は
最
大
の
完
全
性
を
促
進
す
べ
き
だ
」
と
答
え
る
人
は
、
「
最
大
の
完
全
性
の
促

進
」
が
善
で
あ
る
と
判
断
す
る
が
ゆ
え
に
そ
う
答
え
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
の
人
は
、
「
君
は
善
を
行
う
べ
き
だ
」
と
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に

な
り
、
こ
こ
か
ら
は
何
ら
具
体
的
な
行
為
へ
の
拘
束
力
が
生
ま
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
「
つ
ね
に
誠
実
で
あ
れ
」
と
い
う
原
則
に
も
言

え
る
。
誠
実
さ
と
は
、
自
己
自
身
と
一
致
す
る
と
い
う
ま
さ
に
形
式
的
な
事
柄

誠
実
さ
と
い
う
問
題

で
あ
り
、
「
誠
実
さ
」
が
善
で
あ
る
と
い
う
判
断
を
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
同
じ
論
文
で
カ
ン
ト
は
、
最
上
の
遺
徳
的
原
則
は
「
端
的
に
証
明
不
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
目
墨
⑩
）
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
言
命
法
的
命
題
は
、

そ
の
目
的
と
の
関
係
に
よ
っ
て
手
段
の
必
然
性
が
証
明
可
能
だ
が
、
端
的
に
目

的
（
を
実
現
す
る
行
為
）
を
命
じ
る
道
徳
的
原
則
は
、
そ
れ
を
証
明
す
る
方
途

を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
事
態
を
肯
定
的
に
受
け
止
め

て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
G
・
E
・
ム
ー
ア
が
，
倫
理
学
原
理
』
で
行
っ
た
善

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
〕

の
定
義
不
可
能
性
の
説
明
と
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
善
は
単
純
に
感
覚

さ
れ
る
が
ゆ
え
に
分
析
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
証
明
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
一

可
能
な
実
質
的
第
一
根
拠
を
彼
は
感
情
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
「
真
な
る
も

の
を
表
象
す
る
能
力
は
認
識
だ
が
、
善
き
も
の
を
感
じ
る
能
力
は
感
情
で
あ
る
」

（
－
s
⑩
）
。
こ
れ
は
『
美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
観
察
』
で
も
同
様
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

　
「
真
の
徳
は
た
だ
諸
原
則
に
だ
け
接
ぎ
木
さ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
諸
原
則
が
普

遍
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
徳
は
崇
高
で
高
貴
で
あ
る
。
こ
う
し
た

諸
原
則
は
思
弁
的
規
則
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
胸
中

に
生
き
て
い
る
（
中
略
一
感
情
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
本
性
の
美
と
尊

厳
の
感
情
（
3
ω
Ω
①
嘗
巨
く
昌
宗
『
o
o
g
旨
巨
①
岸
冒
o
急
H
幸
旨
宗
o
胃

昌
g
ω
〔
；
9
g
オ
g
冒
）
で
あ
る
と
言
え
ば
、
す
べ
て
を
ま
と
め
た
こ
と
に
な

る
と
思
う
。
」
（
目
曽
べ
）

　
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
続
け
て
、
人
間
本
性
の
美
の
感
惰
は
「
人
類
に
対
す
る
普

一
一
一
七



遍
的
好
意
（
2
①
竺
鷺
冒
9
烏
奉
o
巨
潟
奏
o
m
q
雪
ま
岸
①
q
紹
g
監
ω
昌
g
ω
o
プ
＝
o
ぎ

Ω
鶉
O
巨
8
巨
）
」
の
根
拠
で
あ
り
、
人
間
本
性
の
尊
厳
の
感
情
は
「
普
遍
的
尊
敬

（
2
竃
＝
潟
ヨ
9
篶
ぎ
巨
昌
m
q
）
」
の
根
拠
で
あ
る
と
一
言
う
（
9
昌
監
）
。
し
た
が
っ

て
、
感
情
と
い
う
主
観
的
な
も
の
が
一
挙
に
普
遍
性
へ
と
接
続
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
感
情
が
原
則
と
し
て
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
当
然
の
こ
と
と
も
言
え
る
が
、
こ
こ
で
は
再
び
誠
実
さ
が
呼
び
出
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
人
間
が
件
の
感
情
を
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
感
情
と
一

致
し
て
行
為
し
な
い
隈
り
、
好
意
も
尊
敬
も
具
体
化
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
件
の
感
情
が
善
と
し
て
肯
定
す
る
行
為
の
可
能
性
の
根
拠
と
し

て
誠
実
さ
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
は
ど
う
し
て
道
徳
の
第
一
根
拠
を
感
情
に
求
め
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
彼
が
す
で
に
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』

（
一
七
五
五
年
）
で
言
及
し
て
い
る
人
間
観
、
す
な
わ
ち
「
知
恵
と
非
理
性
の
中

間
点
」
（
－
ω
雷
）
、
「
弱
さ
と
能
力
の
危
険
な
中
間
点
」
（
H
ω
窒
）
に
立
つ
者

と
し
て
の
人
間
と
い
う
見
地
が
存
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
間
は
理
性
面
と

身
体
面
の
二
面
を
も
ち
、
そ
の
相
互
関
係
の
内
に
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

理
性
が
遣
徳
規
範
を
提
示
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
は
身
体
的
側

面
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
両
者
を
架
橋
す
る
も
の
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
役
割
が

　
　
　
　
　
　
＾
”
一

感
情
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
が
第
一
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

や
が
て
七
〇
年
代
の
「
コ
リ
ン
ズ
道
徳
哲
学
」
講
義
に
も
引
き
継
が
れ
る
。
そ

こ
で
は
判
定
原
理
と
遂
行
原
理
と
は
異
な
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
道
徳
的

行
為
の
実
現
の
た
め
に
は
遭
徳
肘
判
定
の
最
上
原
理
の
他
に
道
徳
的
感
情
が
必

三
八

要
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
（
彗
ミ
宗
）
。
こ
こ
で
は
、
も
は
や
道
徳
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
巧
一

第
一
根
拠
は
感
情
で
は
な
く
悟
性
的
な
規
準
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
何
ら
か

の
か
た
ち
で
白
己
自
身
と
の
一
致
を
実
現
す
る
こ
と
が
希
求
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
変
り
な
い
。
そ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
誠
実
さ
が
希
求
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
残
存
す
る
か
に
見
え
る
「
誠
実
さ
へ
の
希
求
」
が
、

そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
批
判
期
の
倫
理
学
で
提
示
さ
れ
る
定
言
命
法
に
明
示
的
に

表
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
『
遺
徳
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』
（
一
七
八
五

年
）
で
は
、
遭
徳
的
義
務
の
最
上
原
理
と
し
て
の
唯
一
の
定
言
命
法
が
次
の
よ

う
に
提
示
さ
れ
る
。
「
〔
君
の
意
志
作
用
の
〕
格
率
が
普
遍
的
法
則
と
な
る
こ
と

を
、
〔
ま
さ
に
〕
そ
の
格
率
を
通
じ
て
君
が
同
時
に
意
志
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
な
、
そ
の
よ
う
な
格
率
の
み
に
従
っ
て
行
為
し
な
さ
い
。
」
（
ミ
亀
－
、
〔
〕
内

は
引
用
者
に
よ
る
。
）
こ
れ
は
一
つ
の
唾
言
的
な
命
令
で
あ
り
、
当
人
が
誠
実
で

あ
る
か
ど
う
か
と
無
関
係
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
点
で
、

コ
ン
ト
H
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
「
誠
実
さ
は
一
つ
の
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
脆
一

だ
が
、
（
中
略
）
義
務
は
誠
実
さ
に
還
元
さ
れ
得
な
い
」
と
言
う
こ
と
に
は
一
定

の
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
か
の
定
言
命
法
が
命
じ
る
の
は
、
行
為
主
体
の

意
志
作
用
が
無
矛
盾
で
あ
る
こ
と
、
つ
ね
に
自
己
自
身
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
つ
ね
に
誠
実
で
あ
れ
」
と
い
う

要
求
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
で
に
小
論
第
一
章
で
論
じ
た

よ
う
に
、
誠
実
に
生
き
る
つ
も
り
の
な
い
人
、
自
ら
の
採
用
す
る
格
率
と
一
致

し
て
生
き
る
つ
も
り
の
な
い
人
に
は
格
率
採
用
が
で
き
ず
、
そ
う
し
た
人
に
は



自
由
な
意
志
規
定
が
で
き
な
い
。
別
の
角
度
か
ら
見
れ
ば
、
誠
実
で
あ
ろ
う
と

意
志
す
る
人
だ
け
が
、
白
分
の
行
為
の
格
率
を
反
省
的
に
意
識
し
、
そ
の
格
率

が
無
矛
盾
で
持
続
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
抜
い
て
、
そ
れ
を
行
為
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
唯
一
の
定
言
命
法
」
の
中
に
誠
実
さ
へ
の
要
求
が
組
み
込
ま

れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
件

の
命
法
を
展
開
し
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
定
言
命
法
を
定
式
化
し
て
提
示
し
て

い
る
。
そ
の
中
に
有
名
な
「
人
間
性
の
定
式
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
君
の
人
格

の
う
ち
に
も
他
の
ど
ん
な
人
格
の
う
ち
に
も
あ
る
人
間
性
を
、
君
が
つ
ね
に
同

時
に
目
的
と
し
て
使
用
し
、
決
し
て
た
ん
に
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
な

い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
な
さ
い
」
（
ミ
も
⑩
）
と
表
現
さ
れ
る
。
カ

ン
ト
の
言
葉
を
尽
く
し
た
説
明
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
「
唯
一
の
定
言
命

法
」
か
ら
こ
の
「
人
間
性
の
定
式
」
が
導
出
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確

で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
前
者
は
意
志
規
定
に
お
け
る
自
己
自
身
と
の
関
係
が
問

題
に
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
他
人
と
の
関
係
も
視
野
に
入
っ
て

く
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
件
の
定
言
命
法
に
誠
実
さ
へ
の
要
求
が

組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
誠
実
さ
は
、
白
己
自
身
と
の
一

致
と
い
う
白
已
関
係
の
み
な
ら
ず
、
他
人
と
の
関
係
で
も
問
題
に
さ
れ
る
事
柄

で
あ
る
。
そ
の
他
者
関
係
が
「
人
間
性
の
定
式
」
で
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
と

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
人
問
性
の
定
式
」
を

介
し
て
示
さ
れ
る
「
目
的
の
王
国
」
の
思
想
を
、
こ
れ
も
ま
た
誠
実
な
発
話
に

基
づ
く
理
性
的
存
在
者
の
普
遍
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
こ
と
で

誠
実
さ
と
い
う
間
題

あ
る
と
無
理
な
く
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
誠
実
さ
が
こ
の
よ
う
に
定
言
命
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
る

こ
と
で
、
第
一
章
で
挙
げ
た
第
一
の
問
い
、
誠
実
さ
の
道
徳
的
価
値
は
そ
の
対

象
に
依
存
す
る
か
ど
う
か
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
依
存
し
な
い
と
答
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
定
言
命
法
は
、
そ
の
概
念
上
、
な
ん
ら
道
徳
的
価
値
を
前
提
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
自
分
の
行
為
の
格
率
を
反
省
的
に
意
識
し
、

そ
の
格
率
が
無
矛
盾
で
持
続
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

ヴ
ァ
ル
ヒ
の
挙
げ
る
「
裏
切
り
者
」
に
は
自
己
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
開
け
る
。

た
と
え
あ
る
行
為
共
同
体
が
真
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
持
続
可
能

で
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
構
成
員
が
理
性
的
に
白
分
の
格
率
を
反
省
す
る
な
ら
、

そ
の
格
率
は
、
理
性
的
存
在
者
の
普
遍
的
共
同
体
の
中
で
は
自
己
の
例
外
化
な

し
に
は
維
持
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
真

実
を
暴
露
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
誠
実
さ
の
表
わ
れ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
定
言
命
法
が
、
誠
実
さ
の
対
象
が
変
化
す
る
際
の
正
当
性
の
尺
度
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
誠
実
さ
の
道
徳
的
価
値
は
、
対
象

に
で
は
な
く
定
言
命
法
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
第
三

の
問
い
、
誠
実
さ
は
他
の
徳
目
に
対
し
て
い
か
な
る
仕
方
で
特
別
な
地
位
を
も

つ
か
に
は
す
で
に
答
え
た
。
す
な
わ
ち
、
誠
実
さ
が
な
け
れ
ば
、
普
遍
的
法
則

と
し
て
妥
当
し
得
る
か
ど
う
か
反
省
さ
れ
る
べ
き
格
率
が
採
用
さ
れ
な
い
と
い

う
点
で
、
そ
れ
は
特
別
な
地
位
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
第
二

の
問
い
を
検
討
し
よ
う
。

一
一
一
九



三
、
誠
突
さ
と
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務

　
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
晩
年
の
『
道
徳
形
而
上
学
』
や
『
実
用

的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』
で
は
、
誠
実
さ
の
重
要
性
が
明
確
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
道
徳
的
義
務
の
最
上
原
理
と
し
て
探
究
さ
れ
た
形
式
的
な
定
言
命
法
か

ら
は
い
っ
た
ん
姿
を
消
し
た
か
に
見
え
た
誠
実
さ
の
希
求
が
、
再
び
前
面
に
出

て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
者
の
「
法
論
へ
の
序
論
」
に
も
誠
実

さ
に
関
連
す
る
記
述
が
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
口
ー
マ
の
法
学
者
、
ウ
ル
ピ
ア

ヌ
ス
に
従
い
な
が
ら
法
義
務
の
一
般
的
区
分
が
提
示
さ
れ
る
箇
所
だ
が
、
そ
の

三
つ
の
義
務
一
「
正
し
い
人
間
で
あ
れ
」
、
「
何
人
に
も
不
正
を
働
く
な
」
、
「
各
人

に
各
人
の
も
の
が
確
保
さ
れ
得
る
社
会
に
、
他
人
と
共
に
入
れ
」
）
の
う
ち
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

の
も
の
は
「
気
高
く
〔
誠
実
に
〕
生
き
よ
（
ぎ
罵
ω
訂
三
く
①
）
」
と
も
表
現
さ
れ
る

（
≦
8
睾
）
。
こ
の
法
義
務
は
、
第
二
の
も
の
が
「
外
的
義
務
」
と
呼
ぱ
れ
る
の

に
対
し
て
、
「
内
的
義
務
」
（
≦
N
彗
）
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
者
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
一

中
に
あ
り
な
が
ら
自
己
自
身
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
該
箇
所
で

こ
の
義
務
が
「
君
を
他
人
に
対
し
て
た
ん
な
る
手
段
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
他
人
に
と
っ
て
同
時
に
目
的
で
あ
れ
」
（
≦
轟
㊦
）
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
晩
年
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
誠
実
さ
と
い

う
間
題
は
明
示
的
に
自
己
自
身
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
回
帰
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
白
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
と
い
う
観
念
は
カ
ン
ト
倫
理
学
形
成
史

四
〇

を
一
貫
し
て
肯
定
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
美
と
崇
高
の
感

情
に
関
す
る
考
察
』
へ
の
「
覚
書
」
に
は
次
の
よ
う
な
文
言
が
現
れ
る
。

　
「
ひ
と
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
は
も
た
な
い
が
、
確
か
に
絶
対
的
義
務
は

も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
善
い
の
で
あ
る
。

私
た
ち
が
自
分
の
道
徳
性
に
お
い
て
自
分
自
身
に
依
存
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
不
合
理
で
も
あ
る
。
」
（
糞
N
芹
）

　
こ
こ
で
「
絶
対
的
義
務
」
と
は
、
『
自
然
神
学
と
道
徳
の
原
則
の
判
明
性
』
で

「
目
的
の
必
然
性
」
を
表
示
す
る
と
さ
れ
た
遺
徳
的
原
則
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
を
こ
こ
で
も
認
め
る
一
方
で
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
存
在
は
否
定
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
七
七
〇
年
代
半
ば
の
道
徳
哲
学
講
義
で
は
、
そ
の
存

在
を
た
ん
に
認
め
る
の
み
な
ら
ず
、
「
す
べ
て
の
義
務
の
中
で
最
も
重
要
な
も

の
」
で
あ
る
と
さ
え
主
張
す
る
よ
う
に
な
る
（
〕
◎
昌
窪
R
）
。
し
た
が
っ
て
、

先
の
引
用
文
が
七
〇
年
代
半
ば
よ
り
以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
後
、
カ
ン
ト
の
立
場
に
変
化
が
生
じ
た
こ
と
も
疑
い
得

　
一
”
一

な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
変
化
の
原
因
に
誠
実
さ
の
問
題
が
関
係
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
講
義
で
は
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
重
要
性
が
強
調
さ

れ
る
一
方
で
、
誠
実
さ
は
他
人
に
対
す
る
義
務
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
が
い
か
に
し
て
可
能
か
、
そ
れ
が

い
か
な
る
意
味
で
「
不
合
理
」
で
な
い
か
、
が
論
究
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

誠
実
さ
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
こ
に
は
誠
実
さ
の
根
底
的
位
置
づ
け
と
の
連
関
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。



　
ま
ず
は
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
の
概
念
を
確
認
し
た
い
。
そ
の
際
に

重
要
と
な
る
の
は
、
「
に
対
す
る
（
潟
①
q
昌
）
」
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ

る
。
「
他
人
に
対
す
る
義
務
」
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
「
に
対
す
る
」
は
「
の
た

め
の
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
義
務
は
、
そ
の
遂
行
が
結
果
と
し
て
相
手
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

た
め
に
な
る
か
ど
う
か
と
は
＾
い
っ
た
ん
）
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
究
極
の
根
拠

を
も
っ
て
命
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
他
人
に
対
す
る
義
務
は
、
そ

れ
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
行
為
が
対
他
関
係
に
あ
る
場
合
の
義
務
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
は
、
そ
れ
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
行
為
が
、

一
切
の
対
他
関
係
を
離
れ
て
、
も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
「
の
た
め
」
に
な
る
か
ど

う
か
と
も
無
関
係
に
、
自
己
自
身
に
向
け
ら
れ
る
場
合
の
義
務
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
自
己
が
あ
く
ま
で
も
人
間
と
し
て
の
自
己
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
点
と
、

義
務
に
は
完
全
義
務
と
不
完
全
義
務
の
二
種
類
が
あ
る
点
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら

に
具
体
化
し
よ
う
。
カ
ン
ト
の
考
え
る
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
は
、
そ
れ
が

完
全
義
務
で
あ
る
場
合
、
尊
厳
あ
る
人
間
性
を
も
つ
人
類
の
一
員
と
し
て
の
白

分
の
尊
厳
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
完
全
義
務
で
あ
る
場
合
、
人
閲
と

し
て
の
白
分
の
自
然
的
あ
る
い
は
道
徳
的
な
力
の
完
全
性
を
追
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
重
要
性
は
、
カ
ン
ト
が
「
も
し
そ

の
よ
う
な
義
務
が
存
在
し
な
い
と
す
る
な
ら
、
お
よ
そ
い
か
な
る
義
務
も
存
在

し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
外
的
義
務
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
≦
ξ
べ
）
と
言

う
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
彼
は
こ
う
言
う
。
「
な
ぜ
な
ら
、
私

が
同
時
に
白
己
自
身
を
拘
束
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
隈
り
以
外
で
は
、
私
は
他

誠
実
さ
と
い
う
問
題

人
に
対
し
て
自
分
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

（
9
竃
監
）
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
対
他
関
係
上
の
義
務
認
識
も
、
自
己
拘
束

と
い
う
事
実
な
し
に
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
他
人
に
対
す
る
義
務
で
さ

え
、
そ
の
拘
束
力
の
源
泉
が
一
他
人
で
は
な
く
一
自
己
自
身
の
実
践
理
性
に
求

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
引
一

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
実
践
理
性
の
面
か
ら
見
ら
れ
た
人
間
（
可
想
的

人
間
）
が
、
感
性
界
に
お
い
て
行
為
す
る
一
人
の
人
間
全
体
す
な
わ
ち
理
性
的

白
然
存
在
（
現
象
的
人
間
）
を
義
務
づ
け
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
義
務
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
意
味
と
位
置
づ
け
を
も
つ
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
、
誠
実
さ

と
い
う
徳
目
が
根
底
的
な
か
た
ち
で
回
帰
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

誠
実
さ
は
、
対
他
関
係
に
お
い
て
も
自
己
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
、
自
己

自
身
と
一
致
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
根
底
的
位
置
を
占

め
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
尊
厳
と
い
う
価
値
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
。
自
己
自

身
に
対
す
る
義
務
で
は
、
一
人
の
人
間
を
可
想
的
人
間
と
現
象
的
人
間
と
い
う

二
面
か
ら
見
た
上
で
、
前
者
が
後
者
を
義
務
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
も
ま
た
白
己
自
身
と
の
一
致
を
求
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、

『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
い
て
は
、
誠
実
さ
が
自
已
自
身
に
対
す
る
義
務
と
し
て

語
ら
れ
る
根
拠
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

小
論
で
は
、
誠
実
さ
の
問
題
が
カ
ン
ト
倫
理
学
形
成
史
を
貫
い
て
い
る
こ
と

四
一



を
確
認
し
つ
つ
、
こ
の
徳
が
、
定
言
命
法
に
内
含
さ
れ
る
こ
と
で
対
象
の
価
値

に
依
存
せ
ず
、
他
人
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
以
前
に
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務

で
あ
り
、
他
の
諦
徳
の
「
可
能
性
の
条
件
」
と
し
て
根
底
的
な
位
置
を
占
め
る

こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
カ
ン
ト
は
、
い
か
な
る
場
面
で
も
自
己
自
身
と
の
一
致

を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
『
判
断
力
批
判
』
で
「
い

つ
で
も
自
己
自
身
と
一
致
し
て
考
え
る
こ
と
」
（
く
N
違
一
を
理
性
の
格
率
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

て
提
示
す
る
こ
と
に
も
通
じ
て
い
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
思
考
法
は
、

確
固
た
る
白
己
を
前
提
し
た
近
代
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
現
代
に
お
け
る
理
性
や
自
己
へ
の
懐
疑
は
、
確
か
に
カ
ン
ト
の
時
代

よ
り
も
深
刻
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
己
認
識
の
地
獄
め
ぐ
り
」
（
≦
違
－
）
と

い
う
言
葉
が
よ
く
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
も
自
己
は
一
つ
の
深

淵
と
し
て
捉
え
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
す
べ
て
の
自

己
自
身
に
対
す
る
義
務
の
第
一
の
命
令
」
は
、
「
君
自
身
を
知
れ
（
探
究
せ
よ
、

究
明
せ
よ
）
」
（
9
9
註
）
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
今
回
は
カ
ン
ト
倫
理
学
形
成

史
を
副
題
に
掲
げ
つ
つ
、
最
も
重
要
な
自
律
や
実
践
理
性
と
い
う
観
念
の
生
成

を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
、
誠
実
さ
の
問
題
と
同
様
に
現
代

に
通
じ
る
理
性
の
可
能
性
を
探
究
す
る
た
め
に
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）

注
石
川
文
康
氏
は
、
「
撫
知
の
知
」
の
境
地
に
お
い
て
n
己
白
身
と
の
一
致
を
貰
い
た
ソ

ク
ラ
テ
ス
に
「
知
的
誠
実
さ
」
を
見
て
取
り
、
そ
れ
が
「
愛
知
者
に
不
可
欠
」
で
あ
る

と
言
う
。
石
川
文
康
，
良
心
論
　
そ
の
析
〕
学
的
試
み
』
名
古
屋
大
学
…
…
版
会
、
二
〇
〇

＾
2
）

一
3
）

（
4
）

＾
5
）

（
6
）

四
二

一
年
、
三
七
頁
。
な
お
、
小
論
は
、
石
川
氏
の
論
じ
る
「
良
心
」
す
な
わ
ち
「
白
己
白

身
と
共
に
知
る
」
こ
と
に
対
し
て
「
誠
実
さ
」
の
も
つ
独
n
の
位
帷
と
そ
の
行
方
を
見

定
め
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
。

　
ク
リ
ス
テ
イ
ア
ン
・
ガ
ル
ヴ
ェ
宛
柞
簡
、
一
七
九
八
年
九
月
二
一
日
萬
目
旨
事
）
。

以
下
、
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
川
は
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
炎
か
ら
行
い
、
そ

の
引
川
仰
所
は
同
企
災
の
巻
数
な
ら
び
に
頁
数
で
示
す
。
な
お
、
『
純
粋
理
性
批
判
」
か

ら
の
引
川
筒
所
は
、
初
版
（
A
一
と
第
二
版
＾
B
一
の
頁
数
で
示
す
。

　
こ
こ
で
は
、
理
性
の
二
律
北
H
反
と
閑
連
づ
け
て
誠
実
と
い
う
事
柄
に
言
及
し
た
が
、

「
誠
実
さ
」
と
不
可
分
の
閑
係
を
も
つ
㎜
魍
に
「
n
山
」
が
あ
る
。
あ
る
人
の
誠
実
・
不

誠
実
が
問
わ
れ
得
る
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
人
を
そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
1
〕
得
る
と
い
う

意
昧
で
の
n
山
を
も
つ
存
在
者
と
見
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で

は
、
こ
こ
で
引
川
し
た
ガ
ル
ヴ
ェ
宛
抑
簡
で
も
論
文
一
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
」
一
で
も
、
引
川
筒
所
に
隣
接
し
て
n
由
に
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興

昧
深
い
。

デ
ン
カ
ー
は
、
「
前
批
判
期
倫
理
学
（
肩
o
q
三
畠
一
g
三
易
）
」
と
い
う
表
現
に
は
意
味
が

な
い
と
主
、
張
し
、
そ
の
理
山
を
、
前
批
判
期
の
カ
ン
ト
も
ま
た
批
判
的
な
哲
学
者
だ
っ

た
と
い
う
点
に
求
め
る
。
U
雪
訂
箏
≧
宇
＆
一
§
雨
；
8
ざ
o
畠
g
b
o
寺
δ
ミ
ミ
§
§

き
き
．
眈
内
o
『
ξ
、
§
o
ざ
§
－
§
賞
富
§
さ
s
－
ミ
下
－
s
｝
二
目
一
カ
o
鼻
冒
昌
9
↓
o
ヨ
一
〇
」
．

之
①
奉
穿
窒
壱
昌
｝
o
甲
g
ユ
一
一
畠
－
宍
彗
一
。
之
①
奉
く
o
｝
N
8
－
も
」
墨
・
そ
の
観
点
か
ら

言
え
ば
、
「
批
判
期
の
カ
ン
ト
倫
理
学
」
と
い
う
言
い
方
も
無
効
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
の
よ
う
に
「
批
判
」
を
広
義
で
理
解
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
理
性
の
白
己
批

判
の
意
に
解
す
る
限
1
〕
、
倫
理
学
に
お
い
て
も
「
批
判
期
」
と
い
う
表
現
は
有
効
で
あ

る
。　

「
格
率
」
概
念
に
は
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
以
上
の
含
意
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
拙

論
で
論
じ
た
。
拙
論
「
「
格
率
」
倫
理
学
再
考
」
、
『
理
想
』
六
六
三
号
、
理
利
心
社
、
一
九

九
九
年
。

誠
実
さ
と
い
う
徳
が
、
個
別
の
行
為
で
は
な
く
一
人
の
人
閲
全
体
に
閥
わ
る
こ
と
に
関

し
て
は
、
す
で
に
ポ
ル
ノ
ー
が
摘
摘
し
て
い
る
。
要
＝
昌
享
○
箒
o
～
一
＆
ユ
o
才
∵
春
眈
§



　
　
　
嘗
；
巨
｝
§
ミ
区
軸
－
巨
軸
『
ぎ
s
－
に
§
．
d
＝
ω
一
而
｝
コ
｝
昌
〔
ブ
o
o
向
『
胆
コ
斤
｛
仁
「
甘
葭
．
く
ー
－
⑩
㎝
o
o
1
ω
．
H
ω
Φ
．

　
　
　
ポ
ル
ノ
ー
、
森
田
孝
訳
，
徳
の
現
象
学
　
独
の
本
質
と
変
遷
』
、
白
水
祉
、
一
九
一
頁
。

一
7
一
⇒
…
鼻
＝
o
烏
r
婁
一
〇
翌
§
§
包
』
富
§
§
§
ξ
一
H
㊤
§
ら
o
冒
巨
o
；
訂
H
雪
ム

　
　
　
＆
．
2
o
ξ
く
昌
（
－
o
ま
昌
H
湯
o
も
■
｛
、
ト
リ
リ
ン
グ
、
野
島
秀
勝
訳
，
〈
誠
炎
〉
と
〈

　
　
　
ほ
ん
も
の
V
　
近
代
白
我
の
確
立
と
…
舳
壊
」
、
法
政
大
学
…
山
版
局
、
九
、
頁
。
ト
リ
リ
ン

　
　
　
グ
は
、
誠
実
と
い
う
言
葉
が
英
語
の
巾
に
登
場
す
る
の
は
、
一
六
世
紀
に
な
っ
て
か
ら

　
　
　
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
↓
『
…
晶
二
9
庄
■
も
」
ω
．
同
許
、
二
三
頁
。

一
8
一
峯
凹
享
」
．
ρ
㌔
茎
富
o
も
旨
ぎ
ぎ
ζ
§
ぎ
ぎ
霊
邑
i
≦
①
碁
ぎ
旨
需
P
昌
暑

　
　
　
－
↓
一
蜆
）
一
Ω
o
o
『
旧
O
－
ヨ
岬
く
o
ユ
饅
喧
ω
一
〕
仁
〔
－
一
－
冨
コ
2
自
コ
界
＝
二
匝
o
m
チ
9
ヨ
ー
⑩
①
o
〇
一
ω
．
H
ム
＾
N
．

＾
9
）
旨
o
1
一
ω
」
宝
ω
．

＾
m
）
　
O
o
ヨ
一
9
ω
o
o
目
三
＝
9
＞
コ
o
『
皿
、
9
き
　
ぎ
甘
＾
“
μ
Φ
｝
　
Ω
§
き
旦
Φ
餉
　
春
ミ
毒
一
勺
『
而
ω
ω
o
蜆

　
　
　
d
三
き
邑
邑
『
窃
ま
専
曽
〔
①
㌔
邑
ω
岩
鵠
も
．
畠
．
コ
ン
ト
ー
－
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
、
小
村

　
　
　
昇
、
小
須
田
健
、
C
・
カ
ン
タ
ン
訳
，
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
徳
に
つ
い
て
』
、
紀
伊
閑
屋

　
　
　
詐
店
、
三
四
一
貝
。

＾
n
）
　
｝
凹
E
目
一
旧
団
「
一
而
『
■
1
≧
①
共
饅
自
匹
①
『
o
〇
一
巳
－
①
σ
l
b
－
ぎ
甘
o
s
も
ざ
賞
o
帖
o
b
き
｛
o
富
’
ω
一
①
＞
巨
自
凹
胴
o
’
＝
與
＝
①

　
　
　
H
N
①
ω
1
　
吻
ω
ω
O
0
1
ω
ム
一
．

一
1
2
）
近
年
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ガ
ー
の
幣
作
で
は
、
「
コ
リ
ン

　
　
　
ズ
道
徳
哲
学
」
へ
と
編
災
さ
れ
た
カ
ン
ト
の
講
義
は
、
七
四
－
七
、
五
年
、
七
五
－
七
六
年
、

　
　
　
七
六
－
七
七
年
の
い
ず
れ
か
の
冬
学
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い

　
　
　
る
。
ω
〔
プ
ξ
與
釘
竃
一
Ω
o
目
o
畠
一
き
－
8
o
募
o
ざ
Φ
§
邑
§
ミ
ミ
軸
－
§
も
Φ
『
§
ざ
Φ
1
N
賞
『

　
　
　
肉
ミ
ー
ε
甘
o
キ
ー
ミ
ミ
Q
e
o
富
§
ミ
ー
餉
も
§
沖
ざ
｝
o
｝
Φ
『
、
ミ
｛
－
o
｝
§
ざ
甘
Φ
け
涼
－
轟
｝
、
司
『
o
ヨ
目
一
凹
コ
目
．

　
　
　
＝
o
－
N
σ
o
o
旧
1
ω
ゴ
」
言
胴
與
饒
－
ω
団
O
O
凹
コ
コ
誓
與
箒
－
o
o
9
ω
．
－
蜆
ド

＾
1
3
）
　
｝
o
＝
昌
≦
老
窃
雪
＝
コ
o
峯
団
目
宗
一
守
H
↓
o
旧
雪
宗
P
ω
」
ω
⑩
．
ポ
ル
ノ
ー
、
前
掲
杳
、

　
　
　
　
一
九
一
一
頁
。

＾
1
4
）
O
o
昌
言
－
ω
℃
o
…
≡
P
浮
葦
↓
『
竺
8
o
鶉
O
冨
邑
窃
く
o
口
冨
も
．
N
0
o
．
コ
ン
ト
…
ス
ポ
ン

　
　
　
ヴ
ィ
ル
、
前
掲
苫
、
三
三
、
頁
。

＾
1
5
）
　
ω
o
－
，
o
美
二
σ
己
一
一
ω
一
＝
〇
一
ポ
ル
ノ
ー
、
＾
…
棚
乖
］
、
二
〇
．
五
一
貝
。

＾
1
6
）
O
o
ヨ
訂
－
ω
o
o
毫
…
9
曇
o
’
o
P
ω
0
1
S
、
コ
ン
ト
H
ス
ポ
ン
ヴ
ィ
ル
、
前
掲
讐
、
三
六

誠
実
さ
と
い
う
問
題

　
　
　
頁
。

＾
1
7
）
↓
『
…
轟
一
り
篶
胃
岸
く
彗
山
＞
鼻
訂
津
Σ
貫
P
缶
・
ト
リ
リ
ン
グ
、
前
掲
沓
、
六
九
頁
。
な

　
　
　
お
、
ト
リ
リ
ン
グ
は
こ
こ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
「
誠
実
さ
」
批
判
を
念
頭
に
置
い
て

　
　
　
い
る
。

（
㎎
）
　
カ
ー
①
」
①
r
　
ζ
団
目
｛
『
①
o
1
　
q
『
－
軸
甘
㌃
キ
『
§
　
篶
富
巨
　
春
ミ
ー
ミ
一
s
．
　
き
ミ
甘
｝
　
虞
毫
き
ε
ミ
o
ぎ
Φ

　
　
　
ミ
ξ
s
膏
ミ
富
富
9
ω
E
す
『
斤
凹
冒
o
く
o
ユ
與
甲
勺
『
凹
コ
斤
ぎ
ユ
凹
」
≦
．
－
⑩
o
o
p
ω
、
①
1

＾
1
9
）
こ
の
区
分
は
晩
年
の
，
実
川
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
』
に
な
っ
て
も
採
川
さ
れ
る

　
　
　
一
曽
轟
黒
｛
し
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
区
分
の
内
容
に
立
ち
入
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
　
　
そ
こ
で
気
貫
が
憂
僕
質
の
人
は
「
白
分
白
身
に
閑
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
非
常
な
重
き

　
　
　
を
枇
く
」
＾
自
N
蟹
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小
論
の
第
三
章
に
関
連
し
て
い
て
、

　
　
　
注
口
に
仙
す
る
。

一
2
0
一
　
こ
こ
で
は
「
口
的
の
必
然
性
」
と
い
う
川
法
が
見
ら
れ
る
が
、
七
〇
年
代
の
「
コ
リ

　
　
　
ン
ズ
迦
徳
哲
学
」
講
義
で
は
、
必
然
性
（
篶
8
色
冨
閉
）
と
拘
束
力
＾
く
g
9
目
彗
o
寿
o
5
が

　
　
　
別
物
で
あ
る
こ
と
が
注
音
一
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
拘
束
力
一
強
制
一
に
当
た
る
ラ
テ
ン
語
は

　
　
　
冨
8
㎝
㎝
ぎ
巨
o
で
あ
る
＾
糞
N
3
）
。

＾
刎
）
　
ω
国
E
目
一
旧
與
『
一
①
目
’
≧
①
■
凹
目
o
o
『
o
〇
一
一
－
｝
o
σ
．
㌧
冨
｛
s
9
も
㌻
邑
o
眈
o
お
き
｛
p
Φ
も
；
o
3
o
富
も
Σ
…
Φ
．

　
　
　
＝
凹
旨
①
－
べ
①
O
．
　
吻
｛
ω
■

＾
η
）
　
ζ
o
o
『
9
Ω
o
o
『
旧
①
向
匹
奏
蜆
『
包
．
、
ユ
ミ
9
も
｛
自
内
－
き
ざ
9
ρ
⑩
o
ω
）
．
O
由
ヨ
一
U
『
己
胴
o
ζ
邑
く
o
『
ω
岸
｝

　
　
　
勺
『
o
閉
ω
，
O
画
ヨ
一
］
『
己
血
q
o
－
⑩
①
o
o
’
わ
P
①
ー
ド

（
2
3
）
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ハ
チ
ソ
ン
に
代
表
さ
れ
る
道
徳
感
覚
説
と

　
　
　
　
の
閑
係
を
こ
こ
に
見
…
川
す
の
は
谷
易
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
論
文
（
目
ω
◎
g
に
も
、
ま

　
　
　
た
や
は
り
六
〇
年
代
の
文
軍
（
目
ω
＝
一
に
も
、
彼
の
名
が
見
ら
れ
、
後
者
で
は
シ
ャ
フ

　
　
　
　
ツ
ベ
リ
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
名
も
挙
が
っ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
O
o
目
斤
o
i
↓
プ
m
く
o
〔
国
二
〇
コ
o
｛
｝
9
コ
旧
＝
⊂
ヨ
與
『
『
o
．
－
ω
｝
．

（
2
5
）
　
こ
の
転
換
が
い
つ
頃
ど
の
よ
う
な
珊
山
で
坐
じ
た
の
か
は
、
さ
ら
に
詐
し
い
研
究
が

　
　
　
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
閑
し
て
｝
心
に
な
る
閉
魍
は
、
理
論
珊
性
と
挑
な
る
「
実
践
理

　
　
　
性
」
と
い
う
湖
念
を
い
つ
カ
ン
ト
が
惟
き
始
め
た
か
で
あ
る
。
こ
の
件
に
、
デ
ン
カ
ー

　
　
　
が
カ
ン
ト
の
道
徳
的
感
仙
論
に
対
す
る
態
度
の
変
化
を
，
視
小
並
者
の
夢
』
（
一
七
六
六
年

四
三



四
四

　
　
）
に
見
つ
つ
（
o
｛
・
昌
ω
寄
）
、
彼
の
論
文
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
は
参
考
に

　
　
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
人
間
で
あ
る
こ
と
の
使
命
は
白
稚
的
で
あ
る
こ
と
だ
と
カ
ン
ト

　
　
が
知
っ
た
の
は
、
一
七
六
六
年
の
こ
と
で
あ
る
。
」
U
雪
ぎ
箏
重
ξ
P
－
9
一

＾
2
6
）
O
o
ヨ
8
－
ω
o
o
コ
く
≡
9
勺
9
岸
↓
『
凹
岸
耐
o
鶉
o
［
彗
宗
ω
く
①
巨
島
一
P
蟹
．
コ
ン
ト
H
ス
ポ
ン

　
　
ヴ
ィ
ル
、
前
掲
抑
、
四
一
、
頁
。

（
2
7
）
　
こ
の
命
魎
は
一
般
に
は
「
誠
実
に
坐
き
よ
」
と
訳
さ
れ
る
。
冨
a
o
『
一
誠
実
さ
一
か

　
　
ら
区
別
す
る
た
め
に
こ
こ
で
は
「
気
高
く
生
き
よ
」
と
訳
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
重
な

　
　
り
合
う
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
見
た
，
実
用
的
見
地
か
ら
の
人
間
学
』
か
ら
の
引
用

　
　
＾
曽
轟
9
で
は
、
人
㎜
は
誠
実
さ
を
白
分
の
絡
卒
に
採
州
し
た
と
き
に
、
白
ら
の
尊
厳

　
　
を
意
識
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
命
題
も
、
「
他
人
に
対
し
て
た
ん
な
る
手
段
と

　
　
な
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
意
昧
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
白
ら
の
箪
厳
を
般
欄

　
　
さ
れ
な
い
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
命
魎
は
、
「
コ
リ
ン

　
　
ズ
逝
徳
哲
学
」
講
義
で
は
「
倫
理
学
の
普
遍
的
原
理
」
と
し
て
推
示
さ
れ
、
「
哲
を
尊
敬

　
　
や
蜂
重
の
対
象
に
す
る
よ
う
な
こ
と
を
行
え
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
も
い
る
婁
自

　
　
轟
R
）
。

＾
2
8
）
符
沢
融
文
氏
は
、
こ
の
「
内
的
」
を
「
白
己
白
身
に
対
す
る
」
の
童
に
解
し
、
こ
の

　
　
第
一
の
法
義
務
を
「
法
に
お
け
る
白
己
白
身
に
対
す
る
完
全
義
梅
」
で
あ
る
と
し
て
い

　
　
る
。
菅
沢
腕
文
「
カ
ン
ト
『
道
徳
形
而
上
学
』
に
お
け
る
虚
言
の
禁
止
」
、
『
哲
学
年
誌
』

　
　
第
二
四
サ
、
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
哲
学
専
攻
、
一
九
九
三
年
。
同
「
カ

　
　
ン
ト
『
法
論
』
に
お
け
る
内
的
完
全
義
務
－
ヴ
ォ
ル
フ
、
ク
ル
ー
ジ
ウ
ス
と
の
対
比
」
、

　
　
浜
田
義
文
、
牧
野
英
二
編
『
近
泄
ド
イ
ツ
哲
学
論
考
　
カ
ン
ト
と
へ
ー
ゲ
ル
』
、
法
政
大

　
　
学
出
版
局
、
一
九
九
三
年
、
所
収
。

（
2
9
）
9
雪
ω
9
昌
昌
8
ζ
ま
9
き
§
§
ぎ
ミ
o
§
旦
零
き
；
§
9
Φ
ざ
き
巨
穴
剋
コ
一

　
　
H
ヨ
昌
彗
烏
ポ
｝
①
ヨ
艘
ぎ
長
冒
一
口
O
彗
》
｝
8
霊
〔
貢
…
鷺
コ
亭
胃
監
ω
O
O
笥
巨
宗
ω

　
　
ω
〔
＝
0
；
自
而
＝
＝
自
⊆
向
『
＝
凹
σ
而
目
O
自
＾
．
、
①
＝
■
－
≦
9
目
①
『
く
O
ユ
凹
炉
j
凹
昌
一
〕
仁
『
胴
H
O
O
ポ
ω
．
－
①
N
．

＾
3
0
）
確
か
に
、
道
徳
の
最
上
原
理
と
し
て
の
定
言
命
法
の
レ
ベ
ル
で
緒
果
が
問
わ
れ
る
こ

　
　
と
は
な
い
。
し
か
し
、
義
梅
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
行
為
を
遂
行
す
る
際
に
は
、
や
や
堺

　
　
備
が
興
な
る
。
た
と
え
ぱ
、
他
人
に
対
す
る
不
完
全
義
務
と
し
て
の
「
他
人
の
幸
福
」

　
　
追
求
は
、
他
人
の
［
口
的
を
白
分
の
口
的
と
し
て
そ
の
促
進
に
寄
与
す
る
こ
と
で
あ
る
か

　
　
ら
、
柵
乎
に
締
㎜
木
と
し
て
何
が
生
じ
る
か
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
3
1
）
こ
れ
は
「
白
己
白
身
に
対
す
る
義
務
」
が
存
在
す
る
こ
と
の
十
分
な
説
閉
と
は
言
え

　
　
な
い
。
実
践
理
性
が
白
己
を
拘
束
す
る
力
の
源
泉
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
命
じ
ら

　
　
れ
る
行
為
が
す
べ
て
対
他
閑
係
の
行
為
で
あ
1
〕
、
自
己
白
身
に
向
か
っ
て
命
じ
ら
れ
る

　
　
行
為
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、

　
　
す
で
に
，
逝
徳
形
而
上
学
の
茱
礎
づ
け
」
に
お
い
て
「
人
間
性
の
定
式
」
と
共
に
示
さ

　
　
れ
た
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
価
他
＾
尊
厳
）
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
な
お
、
こ
の
閉
所
の
議
論
の
問
魍
性
を
正
し
く
指
摘
し
た
論
文
に
次
の
も
の
が
あ
る
。

　
　
寺
田
俊
郎
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
白
己
に
対
す
る
義
務
」
の
問
題
」
、
日
本
哲
学
会
編

　
　
，
哲
雅
』
第
四
六
号
、
法
政
大
学
…
山
版
局
、
一
九
九
五
年
。
寺
田
氏
は
、
カ
ン
ト
の
実
践

　
　
哲
学
の
枠
内
で
は
「
白
己
内
身
に
対
す
る
義
務
」
が
存
立
し
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て

　
　
い
る
が
、
小
論
は
、
カ
ン
ト
の
義
論
の
不
十
分
さ
を
踏
ま
え
て
な
お
、
彼
の
実
践
哲
学

　
　
に
お
い
て
そ
れ
が
成
立
し
得
る
と
い
う
見
逝
し
の
下
で
論
じ
て
い
る
。

（
3
2
）
　
カ
ン
ト
が
論
文
「
思
考
の
方
向
を
定
め
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
一
一
七
八
六
年
一

　
　
で
、
「
理
性
が
白
己
自
身
に
与
え
る
法
則
以
外
の
い
か
な
る
法
則
に
も
服
従
し
な
い
こ

　
　
と
」
に
思
考
に
お
け
る
白
・
田
の
一
つ
の
契
機
を
見
て
い
る
（
自
宝
9
こ
と
も
、
こ
れ
に

　
　
関
連
す
る
。
そ
こ
で
は
、
白
己
山
身
と
の
一
致
一
誠
実
さ
）
が
な
け
れ
ば
、
白
曲
が
失

　
　
わ
れ
る
こ
と
が
示
峻
さ
れ
て
い
る
。

＾
本
論
文
は
二
〇
〇
一
年
度
特
定
謙
魍
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
）


