
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理

福
　
　
島

正
　
彦

　
　
　
モ
ラ
ル
は
単
に
思
弁
の
対
象
で
は
な
く
、
人
々
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
実
践
的
な
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
ム
道

　
　
徳
理
論
の
根
底
に
横
た
わ
る
基
本
的
な
要
求
で
あ
る
。
こ
の
要
求
を
充
た
し
得
る
に
は
、
モ
ラ
ル
は
ど
の
よ
う
な
原
理
的
基
盤
の
上
に
立

　
　
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
及
び
ハ
チ
ソ
ン
の
「
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
」
説
を
受
け
継
ぐ
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
れ
に
答
え
て
「
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
感
」
磐
ヨ
》
⇔
費
《
　
の
働
き
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
自
邑
の
見
解
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
彼
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
カ
ド
ウ
ァ
ー
ス
や
ヘ
ン

　
　
リ
・
モ
ァ
に
代
表
さ
れ
る
燐
謂
ケ
ム
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ン
学
派
や
ク
ラ
ー
ク
、
ウ
ォ
ラ
ス
ト
ン
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
理
性
論
的

　
　
倫
理
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
七
、
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
輩
出
し
た
モ
ラ
リ
ス
ト
達
の
一
群
は
、
人
々
の
行
動
や
資
質
に
加
え
ら
れ
る
道
徳

　
　
的
評
価
の
原
理
を
「
理
性
し
の
内
に
求
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
『
人
性
論
』
に
お
け
る
「
道
徳
論
」
の
蟹
頭
を

　
　
「
道
徳
的
区
別
は
理
性
か
ら
は
導
出
　
さ
れ
な
い
」
（
》
↓
お
9
畝
の
①
o
｛
国
¢
雲
霞
宏
p
。
ε
噌
ρ
Φ
F
ぴ
団
ω
Φ
子
冤
－
も
ご
一
σ
q
α
q
Φ
〔
○
篤
。
民
〕
℃
．
躯
㎝
伊
以
下
、
T
の

　
　
略
号
で
示
す
）
と
い
う
一
節
で
始
め
て
、
彼
ら
の
冤
解
を
真
向
か
ら
厳
し
く
批
判
し
た
。
こ
の
理
性
倫
理
に
対
す
る
否
定
的
態
度
は
後
の

45
@
『
道
徳
原
理
研
究
』
に
お
い
て
も
変
わ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
、
「
理
性
は
単
独
で
は
道
徳
的
非
難
あ
る
い
は
賞
讃
を
生
む
に
十
分
で
は
な

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
；
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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@
い
」
（
や
弓
昌
ρ
急
臨
①
。
。
。
o
頃
8
導
ヨ
α
Q
簿
①
出
自
諺
鍵
¢
同
凶
2
。
・
窮
蟹
躍
⇔
σ
q
舞
臨
8
⇒
8
諺
ヨ
磯
多
㊦
℃
風
⇔
群
口
霧
雲
ζ
o
鎚
旧
。
・
”
㊦
9
｝
受
ω
色
ぴ
図
‘
切
貫
属
娼
曜
卜
。
o
。
①
．

　
　
以
下
、
£
の
略
号
で
示
す
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
後
に
（
二
に
お
い
て
）
見
る
よ
う
に
、
右
の
両
著
作
の
間
に
は
若
干
の
内
容
上
の
車
垣

　
　
が
見
出
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
理
性
倫
理
批
判
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
両
者
は
全
く
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
こ
の
批
判
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
妥
妾
性
を
認
め
「
ヒ
ュ
…
ム
の
否
定
的
立
場
の
強
さ
〕
を
肯
定
す
る
者
と
、
他
方
こ
れ
と
逆
に
ヒ
．
｛
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
立
論
に
欠
陥
の
あ
る
こ
と
を
搬
離
し
て
、
そ
の
論
拠
が
「
妥
盗
で
な
い
」
、
あ
る
い
は
そ
の
結
論
が
「
正
し
く
な
い
」
と
反
論
す
る
者

　
　
と
に
分
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
小
論
に
お
い
て
ヒ
．
一
…
ム
共
感
倫
理
の
三
脚
義
と
限
界
の
考
察
を
課
題
と
す
る
我
々
は
、
そ
の
背
面
に

　
　
存
す
る
右
の
理
性
倫
理
批
判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
吟
味
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
が
道
徳
的
判
別
は
理
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得
な
い
と
主
張
す
る
時
、
そ
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
モ
ラ
ル
は
清
念

　
　
を
刺
激
し
て
行
動
を
産
む
か
、
あ
る
い
は
妨
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
理
性
は
単
独
で
は
こ
の
よ
う
な
実
践
的
影
響
力
を
も
ち

　
　
得
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
全
く
無
力
で
あ
る
」
（
↓
臨
月
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
加
え
た
理
性
倫
理
批
判
の
進
め
方
に

　
　
欠
陥
を
認
め
る
渚
は
こ
こ
で
直
ち
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
右
の
推
論
に
よ
っ
て
証
明
し
得
た
の
は
、
道
徳
的
能
力
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
「
，
我

　
　
我
を
道
徳
的
行
為
へ
う
な
が
す
能
力
」
を
意
味
す
る
限
り
、
理
性
は
か
か
る
力
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
「
行
為
の
道
徳
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
判
別
す
る
能
力
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
こ
れ
を
否
定
し
得
た
の
で
は
な
い
、
と
反
論
す
る
。
こ
の
批
評
は
、
人
を
行
動
へ
促
す
か
否

　
　
か
の
点
で
の
理
性
の
無
力
の
賊
難
か
ら
直
ち
に
、
そ
の
道
徳
的
判
別
の
不
可
能
を
帰
結
さ
せ
る
右
の
推
論
の
仕
方
に
誤
謬
が
存
す
る
、
と

　
　
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
、
ヒ
ュ
…
ム
が
実
際
に
か
か
る
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
彼
に
即
し
て
検
討
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
一
七
四
〇
年
三
月
一
六
B
付
ハ
チ
ソ
ン
宛
の
手
紙
で
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
は
、
私
の
と
隅
様
に
あ
な
た
の
円
塚
に
従
え
ば
、
単
に
感
嬉

　
　
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
」
（
日
ぴ
。
び
¢
雰
①
議
。
出
U
「
澱
蟷
露
。
”
①
（
囲
・
ぴ
団
○
賊
魚
α
q
＜
○
ド
ー
マ
き
）
と
託
し
、
彼
が
ハ
チ
ソ
ン
の
道
徳
感
情
説
の
継
承

　
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
告
げ
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
は
こ
れ
を
、
後
述
す
る
如
く
、
経
験
論
的
に
更
に
一
歩
進
め
、
　
「
道
徳
感
を
人
類
と
の



　
　
広
縫
な
共
感
に
よ
り
説
明
し
L
（
8
①
ち
）
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
菊
。
職
塁
冠
冒
。
障
ω
◎
♪
℃
鎚
。
陣
8
鍮
菊
①
霧
。
乱
菊
臨
。
ω
o
唱
同
彰
》
〈
o
り
H
メ
H
Φ
鳶
ワ
も
。
綬
こ
の
「
否
定
的
立
場
の
強
さ
」
を
認
め
る
こ
と
は
、

　
ず
し
も
「
ヒ
ュ
…
ム
の
肯
定
的
立
場
の
弱
き
扁
（
一
σ
罷
．
）
の
否
定
を
慧
転
せ
ぬ
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
。

（
3
×
5
）
】
＞
O
⇔
謬
Φ
ψ
菊
巷
ぴ
餌
①
剖
6
冨
鎮
。
蕊
ω
①
霧
①
も
．
お

（
4
）
　
労
・
U
勉
く
こ
し
ご
8
濠
ρ
巨
6
窯
○
鑓
圃
℃
ゲ
ま
ω
8
ゲ
《
O
h
U
碧
河
内
＝
ヨ
ρ
℃
．
9

必

　
　
　
右
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
推
論
を
可
能
に
す
る
根
拠
と
し
て
の
、
理
性
は
単
独
で
は
実
践
的
な
影
響
力
を
も
ち
得
な
い
、
と
い
う
見
解
は
既
に

　
　
「
情
念
論
」
の
一
節
に
お
い
て
主
題
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
（
弓
・
じ
d
o
o
剛
紳
℃
簿
誉
ω
り
c
o
①
。
臨
○
口
Q
。
）
。
こ
こ
で
ヒ
ュ
ー
ム
は
第
二
に
、
理
性
は

　
　
単
独
で
は
決
し
て
意
志
の
働
き
へ
の
動
機
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
、
第
二
に
、
理
性
は
意
志
の
規
制
に
お
い
て
決
し
て
情
念
と
対
立
で
き
ぬ
こ

　
　
と
、
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
第
一
点
が
承
認
さ
れ
れ
ば
、
第
二
点
は
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
導
か
れ
る
こ
と
は
開
ら
か
で
あ

　
　
る
。
な
ぜ
な
ら
理
性
が
情
念
と
対
抗
し
意
欲
を
妨
げ
る
力
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
情
念
の
む
か
う
の
と
は
反
対
の
方
向
に
衝
撃
を
与

　
　
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
反
磁
衝
撃
」
が
理
性
か
ら
生
ず
る
と
す
れ
ば
、
理
性
は
意
志
に
対
す
る
根

　
　
源
的
影
響
力
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
理
性
が
か
か
る
力
を
単
独
で
は
も
ち
得
ぬ
こ
と
を
、
正
に
第
一
点
が
明
ら
か
に

　
　
し
ょ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
の
考
察
の
臼
は
こ
の
点
に
集
中
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ヒ
ュ
…
ム
に
よ
れ
ば
理
性
は
二
つ
の
異
な
っ
た
様
式
で
働
く
。
即
ち
論
証
を
通
し
て
判
断
す
る
か
、
或
る
い
は
蓋
然
性
に
基
づ
い
て
判

　
　
断
ず
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
理
性
は
、
諸
観
念
の
抽
象
的
関
係
の
比
較
よ
り
成
り
立
つ
判
断
に
関
わ
る
。
後
者
の

　
　
場
合
、
そ
れ
は
経
験
の
み
が
我
々
に
情
報
を
与
え
る
諸
対
象
の
事
実
的
関
係
を
考
察
し
推
理
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
最
初
の
論
証
的
推
理
が

　
　
直
接
単
独
で
は
い
か
な
る
行
動
の
動
機
に
も
な
り
得
な
い
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
論
証
的
推
理
は
経
験
的
推
理
と
異
な
つ

　
　
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
必
然
性
、
確
実
性
を
有
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
観
念
間
の
抽
象
的
関
係
に
つ
い
て
の
諸
判
断
か
ら
形
成
さ
れ
る
か

邸
　
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
推
理
の
正
当
な
領
域
は
、
そ
れ
自
身
は
薩
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
類
似
、
反
対
、
質
に
お
け
る
程
度
、
量
と
数

⑳　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
…
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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@
に
お
け
る
割
合
と
い
う
、
そ
の
関
係
が
単
に
観
念
の
み
に
依
存
す
る
場
を
一
歩
も
踏
み
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
意
欲

　
　
や
行
動
の
場
は
か
よ
う
な
単
な
る
観
念
の
歯
群
的
領
域
で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
事
象
の
世
界
で
あ
り
、
従
っ
て
論
証
と
意
欲
と
は
そ
れ

　
　
自
体
に
お
い
て
互
い
に
完
全
に
隔
絶
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
情
念
や
意
欲
や
行
動
は
「
根
源
的
事
実
に
し
て
リ
ア
ル
な
も
の
」
（
月
駆
α
Q
O
）

　
　
あ
る
い
は
根
源
存
在
で
あ
っ
て
、
何
か
他
の
模
像
と
な
る
よ
う
な
再
現
さ
れ
た
性
質
で
は
な
い
。
即
ち
、
印
象
の
記
憶
な
い
し
想
像
に
よ

　
　
る
、
そ
の
生
気
の
弱
め
ら
れ
た
映
像
と
し
て
の
、
単
な
る
観
念
で
は
な
い
。
情
念
は
、
身
体
的
な
快
苦
の
ご
と
き
感
覚
印
象
と
異
な
っ
て
、

　
　
そ
の
印
象
の
再
現
と
し
て
の
観
念
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
機
に
応
じ
て
観
念
が
そ
の
根
源
と
し
て
の
印
象
の
所
有
す
る
力
や
生

　
　
気
を
回
復
し
た
反
省
印
象
で
あ
り
、
そ
の
否
み
難
い
活
気
の
強
さ
の
故
に
こ
こ
で
は
リ
ア
ル
と
称
せ
ら
れ
る
。
か
か
る
意
味
で
の
根
源
存

　
　
在
の
も
つ
力
に
論
証
的
推
理
は
単
独
で
は
全
く
関
与
し
得
な
い
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
云
う
の
で
あ
る
（
↓
念
G
。
ゑ
）
。

　
　
　
理
性
は
ま
た
「
真
あ
る
い
は
偽
の
発
見
」
の
能
力
で
あ
り
、
論
証
的
理
性
の
発
見
す
る
真
偽
は
「
諸
観
念
の
実
際
の
関
係
と
の
一
致
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
　
る
い
は
不
一
致
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
（
弓
献
α
c
。
）
。
こ
の
真
偽
の
説
明
は
、
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
一
体
何
が
か
か
る
関
係
と
の
一
致
又
は

　
　
不
一
致
な
の
か
を
示
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
既
述
し
た
贋
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
他
断
で
触
れ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
に
（
6
命
α
）
、
我
々
は
こ
れ
を
「
知
性
の
判
断
」
（
鐘
昏
）
あ
る
い
は
「
命
題
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
論
証
的
理
性
の
発
見
す
る
真

　
　
偽
は
、
諸
観
念
の
関
係
に
か
か
わ
る
判
断
な
い
し
命
題
の
真
偽
で
あ
り
、
従
っ
て
か
よ
う
な
判
断
で
も
命
題
で
も
な
い
根
源
存
在
と
し
て

　
　
の
情
念
、
意
欲
、
行
動
が
「
真
な
い
し
理
性
に
対
立
し
、
あ
る
い
は
矛
盾
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
」
（
8
郎
門
馬
）
。
と
こ
ろ
が
理
性
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
倫
理
学
説
に
よ
れ
ば
、
道
徳
性
は
論
証
可
能
で
あ
り
、
道
徳
的
判
断
は
幾
何
学
や
代
数
学
と
等
し
い
確
実
性
を
も
つ
と
主
張
さ
れ
た
。
こ

　
　
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
徳
と
悪
徳
と
は
諸
観
念
の
何
ら
か
の
関
係
の
中
に
究
極
的
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実

　
　
は
論
証
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
如
き
確
実
性
を
有
す
る
関
係
は
、
そ
れ
自
体
は
直
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
類
似
、
反
対
、

　
　
質
に
お
け
る
程
度
、
量
と
数
に
お
け
る
割
合
の
四
つ
の
関
係
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
道
徳
性
が
論
証
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る

　
　
関
係
の
見
出
さ
れ
る
事
物
に
関
し
て
、
論
証
的
理
性
が
何
ら
か
の
推
理
を
な
し
得
る
も
の
全
て
に
道
徳
性
が
存
す
る
、
と
い
う
帰
結
に
な



　
　
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
具
体
的
な
観
念
内
容
は
異
な
る
が
、
形
式
的
に
は
同
一
の
対
応
関
係
に
あ
る
二
組
の
観
念
群
に
お

　
　
い
て
、
　
一
方
に
は
罪
責
の
念
が
我
々
の
内
に
生
じ
、
他
方
は
全
然
こ
れ
を
伴
わ
な
い
こ
と
が
屡
々
起
こ
る
。
こ
の
場
合
、
形
式
的
に
は
同

　
　
じ
関
係
が
か
よ
う
に
異
な
る
性
格
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
こ
の
桐
違
は
観
念
間
の
抽
象
的
関
係
を
問
う
論
証
的
理
性
の
み
に
よ
っ
て
は
見
出

　
　
さ
れ
ぬ
、
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
6
心
①
ω
塗
）
。

　
　
　
（
1
）
　
○
」
）
．
労
巷
匿
㊦
ポ
。
ワ
簿
鼻
燭
．
鰹
．

　
　
　
（
2
）
汐
竃
．
囚
風
辞
菊
⑦
器
舅
鯖
F
註
○
。
え
¢
2
ぎ
類
煽
ヨ
①
．
肋
摩
魯
湯
ρ
ワ
胡
◎

　
　
　
（
3
）
，
傍
え
ば
ロ
ッ
ク
が
「
道
徳
を
論
証
の
可
能
な
科
学
の
中
に
位
置
づ
け
る
…
…
」
と
し
「
数
学
に
お
け
る
推
理
と
駿
馬
に
論
争
の
余
地
な
き
必
然

　
　
　
　
　
的
な
推
理
に
よ
っ
て
正
と
不
正
の
標
準
が
明
ら
か
に
き
れ
得
る
…
…
」
と
考
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
経
験
論
の
哲
学
を
認
識
論
的
に

　
　
　
　
　
基
礎
づ
け
た
と
見
ら
れ
る
ロ
ッ
ク
が
、
そ
の
反
面
に
お
い
て
微
妙
に
合
理
論
と
結
合
し
て
い
る
と
詣
強
き
れ
る
一
つ
の
例
舐
を
、
我
々
は
こ
こ
に

　
　
　
　
　
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
榊
ビ
o
o
犀
ρ
》
昌
国
ω
ω
p
団
。
◎
⇔
o
①
ヨ
ぼ
σ
q
麟
自
習
p
⇔
C
⇔
自
①
誘
欝
p
集
降
α
q
〔
U
o
く
Φ
価
く
○
唇
鱒
℃
・
卜
Q
O
c
。
）
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
論
証
的
推
理
が
直
接
単
独
で
は
我
々
の
行
動
に
対
し
て
影
響
力
を
も
ち
得
ぬ
こ
と
を
説
い
た
が
、
し
か
し
先
行
す
る
「
或

　
　
る
企
図
さ
れ
た
臼
的
又
は
霞
標
の
た
め
に
」
（
8
念
写
）
こ
れ
に
到
達
す
る
合
理
的
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
に
影
響
を
及

　
　
ぼ
し
得
る
こ
と
は
十
分
に
認
め
た
。
こ
の
こ
と
は
経
験
的
事
実
に
関
わ
る
蓋
然
的
推
理
の
場
合
も
圃
様
で
あ
る
。
我
々
が
何
ら
か
の
対
象

　
　
か
ら
受
苦
の
展
望
を
も
つ
時
、
我
々
は
当
の
対
象
に
対
す
る
向
鎚
又
は
嫌
悪
の
情
を
感
じ
て
、
こ
の
満
足
か
不
快
を
与
え
よ
う
と
す
る
も

　
　
の
を
獲
得
あ
る
い
は
回
避
し
よ
う
と
す
る
。
否
そ
れ
の
み
で
な
く
、
こ
の
対
象
と
結
び
つ
く
如
何
な
る
も
の
も
原
因
結
果
の
関
係
に
よ
っ

　
　
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
こ
こ
に
蓋
然
的
推
理
が
右
の
関
係
の
発
見
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
推
理
の
模
様
が
変
化
す
れ
ば
、
確
か

　
　
に
我
々
の
行
動
様
式
も
そ
れ
に
つ
れ
て
変
化
す
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
「
衝
動
が
理
性
か
ら
生
ず
る
の
で
は
な
く
て
、
単
に

　
　
理
性
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
篇
（
8
駆
置
）
。
理
性
は
こ
こ
で
は
た
だ
、
こ
の
快
苦
に
関
す
る
対
象
獲
得
の
手
段
を
、
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
乙

　
　
と
こ
れ
と
の
因
果
関
係
を
蓋
然
的
推
理
な
い
し
判
断
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
指
示
す
る
の
で
あ
る
。
情
念
あ
る
い
は
行

49

@
動
が
「
理
性
に
反
す
る
」
と
い
う
言
葉
に
意
味
を
見
出
し
得
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
か
よ
う
に
「
或
る
判
断
又
は
意
見
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
て

10　
　
　
　
　
　
ヒ
訊
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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5010

@
い
る
限
り
に
お
い
て
」
で
あ
る
（
6
鼻
目
①
）
。
即
ち
い
わ
ゆ
る
反
理
性
的
な
行
動
に
お
い
て
厳
密
な
意
味
で
か
か
る
形
容
辞
の
冠
せ
ら
れ
る

　
　
も
の
は
、
情
念
で
は
な
く
、
そ
れ
と
行
動
を
媒
介
す
る
判
断
な
い
し
推
理
に
お
け
る
誤
謬
で
あ
る
。

　
　
　
右
に
判
断
が
情
念
や
欲
求
に
適
合
す
る
蒔
、
行
動
が
判
断
に
よ
っ
て
間
接
に
惹
起
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
ヒ
ュ
…
ム

　
　
は
「
行
動
が
判
断
を
惹
起
す
る
」
（
↓
心
①
り
）
場
合
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
我
々
は
自
己
の
或
る
行
動
が
し
ば
し
ば
他

　
　
者
の
内
に
誤
っ
た
経
験
的
推
断
を
生
む
の
を
見
出
す
。
そ
の
際
我
々
が
か
か
る
誤
謬
を
生
ぜ
し
め
る
意
図
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、

　
　
単
に
自
己
の
欲
求
を
充
た
す
た
め
に
行
動
し
た
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
理
性
的
倫
理
学
派
に
よ
れ
ば
、
こ
の
行
動
は
虚
言
な
い
し
虚
偽
に

　
　
幾
分
類
似
し
て
い
る
と
言
わ
れ
、
判
断
の
誤
謬
が
不
適
切
に
も
行
動
そ
れ
自
身
に
帰
せ
ら
れ
て
行
動
が
反
理
性
的
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
ヒ
ュ
…
ム
に
よ
れ
ば
、
行
動
の
観
察
か
ら
誤
っ
た
結
論
が
導
出
さ
れ
る
の
は
、
　
「
自
然
的
原
理
の
曖
昧
さ
」
（
↓
偽
貧
）
に
よ
る

　
　
の
で
あ
っ
て
、
行
動
そ
の
も
の
が
虚
偽
を
含
む
の
で
は
な
い
。
自
然
的
原
理
や
法
則
が
明
確
に
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
物
理
的
事
物
に

　
　
お
い
て
さ
え
判
断
に
似
か
よ
っ
た
錨
誤
を
生
む
。
従
っ
て
「
も
し
も
か
よ
う
な
錯
誤
を
生
む
傾
向
が
悪
徳
と
反
道
徳
性
の
本
質
そ
の
も
の

　
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
生
命
な
き
事
物
さ
え
悪
徳
で
反
道
徳
的
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
匿
e
。
こ
の
よ
う
な
学
派
の
体

　
　
系
を
完
全
に
破
壊
す
る
に
足
る
と
思
わ
れ
る
論
拠
と
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
何
ら
か
の
行
動
の
道
徳
的
価
値
な
い
し
反
価

　
　
値
が
、
こ
の
行
動
に
伴
う
経
験
的
判
断
の
真
偽
性
か
ら
説
明
さ
れ
得
な
い
だ
け
で
な
く
、
総
じ
て
単
な
る
事
実
命
題
の
真
偽
性
か
ら
は
、

　
　
道
徳
性
の
念
は
生
じ
得
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
る
で
あ
る
。

（
1
）
　
事
実
に
関
わ
る
因
果
的
推
理
は
「
知
性
論
拠
に
お
い
て
、
厳
密
な
意
瞭
で
は
理
性
の
機
能
に
帰
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
因
果
的
結
合
の
観
念
は
近

　
接
、
継
時
、
と
り
わ
け
必
然
的
結
合
の
そ
れ
を
中
核
と
す
る
が
、
こ
の
最
後
の
場
合
元
来
、
我
々
は
観
念
聞
の
結
合
様
式
を
想
像
の
許
す
限
り
如

　
何
様
に
も
考
え
得
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
慮
体
と
し
て
は
可
能
な
駆
り
浮
動
し
得
る
想
像
の
働
き
を
、
　
一
定
の
諸
観
念
の
結
合
関
係
に
必
然
的

　
　
に
定
着
せ
し
め
る
の
は
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
欝
欝
的
あ
る
い
は
露
慣
的
接
合
の
経
験
、
及
び
そ
の
接
合
関
係
に
あ
る
い
ず
れ
か
の
観
念
と
生
気

　
あ
る
現
在
印
象
と
の
類
似
の
知
覚
よ
り
来
る
信
念
（
ぴ
Φ
｝
一
象
）
の
カ
に
基
づ
く
と
せ
ら
れ
る
。
ヒ
ュ
…
ム
は
情
念
・
道
徳
論
に
お
い
て
は
、
指
摘
き

　
　
れ
る
如
く
（
鴻
巷
国
⑦
江
ぴ
圃
窪
も
5
呂
）
、
通
常
の
言
い
方
に
従
っ
て
因
果
的
推
理
の
過
程
も
理
性
の
働
き
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
は
、



欲
求
や
螺
線
と
区
別
さ
れ
た
理
論
的
知
性
の
働
き
に
包
揺
き
れ
る
広
い
意
味
に
お
い
て
、
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
情
念
・
道
徳
論
に
お
い

て
、
厳
密
で
誓
学
的
な
意
味
に
お
け
る
理
性
、
と
云
わ
れ
る
場
倉
に
も
、
そ
れ
は
欲
求
や
情
念
と
い
う
実
践
的
な
働
き
と
区
議
さ
れ
た
、
事
実
の

推
理
と
観
念
の
比
較
に
関
わ
る
知
的
能
力
一
般
を
指
し
て
い
る
。

　
　
　
道
徳
的
区
別
が
経
験
的
推
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
か
か
る
推
理
の
対
象
と
な
る
事
実
を
ど
れ
ほ
ど
吟
味
し
て
も
、

　
　
そ
こ
か
ら
だ
け
で
は
道
徳
性
の
念
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
知
的
に
対
象
を
考
察
す
る
限
り
悪
徳
は
「
完
全
に
逃
げ
て
行
く
」
（
8
軌
①
Q
Q
）
。

　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
も
事
実
が
直
ち
に
価
値
で
は
な
く
、
存
在
と
当
為
と
は
匿
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

　
　
こ
こ
で
い
う
「
事
実
」
と
は
「
そ
の
存
在
を
我
々
が
理
性
に
よ
っ
て
推
論
す
る
事
実
」
（
羨
瓢
）
で
あ
っ
て
、
「
感
情
の
対
象
」
と
し
て
の
「
事

　
　
実
」
（
↓
膳
①
㊤
）
を
も
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、
事
実
か
ら
価
値
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

　
　
故
に
直
ち
に
、
餌
値
の
座
は
超
越
的
領
域
に
の
み
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
主
張
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
存
在
」
と
「
当
為
」
と

　
　
の
区
別
を
表
白
し
た
次
の
有
名
な
個
所
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
私
が
こ
れ
ま
で
出
会
っ
て
き
た
ど
の

　
　
道
徳
体
系
に
お
い
て
も
、
私
は
常
に
次
の
こ
と
に
気
づ
い
て
き
た
、
即
ち
著
者
は
し
ば
ら
く
の
間
通
常
の
推
理
の
仕
方
で
進
ん
で
行
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
神
の
存
在
を
確
立
し
あ
る
い
は
人
聞
の
轟
来
事
に
関
す
る
考
察
を
お
こ
な
う
。
し
か
し
そ
の
時
突
然
私
は
、
．
で
あ
る
と
か
で
な
い
と
か
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
う
、
命
題
の
通
常
の
連
辞
の
か
わ
り
に
べ
き
で
あ
る
又
は
べ
き
で
な
い
で
結
合
さ
れ
な
い
よ
う
な
命
題
に
一
つ
も
出
会
わ
な
い
、
と
い
う

　
　
こ
と
を
見
出
し
て
驚
く
の
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
こ
れ
に
気
付
く
者
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
極
め
て
重
大
な
事
柄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
の
べ
き
で
あ
る
あ
る
い
は
べ
き
で
な
い
は
、
或
る
新
し
い
関
係
又
は
断
書
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
…
…
」
（
薫
低
）
。
　
こ
の
妾
為

　
　
の
表
現
す
る
「
新
し
い
関
係
」
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
或
る
感
情
へ
の
関
与
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
「
事
実
」

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
当
為
の
表
現
が
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の
事
実
的
な
諸
命
題
か
ら
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
解
す
べ
く
、
右
の
引
用
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
は
要
求
し
て
い
る
か
、
と
の
問
に
対
し
て
は
「
否
」
と
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
文
の
直
後
で
、
　
「
い
か

51

@
に
し
て
こ
の
新
し
い
関
係
が
、
そ
れ
と
全
く
異
な
る
他
の
も
の
か
ら
導
嵐
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
得
る
か
」
の
理
由
を
与
え
る
こ
と
は
、
「
全

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
麟
欄
」
の
倫
…
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
五
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く
想
い
も
っ
か
ぬ
こ
と
に
見
え
る
偏
と
述
べ
て
（
ぴ
一
戦
）
、
当
為
の
表
現
が
事
実
関
係
と
次
元
を
異
に
し
た
場
で
の
み
可
能
で
あ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
（
2
）

語
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
「
新
し
い
関
係
」
が
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
ぬ
「
他
の
関
係
」
が
、
　
「
理
性
の
対
象
」
と
し
て
の
事
実
の
判
断
を

成
り
立
た
せ
る
関
係
の
み
を
指
し
、
　
「
感
情
の
対
象
」
と
し
て
の
事
実
へ
の
関
与
を
意
味
し
な
い
と
解
す
れ
ば
、
右
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
言
葉

は
我
々
の
理
解
と
矛
隠
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
、
理
性
が
単
独
で
直
接
に
意
志
を
規
定
し
行
動
を
生
む
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
か
か
る
意

味
の
実
践
的
理
性
で
は
あ
り
得
ず
、
判
断
な
い
し
命
題
と
、
観
念
関
係
及
び
経
験
的
事
実
と
の
一
致
あ
る
い
は
不
一
致
と
し
て
の
真
偽
の

発
見
に
の
み
関
わ
る
限
り
で
の
理
論
的
理
性
を
意
味
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
理
性
が
間
接
に
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
も
つ
こ
と
を
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

定
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
理
論
的
理
性
の
実
践
的
適
用
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
理
性
と
情
念
の
闘
い
」
に
つ
い

て
語
る
者
は
、
　
「
厳
密
に
哲
学
的
に
」
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
理
性
は
む
し
ろ
「
情
念
の
奴
隷
」
で
あ
り
、

「
情
念
に
仕
え
服
従
す
る
こ
と
以
外
の
役
爵
を
決
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ま
で
極
言
さ
れ
る
（
8
凸
q
）
。

（
1
）
　
○
¢
o
識
旨
罵
出
口
簿
①
♪
墨
継
ヨ
o
O
鐸
、
㌍
、
簿
嵩
物
、
〇
二
α
q
窪
、
9
℃
監
δ
も
。
o
葦
葺
”
諺
℃
艶
H
り
①
b
Q
ワ
竃
G
o
◆
こ
の
論
者
は
、
ヒ
ュ
…
ム
の
道
徳
論
が
一
つ
の

　
事
実
即
ち
感
韓
の
事
実
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
正
当
に
振
諭
し
た
後
で
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
的
判
断
に
蘭
す
る
分
析
は
誤
っ
て
い
る
し

　
　
と
の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
理
曲
と
し
て
、
彼
は
感
情
の
主
観
性
、
相
対
性
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、
我
た
と
し
て
は
、
こ
の
批
判
は
尤
も

　
　
で
あ
る
と
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
共
感
」
の
働
さ
を
道
徳
理
論
の
中
心
に
す
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
の
倫
理
の
陥
る
主
観
性
を
で
き
る
限

　
り
是
正
し
よ
う
と
試
み
た
そ
の
努
力
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
2
）
　
「
想
い
も
っ
か
ぬ
よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
「
想
い
も
っ
か
ぬ
こ
と
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
を

　
　
意
味
し
な
い
、
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
る
が
（
。
h
9
頃
§
§
㌦
び
圃
匙
も
6
頴
O
）
、
し
か
し
こ
こ
で
ヒ
．
一
i
ム
は
当
為
の
確
言
を
存
在
の
そ
れ
か

　
　
ら
導
出
で
き
な
い
こ
と
を
「
明
確
に
我
々
に
告
げ
て
い
る
」
（
O
●
b
d
憎
○
臨
＄
》
o
掌
α
ぎ
℃
・
○
○
¢
）
と
理
解
し
た
と
し
て
も
、
な
お
本
文
に
述
べ
た
よ

　
　
う
な
我
々
の
解
釈
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
戸
智
。
駐
8
も
や
簿
．
℃
．
。
。
窃
9



　
　
　
は
じ
め
に
述
べ
ら
れ
た
批
評
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
…
ム
は
彼
の
推
論
に
よ
っ
て
、
我
々
を
道
徳
的
行
為
へ
う
な
が
す
能
力
と
し
て
の
理
性

　
　
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
道
徳
性
を
判
別
す
る
能
力
と
し
て
の
理
性
の
無
力
を
証
明
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
以

　
　
上
に
お
い
て
ヒ
．
【
ー
ム
自
身
の
論
述
を
検
討
し
て
き
た
我
々
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
定
め
た
意
味
で
の
理
性
の
概
念
の
範
囲
内
で
、
そ
の
論
述

　
　
を
理
解
す
る
限
り
、
右
の
爾
能
力
と
も
理
性
か
ら
奪
取
さ
れ
て
い
る
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
理
性
が
直
接
単
独
で
は
情
念
を
刺
激
し

　
　
て
行
動
を
生
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
右
の
如
き
働
き
と
し
て
画
定
さ
れ
た
理
論
的
理
性
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

　
　
て
か
か
る
理
論
的
理
性
か
ら
は
道
徳
的
判
別
の
原
理
は
導
出
さ
れ
得
な
い
、
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
引
き
禺
す
帰
結
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
　
こ
の
帰
結
へ
の
推
理
の
進
め
方
に
欠
陥
を
見
出
す
と
い
う
右
の
批
評
は
、
推
論
を
媒
介
す
る
小
前
提
の
分
析
、
特
に
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
　
概
念
の
分
析
に
考
察
を
進
め
る
前
に
は
、
～
見
誰
で
も
感
ず
る
こ
の
推
論
様
式
の
「
奇
妙
さ
」
の
故
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
　
し
か
し
、
理
性
が
道
徳
的
行
鋤
の
原
理
と
し
て
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
道
徳
的
判
別
の
原
理
に
な
り
得
ぬ
と
い
う
結
論
と
の
結

　
　
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
理
性
の
概
念
の
右
の
如
き
ヒ
ュ
ー
ム
心
隈
定
が
あ
ら
か
じ
め
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の

　
　
こ
と
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
　
一
見
感
ぜ
ら
れ
る
こ
の
推
論
様
式
の
奇
妙
さ
は
自
ず
と
解
消
す
る
訳
で
あ
る
。
我
々
は
、
モ
ラ
ル
は
単
な
る
思

　
　
弁
で
は
な
く
、
行
動
に
影
響
を
与
え
る
生
々
し
い
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ヒ
晶
…
ム
の
基
本
要
求
の
妥
当
性
を
認
め
、
且
つ
ヒ
ュ

　
　
ー
ム
が
そ
の
批
判
の
藩
象
と
し
ヅ
、
念
頭
に
麗
い
た
先
行
す
る
一
群
の
理
性
論
的
倫
理
学
派
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
理
性
の
概
念
を
右
に
定

　
　
め
ら
れ
た
如
き
も
の
と
し
て
維
持
す
る
限
り
、
こ
の
倫
理
説
に
対
す
る
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
否
定
的
立
場
の
強
さ
」
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
右
の
諸
前
提
を
認
め
る
限
り
、
彼
は
「
そ
の
結
論
に
お
い
て
整
合
的
」
で
あ
る
こ
と
も
同
時
に
認
め
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
性
の
概
念
は
「
余
り
に
も
狭
す
ぎ
る
」
と
批
判
さ
る
べ
き
余
地
を
十

　
　
分
に
残
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
狭
く
限
ら
れ
た
理
性
の
概
念
を
前
提
と
し
た
上
で
引
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
以
上
、
そ
れ

　
　
が
ヒ
ュ
…
ム
の
批
判
旨
標
と
し
た
一
定
の
学
派
を
超
え
て
、
よ
り
豊
か
な
理
性
の
概
念
を
前
提
す
る
者
の
理
性
倫
理
説
に
も
及
ぼ
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

53

@
時
に
は
、
我
々
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
は
彼
の
結
論
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
指
摘
は
、
そ
れ
が

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
…
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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10

@
き
わ
め
て
正
当
で
あ
っ
て
も
、
道
徳
理
論
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
今
の
場
合
、
ヒ
ュ
…
ム
に
即
し
て
そ
の
内
か
ら
彼
の
自
己
矛
盾
を
指
摘

　
　
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
と
は
原
理
的
に
異
な
っ
た
観
点
に
立
っ
て
批
評
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
批
判
が
許
さ

　
　
れ
る
場
合
、
　
一
応
ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
に
身
を
置
い
て
、
そ
の
見
解
に
即
応
し
つ
つ
、
そ
こ
に
自
ず
と
露
呈
さ
れ
る
彼
の
困
難
点
を
指
摘
す

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
有
効
な
内
か
ら
の
批
判
を
試
み
よ
う
と
す
る
我
々
の
取
る
道
で
は
な
い
。
以
上
、
我
々
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
加
え
た

　
　
理
性
倫
理
批
判
の
内
容
を
見
て
き
た
が
、
次
に
彼
の
道
徳
理
論
の
積
極
的
側
面
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
（
1
）
　
U
9
切
8
雛
①
ρ
o
や
簿
．
℃
．
b
こ
械
●

　
　
　
（
2
）
P
じ
d
目
畠
β
薫
島
も
．
朝
電

　
　
　
（
3
）
｝
P
賦
巳
器
ざ
H
漢
3
＾
ξ
鼠
。
β
ε
＜
○
ご
ヨ
。
目
貫
①
勉
蜜
。
（
野
⑦
蔓
諺
鋤
塁
）
℃
．
図
．
O
．
匂
ご
a
圃
β
薫
＾
圏
も
気
O
．

　
　
　
（
4
）
　
O
「
ご
σ
δ
箒
。
・
し
玄
鐸
ワ
逡
’

二

　
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
先
ず
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
彼
独
自
の
情
念
分
析
の
上
に
築
か
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
経
験
と
観
察
を
土
台
と
し
て
人
々
の
生
活
を
考
察
す
る
ヒ
ュ
…
ム
は
、
人
間
存
在
の
中
核
に
情
念
を
見
出
し
、
こ
れ
が
人
々

を
し
て
積
極
的
行
動
へ
赴
か
せ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
発
条
で
あ
る
と
考
え
、
従
っ
て
倫
理
が
問
題
と
な
る
場
含
、
繰
り
返
し
書
わ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
が
人
間
の
行
動
に
結
び
つ
く
強
い
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
限
り
、
当
然
か
か
る
惰
念
に
も
考
察
の
渇
が
向
け
ら
れ
て
し
か

る
べ
き
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
情
念
論
の
基
本
原
劉
の
摘
出
を
「
誇
り
」
と
「
卑
下
」
の
解
明
を
手
掛
り
と
し
て
お
こ
な
っ
た
。
我
々
に
と
っ
て
何

ら
か
の
事
物
や
性
質
が
誇
り
の
原
因
と
な
る
た
め
の
諸
条
件
の
内
に
は
、
事
物
や
性
質
が
「
我
々
自
身
と
非
常
に
緊
密
な
繋
り
」
を
有
す

る
こ
と
、
そ
れ
ら
が
他
と
比
較
し
て
「
特
異
な
」
も
の
で
あ
り
乍
ら
し
か
も
単
に
風
変
わ
り
と
い
う
の
で
な
く
、
他
の
人
々
が
「
は
っ
き
り



　
　
明
ら
か
」
に
、
且
つ
「
よ
り
持
続
的
」
に
そ
れ
ら
を
価
値
あ
り
と
認
め
る
も
の
、
あ
る
い
は
「
慣
習
」
に
基
づ
い
て
そ
う
認
め
て
き
た
も

　
　
の
、
従
っ
て
互
い
に
そ
の
も
た
ら
す
快
適
さ
を
共
感
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
含
ま
れ
る
（
8
笛
O
H
ぬ
）
。
こ
こ
で
特
に
注
目
さ

　
　
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
こ
の
情
念
が
「
自
己
」
の
観
念
を
中
心
に
旋
回
す
る
も
の
で
あ
り
、
情
念
の
「
原
因
」
は
快
適
や
苦
痛
の
印
象

　
　
を
生
む
様
々
の
事
物
や
性
質
で
あ
る
が
、
誇
り
の
向
か
う
「
対
象
」
は
唯
一
つ
自
己
の
観
念
な
の
で
あ
っ
て
（
6
卜
σ
刈
c
Q
h
）
、
情
念
的
な
入

　
　
間
は
絶
え
ず
こ
の
自
己
に
究
極
の
関
心
を
払
い
つ
つ
、
し
か
も
瞬
時
に
霞
鷺
烏
人
的
で
は
あ
り
得
な
い
で
、
比
較
と
共
感
に
よ
っ
て
自
己

　
　
の
周
囲
の
人
々
の
様
子
に
気
を
配
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
…
ム
情
念
論
の
舞
台
に
登
場
す
る
人
々
は
、
経

　
　
験
世
界
に
お
い
て
常
に
自
己
と
他
者
と
を
区
別
し
、
快
と
苦
を
基
本
的
バ
ネ
と
し
て
行
動
し
て
い
る
、
近
代
に
お
け
る
ご
く
平
凡
な
多
数

　
　
の
点
々
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う
自
己
と
は
、
快
と
苦
、
喜
び
や
悲
し
み
、
期
待
と
不
安
、
そ
の
他
様
々
の
互
い
に
継
起
し

　
　
不
断
に
変
動
す
る
多
様
な
経
験
的
印
象
や
観
念
の
集
積
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
、
　
「
か
の
我
々
が
親
し
く
記
憶
し
瓢
思
識
す
る
、
互
い
に
関

　
　
連
し
た
諸
観
念
や
印
象
の
継
起
」
（
↓
b
Q
『
刈
）
い
わ
ゆ
る
「
様
々
の
知
覚
の
束
あ
る
い
は
集
積
」
（
↓
邸
認
）
に
外
な
ら
ぬ
現
象
的
自
己
で
あ

　
　
る
。
情
念
論
の
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
誇
り
の
分
析
は
、
こ
れ
の
み
な
ら
ず
他
の
あ
ら
ゆ
る
情
念
の
共
有
す
る
本
質
的
契
機
と
し
て
、

　
　
こ
の
よ
う
な
自
己
の
観
念
、
快
苦
の
印
象
、
比
較
と
共
感
の
作
用
な
ど
を
摘
製
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
『
人
性
論
』
を
通
じ
て
ヒ
ュ
ー
ム

　
　
が
考
察
し
た
入
間
の
基
本
性
格
の
一
面
が
、
共
感
と
比
較
の
働
き
に
伴
わ
れ
た
自
己
中
心
性
に
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
よ
う
に
断
定
す
る
と
直
ち
に
我
々
を
見
舞
う
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
他
面
、
人
聞
に
自
然
に
備
わ
る
利
他
的
愛
情
を
認
め
、

　
　
そ
れ
を
「
仁
愛
」
や
「
寛
仁
」
と
い
う
雷
葉
で
表
現
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
ヒ
ュ
…
ム
が
『
人
性
論
』
に
お
い
て
樹
立
せ
ん
と
骨
折
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
共
感
倫
理
は
「
自
己
愛
理
論
に
反
対
し
こ
れ
を
排
除
す
る
」
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
で
あ
る
。
言
わ
れ
る
如
く
確
か
に
ヒ
ュ
ー
ム

　
　
は
、
人
問
本
性
の
自
然
的
傾
向
の
一
つ
に
か
か
る
利
他
的
愛
情
の
あ
る
こ
と
を
卒
直
に
認
め
た
。
例
え
ば
友
人
の
幸
福
へ
の
欲
求
と
い
う

　
　
直
接
情
念
は
自
己
の
快
苦
の
展
望
か
ら
で
な
く
、
　
「
完
全
に
は
説
饗
し
難
い
自
然
的
衝
動
又
は
本
能
」
か
ら
生
ず
る
と
さ
れ
る
（
8
腿
G
◎
Φ
）
。

55

@
彼
は
入
間
を
徹
頭
徹
尾
、
自
己
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
如
く
見
な
す
人
々
と
は
明
ら
か
に
被
を
分
か
っ
て
い
る
。
人
間
の
自
己
中
心

！0　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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@
性
を
余
り
に
強
く
主
張
し
て
き
た
人
々
の
「
誤
謬
」
の
一
つ
は
、
　
「
私
が
友
人
を
愛
す
る
が
故
に
彼
に
親
切
に
す
る
こ
と
に
お
い
て
快
を

　
　
感
ず
る
」
の
で
あ
っ
て
、
　
「
こ
の
快
の
た
め
に
彼
を
愛
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
を
見
落
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
指
摘
す
る
の
で

　
　
（
2
）

　
　
あ
る
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
の
倫
理
説
を
評
し
て
、
そ
れ
は
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
判
断
を
「
一
つ
の
軽
卒
な
一
般
化
」
の
下
に
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ら
さ
ん
と
図
る
安
易
な
態
度
へ
の
最
善
の
批
判
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
は
、
右
の
意
味
に
お
い
て
正
餐
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ

　
　
に
も
拘
わ
ら
ず
我
々
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
認
め
た
仁
愛
の
自
然
的
徳
が
そ
の
働
く
範
囲
に
お
い
て
潔
く
狭
く
限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

　
　
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
仁
愛
篇
と
は
「
愛
さ
れ
て
い
る
人
の
幸
福
を
望
む
欲
求
で
あ
り
、
彼
の
悲
惨
へ
の
嫌
悪
で
あ
る
」
（
6

　
　
・
。
雪
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
愛
清
は
、
清
純
論
の
基
本
原
理
の
～
つ
と
さ
れ
た
、
自
己
と
他
潜
の
観
念
と
快
適
の
印
象

　
　
と
の
関
係
、
郎
ち
「
観
念
と
印
象
と
の
二
重
関
係
」
（
①
び
q
■
↓
笛
。
。
り
）
を
予
想
せ
ず
、
単
に
自
己
と
他
者
と
の
関
係
、
「
我
々
密
身
と
対
象
と

　
　
の
た
だ
「
つ
の
関
係
」
（
8
G
O
q
輪
）
か
ら
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
関
係
か
ら
の
み
愛
情
が
生
じ
得
る
の
は
、

　
　
こ
の
関
係
が
極
め
て
緊
密
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
緊
密
な
関
係
か
ら
来
る
共
感
の
強
さ
に
由
る
の
で
あ
る
。
こ
の
緊

　
　
密
性
と
強
い
共
感
が
欠
け
る
場
合
に
は
、
他
者
が
我
々
の
愛
情
の
耕
象
と
な
り
得
る
に
は
、
そ
の
観
念
が
快
適
の
印
象
と
結
合
せ
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
ヒ
．
一
ー
ム
の
印
象
主
義
的
情
念
論
の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
自
己
中
心
的
な
快
適
の
印
象
を
予
想
し
な
い

　
　
で
成
り
立
つ
愛
情
や
仁
愛
は
「
人
閥
本
性
の
実
現
し
得
る
最
高
の
価
値
」
（
晦
H
“
◎
。
）
と
し
て
光
彩
を
放
つ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
血

　
　
族
関
係
や
友
人
知
人
関
係
と
い
う
緊
密
な
、
従
っ
て
限
ら
れ
た
狭
い
範
囲
に
お
い
て
の
み
成
り
立
つ
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ
う
な
利
他
的
愛
情
の
及
ぶ
範
囲
の
限
界
に
つ
い
て
端
的
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
　
＝
般
に
人
間
の
心
の
中
に

　
　
は
我
々
自
身
の
個
人
的
な
性
質
や
奉
仕
や
我
々
自
身
と
の
関
係
か
ら
独
立
し
た
、
単
に
人
類
愛
そ
れ
自
身
と
い
う
よ
う
な
情
念
は
存
在
し

　
　
な
い
と
断
言
し
て
よ
い
だ
ろ
う
」
（
穆
戯
G
。
じ

　
　
　
（
1
）
　
嗣
。
ぎ
ご
ご
噸
G
o
8
≦
p
芦
↓
冨
ζ
g
鑓
き
匙
勺
。
一
圃
曹
巴
籔
亀
○
ω
ε
ぴ
団
。
｛
O
⇔
〈
罷
嵩
霞
厳
ρ
や
り
も
。
・

　
　
　
（
2
）
U
◎
駁
鑑
B
ρ
壽
ω
曙
。
。
竃
◎
巨
”
ぎ
豪
＄
嗣
逼
鼠
謬
①
§
団
円
乞
．
芝
。
脱
一
β
①
＾
剛
．
ξ
ρ
。
露
俸
9
。
。
・
①
＜
。
智
。
。
も
．
践
餓
■



　
　
　
（
3
）
U
．
O
。
菊
巷
冨
①
｝
》
○
や
簿
も
■
烏

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
限
ら
れ
た
寛
仁
」
は
認
め
た
け
れ
ど
も
、
自
然
な
傾
向
と
し
て
の
人
類
愛
と
い
う
一
般
的
愛
情
の
存
在
を
否
認
し
た
と

　
　
い
う
右
の
説
に
附
し
て
、
　
『
人
性
論
』
に
お
い
て
は
確
か
に
そ
う
で
あ
る
が
、
後
の
『
道
徳
原
理
研
究
』
に
お
い
て
、
そ
れ
と
異
な
っ
た

　
　
観
方
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
反
論
が
生
ま
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ヒ
．
一
…
ム
は
、
前
書
が
彼
の
期
待
に
反
し
て
不
評
判
で
あ
っ
た
の
は
、

　
　
そ
の
内
容
の
た
め
で
な
く
書
き
方
の
欠
陥
に
あ
っ
た
の
だ
と
語
り
、
ス
タ
イ
ル
の
み
を
改
善
し
た
の
が
『
研
究
』
で
あ
る
と
灰
め
か
し
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
が
（
竃
冠
○
≦
⇔
ピ
罵
①
v
℃
ゴ
ニ
．
ぐ
噸
。
ノ
N
o
ピ
O
Q
℃
．
ω
）
、
し
か
し
我
々
が
両
者
を
虚
心
に
読
み
較
べ
て
み
る
と
、
内
容
自
体
に
或

　
　
る
基
本
的
な
変
化
の
存
す
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
る
。
そ
れ
は
社
会
倫
理
を
考
え
る
上
で
、
人
聞
の
自
然
的
利
他
性
を
ど
の
程
度
重
く
評
価

　
　
す
る
か
の
閥
題
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
即
ち
『
研
究
』
に
お
い
て
は
、
前
書
と
異
な
っ
て
、
仁
愛
の
感
情
は
「
家
庭
の
調
和
」
や

　
　
「
友
人
間
の
梱
互
扶
助
」
の
よ
う
な
眼
ら
れ
た
小
範
囲
に
だ
け
で
な
く
、
「
人
類
の
幸
福
」
や
「
社
会
の
秩
序
」
の
よ
う
な
広
範
な
分
野
に

　
　
も
有
効
性
を
発
揮
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
や
弓
ド
G
。
＝
．
）
。
こ
の
こ
と
は
一
方
が
、
利
己
性
の
仮
説
を
前
提
す
る
正
義
論
の
前
に
仁
愛
論
を
配

　
　
す
る
と
い
う
書
き
方
の
順
序
に
お
い
て
他
方
と
異
な
る
と
い
う
だ
け
で
な
／
＼
仁
愛
の
社
会
的
効
用
の
範
囲
の
問
題
に
関
し
て
重
大
な
移

　
　
動
の
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
輪
転
機
か
ら
死
産
し
た
」
（
鍵
団
○
≦
⇔
い
一
出
O
”
一
げ
一
山
．
℃
●
胎
）
と
歎

　
　
い
た
処
女
作
と
「
私
の
著
作
中
最
良
の
も
の
」
（
一
ぴ
一
二
・
℃
・
q
）
と
自
賛
し
た
『
研
究
』
と
の
い
ず
れ
の
方
が
、
我
々
に
と
っ
て
説
得
力
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
す
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
我
々
は
前
者
の
方
が
「
よ
り
価
値
の
あ
る
、
た
め
に
な
る
も
の
」
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
な

　
　
ぜ
な
ら
ヒ
ュ
…
ム
は
仁
愛
の
腹
黒
性
を
説
く
場
合
に
は
、
観
念
連
合
の
規
則
に
基
づ
き
首
尾
一
貫
し
た
論
拠
に
立
っ
て
我
々
を
説
得
し
よ

　
　
う
と
試
み
て
い
る
が
、
仁
愛
の
普
遍
的
効
用
を
語
る
際
に
は
、
た
だ
そ
の
様
々
の
実
例
を
美
し
く
文
学
的
あ
る
い
は
歴
史
記
述
的
に
列
挙

　
　
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
処
女
作
に
お
け
る
綿
密
な
考
究
を
転
覆
し
得
る
ほ
ど
の
有
力
な
論
議
を
尽
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

　
　
い
、
　
『
研
究
』
そ
の
も
の
の
中
に
お
い
て
さ
え
、
広
範
な
仁
愛
は
、
正
義
の
原
理
に
較
べ
て
、
今
日
は
な
は
だ
無
力
で
あ
る
こ
と
を
認
め

57

@
て
い
る
個
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
利
己
性
の
仮
説
に
基
づ
い
て
立
て
ら
れ
る
正
義
の
法
は
、
も
し
も
広
範
な
仁
愛

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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が
完
全
に
行
き
亙
る
社
会
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
揖
捺
し
た
後
で
、
し
か
し
「
今
日
の
人
心
の
性
質

に
お
い
て
は
、
こ
う
い
う
広
範
囲
に
及
ぶ
愛
情
の
完
全
な
事
例
を
見
出
す
こ
と
は
多
分
困
難
で
あ
ろ
う
」
（
撚
目
。
。
α
）
と
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
広
範
囲
な
人
々
の
関
係
の
場
で
、
自
己
中
心
的
に
発
動
す
る
情
念
の
基
本
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
の
ち
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
同

じ
社
会
的
視
野
に
立
っ
て
自
己
の
道
徳
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
こ
で
先
ず
人
々
が
如
何
な
る
原
理
に
よ
っ
て
秩
序
あ
る
社

会
を
形
成
し
得
る
か
、
い
わ
ゆ
る
歓
会
正
義
の
原
理
は
何
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
彼
の
い
う
正
義
の
観
念
の
具
体
的
内

容
は
「
人
々
が
勤
勉
と
幸
運
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
財
貨
の
享
有
」
（
8
鼻
G
。
曵
）
と
そ
の
安
定
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ヒ
ュ
…
ム

の
考
察
対
象
と
し
た
人
々
が
既
述
の
如
く
平
凡
な
日
常
人
で
あ
る
こ
と
と
並
ん
で
、
商
業
や
生
産
活
動
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
私
有
財
貨
の

安
全
と
そ
の
侵
害
の
防
止
と
を
要
求
す
る
近
代
的
経
済
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。
後
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
明
快
に

狭
り
出
し
た
よ
う
に
、
か
か
る
人
々
の
行
動
の
原
理
は
私
利
追
求
で
あ
り
、
そ
の
獲
得
し
た
私
書
財
貨
の
安
全
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
も
、

限
ら
れ
た
親
密
な
人
間
関
係
の
場
は
別
と
し
て
、
広
い
社
会
的
分
野
で
の
人
々
の
活
動
に
お
い
て
、
「
最
も
考
慮
す
べ
き
も
の
」
は
自
己

中
心
性
で
あ
る
と
考
え
（
8
繕
G
。
①
）
、
こ
う
い
う
近
代
的
諸
個
入
が
無
法
状
態
に
お
け
る
絹
互
侵
害
、
不
僑
、
自
滅
の
悲
惨
を
免
れ
る
た
め

に
、
人
為
的
に
形
成
す
る
も
の
が
抵
会
規
範
と
し
て
の
正
義
の
法
に
外
な
ら
な
い
、
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
σ
●
∪
◎
知
琶
冨
の
｝
”
o
や
α
戸
サ
ミ
◎

　
さ
て
右
の
如
き
情
念
を
動
機
と
し
つ
つ
事
実
と
し
て
社
会
的
結
合
が
生
起
し
、
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
規
範
が
成
り
立
つ
こ
と
と
、
か

か
る
規
範
の
遵
守
が
道
徳
的
善
と
し
て
賞
讃
さ
れ
、
そ
の
違
反
が
悪
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
と
は
、
事
柄
そ
の
も
の
は
別
で
あ
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
前
嚢
が
同
時
に
後
者
に
よ
っ
て
伴
わ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
併
し
我
々
は
そ
の
前
に
、
い
っ
た
い
何
ら
か
の
行
動
が
道
徳

的
善
悪
の
評
価
を
受
け
る
際
に
、
こ
の
評
価
の
原
理
は
何
で
あ
る
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
．
一
ー
ム
は
、
道
徳
的
判
別
の
原
理

が
理
性
で
あ
り
得
ぬ
こ
と
を
指
摘
し
た
節
に
続
い
て
、
　
「
道
徳
的
判
別
は
道
徳
感
か
ら
導
出
さ
れ
る
」
と
い
う
一
節
を
設
け
、
こ
の
問
い



　
　
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
ヒ
．
一
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
　
「
道
徳
性
篇
は
観
念
に
よ
っ
て
「
判
断
さ
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
よ
り
適
切
に
は
印

　
　
象
に
よ
っ
て
「
感
ぜ
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
感
情
は
「
一
般
に
極
め
て
静
穏
で
温
和
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
（
6
ミ
O
）
、
　
「
配
る
独

　
　
特
の
」
（
↓
ミ
H
剛
．
）
快
で
あ
る
。
　
一
般
に
善
は
快
適
で
悪
は
苦
痛
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
し
か
し
「
∵
闘
の
良
い
音
楽
」
を
聞
く
快
適

　
　
さ
と
「
一
瓶
の
良
い
酒
」
を
飲
む
快
適
さ
と
が
等
し
く
快
と
い
う
「
同
じ
抽
象
名
辞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
」
け
れ
ど
も
、
実
際
は

　
　
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
我
々
は
「
互
い
に
非
常
に
異
な
っ
た
感
じ
を
抱
く
」
よ
う
に
（
8
鼻
心
用
）
、
道
徳
的
善
悪
と
呼
ば
れ
る
印
象
は
「
或
る
独

　
　
特
の
種
類
の
快
ま
た
は
不
快
」
で
あ
る
。
　
「
徳
の
感
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
看
る
性
格
の
省
察
か
ら
薫
る
特
殊
の
種
類
の
満
足
を
感
ず

　
　
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
感
じ
そ
の
も
の
が
我
々
の
賞
讃
ま
た
は
讃
歎
を
溝
成
す
る
の
で
あ
る
」
（
日
切
謡
）
。
　
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、
或

　
　
る
性
格
が
我
々
を
喜
ば
せ
る
故
に
そ
れ
は
有
徳
で
あ
る
と
「
推
論
す
る
の
で
は
な
く
」
、
そ
れ
が
飾
る
特
殊
な
仕
方
で
我
々
を
喜
ば
せ
る

　
　
こ
と
を
感
ず
る
「
そ
の
感
じ
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
れ
が
有
徳
で
あ
る
と
実
際
に
感
ず
る
」
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
（
畔
び
凱
）
。

　
　
か
か
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
方
が
、
既
述
の
如
く
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
i
及
び
ハ
チ
ソ
ン
の
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
説
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
彼
は
「
道
徳
感
を
人
間
の
心
の
根
源
的
本
能
に
還
元
す
る
」
こ
と
に
は
反
対
し
て
い
る
（
8
①
H
り
）
。
彼
は

　
　
道
徳
的
善
悪
を
区
心
す
る
こ
の
特
殊
の
快
苦
に
つ
い
て
、
　
「
こ
の
快
苦
は
い
か
な
る
原
理
か
ら
導
出
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
人
間
の
心
に
起
こ

　
　
る
か
」
と
問
い
、
こ
れ
に
対
し
て
、
も
し
も
こ
の
快
苦
の
感
じ
が
心
の
「
根
源
的
性
質
な
い
し
本
原
的
組
織
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
」
と

　
　
答
え
る
な
ら
ば
、
我
々
の
多
数
の
責
務
の
各
々
に
対
し
て
根
源
的
本
能
が
対
応
し
、
従
っ
て
多
種
多
様
な
一
切
の
訓
説
が
生
得
的
に
本
能

　
　
の
中
に
劾
印
づ
け
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
不
合
理
な
想
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
述
べ
、
か
よ
う
に
偲
々
の
場
合
に
各
々
対
応

　
　
す
る
生
得
的
原
理
を
想
定
す
る
代
わ
り
に
、
「
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
モ
ラ
ル
の
概
念
の
根
底
を
な
す
悟
る
よ
り
一
般
的
な
原
理
」
を
経
験
的
に

　
　
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
↓
醸
勺
c
Q
）
。
そ
し
て
こ
の
一
般
的
原
理
が
「
人
類
と
の
広
範
な
共
感
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
道
徳
的
判
別
の

　
　
主
要
な
源
泉
」
で
あ
る
（
↓
勲
Q
。
）
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
モ
ラ
ル
・
セ
ン
ス
説
を
継
承
し
乍
ら
二
時
に
、
多
様
な
道
徳
的
諸
現
象
を
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@
こ
の
～
般
的
原
理
に
基
づ
い
て
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
図
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
彼
の
立
場
は
、
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
…
及
び
ハ
チ
ソ
ン

鐙　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
…
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
蒼
三
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

㈱
の
モ
ラ
ル
．
セ
ン
季
派
の
〈
本
能
的
〉
心
理
学
と
ホ
ッ
ブ
ス
の
く
メ
カ
ニ
・
ク
な
v
心
髄
と
の
変
様
に
し
て
馨
で
舞
善
わ

　
　
れ
る
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
共
感
は
情
念
論
・
道
徳
論
を
通
じ
て
「
人
間
本
性
の
内
で
こ
れ
以
上
に
注
目
す
べ
き
性
質
は
な
い
」
（
↓
ω
一
①
）
と

　
　
記
さ
れ
る
程
に
重
要
な
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
他
者
の
心
的
傾
向
や
感
情
を
交
感
伝
達
に
よ
っ
て
受
け
取
る
」
（
疑
〔
ご
働
き
で
あ
る
が
、

　
　
そ
の
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
簡
単
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
最
初
、
他
者
の
「
顔
貌
や
談
話
に
お
け
る
外
的
徴
表
に
よ

　
　
っ
て
」
彼
の
感
情
の
「
観
念
し
を
受
け
取
る
。
と
こ
ろ
で
他
者
の
観
念
が
「
常
に
我
々
自
身
に
親
し
く
奮
わ
れ
て
い
る
我
々
自
身
の
観
念
、

　
　
否
む
し
ろ
そ
の
印
象
」
と
、
観
念
連
合
の
規
則
即
ち
門
，
因
果
篇
「
類
似
」
「
近
接
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
関
係
す
る
と
き
、
他
着
の
感
情

　
　
の
「
こ
の
観
念
は
た
だ
ち
に
印
象
に
変
え
ら
れ
る
」
、
換
言
す
れ
ば
、
強
度
の
勢
い
と
活
気
を
獲
得
し
て
情
念
そ
の
も
の
と
な
り
、
他
山
の

　
　
根
源
的
感
情
と
等
し
い
情
感
を
我
々
自
身
の
内
に
生
む
の
で
あ
る
（
6
Q
。
ド
刈
）
。
か
よ
う
に
共
感
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
観
念
論
含
の
規
則
に
媒

　
　
介
さ
れ
て
作
用
し
、
こ
の
連
合
関
係
の
緊
密
性
の
程
度
に
比
例
し
て
共
感
度
に
強
弱
の
差
が
生
じ
て
く
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
自
然
が
全
て

　
　
の
人
間
の
間
に
大
な
る
類
似
を
保
存
し
た
」
（
6
Q
。
H
O
Q
）
と
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
人
類
と
の
広
範
な
共
感
」
の
可
能
性
を
説
く
の

　
　
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
他
者
の
感
情
は
、
そ
の
人
が
我
々
か
ら
還
く
隔
た
っ
て
い
る
時
に
は
、
影
響
力
を
も
つ
こ
と
が
少
な
く
し
、
こ
の
感

　
　
情
が
完
全
に
伝
達
さ
れ
る
た
め
に
は
「
近
接
関
係
を
要
求
す
る
」
と
雷
う
。
　
「
血
族
関
係
」
や
「
知
己
」
関
係
も
近
接
関
係
と
接
合
さ
れ

　
　
る
時
、
「
最
大
の
強
度
と
生
気
と
に
お
い
て
」
共
感
を
成
り
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
（
薫
（
じ
。
ヒ
ュ
…
ム
が
道
徳
感
情
を
「
極
め
て
静
穏

　
　
で
温
和
」
で
あ
る
と
見
な
し
た
理
由
は
、
道
徳
感
情
の
主
要
な
源
泉
を
遠
隔
の
見
知
ら
ぬ
者
に
も
及
ぶ
広
範
な
共
感
に
曲
来
す
る
と
考
え
、

　
　
こ
の
共
感
は
近
接
、
血
縁
、
知
己
、
教
育
、
国
土
、
書
語
、
闘
潰
等
々
の
、
共
感
度
を
強
め
る
紐
帯
か
ら
解
き
放
さ
れ
た
、
た
だ
「
身
体

　
　
の
構
造
と
心
の
構
造
」
と
に
等
し
く
見
出
さ
れ
る
「
我
々
の
本
性
の
一
般
的
な
類
似
性
」
（
薫
げ
し
の
想
定
の
上
に
成
り
立
つ
と
考
え
た
点

　
　
に
あ
る
。
こ
の
道
徳
感
情
は
「
独
特
の
種
類
の
快
」
で
あ
る
と
震
わ
れ
た
が
、
こ
の
独
自
性
は
広
範
な
共
感
の
伝
達
す
る
快
適
の
温
和
さ

　
　
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
人
的
利
益
な
い
し
集
団
的
利
益
の
絆
に
よ
っ
て
功
利
的
に
結
び
つ
く
閉
じ
ら
れ
た
人
間
関
係
の
も



た
ら
す
快
で
は
な
く
、
見
知
ら
ぬ
人
に
も
及
ぶ
よ
う
な
開
か
れ
た
静
穏
な
共
感
に
よ
っ
て
感
ぜ
ら
れ
る
快
適
さ
を
指
す
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
こ
の
快
適
さ
は
勢
い
が
微
弱
で
あ
る
故
に
、
と
も
す
れ
ば
他
の
強
烈
な
自
己
中
心
的
情
念
に
圧
服
さ
れ
勝
ち
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

我
々
は
公
正
な
価
値
評
価
の
道
か
ら
そ
れ
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
起
こ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
避
け
る
に
は
我
々
は
「
叢
る
不
動
の
一
般
的

な
観
点
」
に
立
た
ね
ば
な
ら
ず
、
利
己
的
関
心
の
眼
か
ら
離
脱
し
「
我
々
の
特
定
の
利
害
へ
の
閥
係
な
し
に
」
不
断
の
「
反
省
」
に
よ
り

「
～
時
的
現
象
態
を
訂
正
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
一
般
的
判
定
に
お
い
て
「
我
々
自
身
の
利
害
を
度
外
視
す

る
篇
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
に
妥
当
な
価
値
づ
け
を
下
す
「
思
慮
深
い
観
察
者
」
で
あ
り
得
る
（
8
し
。
。
。
囲
ご
。
か
く
し
て
人

為
的
に
自
利
を
動
機
と
し
て
形
成
さ
れ
た
社
会
規
範
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
な
ぜ
同
晴
に
道
徳
的
善
と
し
て
賞
讃
さ
れ
、
違

反
が
悪
と
し
て
非
難
さ
れ
る
か
の
理
由
は
、
そ
れ
が
個
人
的
利
益
に
役
立
つ
と
い
う
点
に
で
は
な
く
、
反
っ
て
か
か
る
利
害
を
度
外
視
し

て
社
会
の
一
般
的
利
益
に
貢
献
す
る
か
ら
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
る
。
　
「
自
利
が
正
義
の
設
立
へ
の
根
源
的
動
機
で
あ
る
が
、
し
か
し
公

共
の
利
益
と
の
共
感
が
か
の
徳
に
伴
う
道
徳
的
賞
讃
の
源
泉
で
あ
る
」
（
↓
お
り
胤
．
）
。
道
徳
的
価
値
は
、
そ
れ
が
「
道
徳
的
」
で
あ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
　
「
利
己
的
関
心
か
ら
離
れ
た
賞
讃
」
の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
我
々
が
「
道
徳
的
責
務
の
感
情
、
義
務
感
」
を
抱
く
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

利
己
的
関
心
の
度
外
視
を
要
求
す
る
も
の
と
私
的
欲
求
と
の
聞
に
葛
藤
や
対
立
が
生
じ
た
時
で
あ
る
、
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　
（
1
）
　
瓢
魯
蔓
O
◎
≧
ぎ
♪
瓢
に
ヨ
。
、
。
・
駕
。
西
詩
§
（
囲
℃
o
豪
。
巴
℃
匿
。
。
。
ε
｝
莞
〔
鵠
無
器
苗
肉
離
茸
。
曾
亀
露
℃
p
躍
ゑ

　
（
2
）
慧
9
や
暴
×
蕊

　
（
3
）
旨
ご
つ
9
ω
8
麺
井
○
℃
．
鼠
叶
愚
高
O
ピ

三

　
　
　
さ
て
我
々
は
こ
こ
で
一
つ
の
困
難
な
問
題
に
嵐
会
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
個
人
的
利
益
の
観
点
を
離
れ
て
全
般
的
利
益
の
観
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@
点
に
立
ち
、
　
「
思
慮
深
い
観
察
者
」
の
限
を
も
っ
て
人
々
の
行
動
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
こ
の
評
価
に
対
応
し
て
自
ら
の
行
動

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
し
の
倫
理
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@
を
律
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
広
範
囲
な
人
々
の
関
係
の
場
に
お
い
て
さ
え
、
自
己
中
心
性
の

　
　
想
定
と
全
く
あ
い
容
れ
な
い
も
の
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ヒ
ュ
…
ム
の
答
え
を
賜

　
　
確
に
知
る
た
め
に
、
事
柄
を
三
段
に
分
け
て
考
察
し
た
い
。
先
ず
我
々
自
身
が
利
害
の
渦
中
に
な
い
状
況
を
想
定
し
た
場
合
、
個
人
的
関

　
　
心
に
執
わ
れ
ず
に
当
事
者
に
対
し
て
公
正
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
共
感
の
働
き
さ
え
掬
わ
る
な
ら
ば
、
個
人

　
　
的
利
害
に
直
接
関
与
し
な
い
事
柄
や
人
物
に
対
し
て
も
我
凌
は
決
し
て
冷
淡
で
は
な
い
。
　
「
我
々
が
何
の
友
情
も
抱
か
ぬ
児
知
ら
ぬ
人
の

　
　
喜
び
」
も
共
感
に
よ
っ
て
「
我
々
を
喜
ば
せ
る
」
の
で
あ
る
（
6
伊
“
①
）
。
差
し
妾
た
り
問
題
は
次
の
第
二
の
場
合
で
あ
る
。
郡
ち
我
々
自
身

　
　
が
轟
事
者
と
し
て
利
害
の
対
立
の
渦
中
に
あ
る
時
、
そ
れ
を
超
越
し
て
一
般
的
観
点
に
立
っ
て
価
侮
判
定
し
得
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
．

　
　
か
し
こ
れ
に
対
し
て
も
ヒ
ュ
…
ム
は
肯
定
的
な
解
答
を
与
え
て
い
る
。
彼
は
は
っ
き
り
と
我
々
に
と
っ
て
有
害
で
恐
る
べ
き
「
敵
」
の
性

　
　
質
が
思
慮
深
い
観
察
者
の
観
点
に
お
い
て
善
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
「
尊
敬
」
を
獲
得
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
（
↓
縣
刈
胎
）
。

　
　
彼
は
広
範
囲
な
人
類
的
共
感
が
見
知
ら
ぬ
人
の
み
な
ら
ず
敵
を
さ
え
も
包
含
す
る
と
見
な
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
価
値
評
価
の
感
覚
論
的
相

　
　
対
主
義
を
避
け
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
が
成
功
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
後
に
見
る
如
き
批
判
を
呼
ぶ
が
、
当
面
こ
こ

　
　
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
第
一
、
第
二
の
場
合
と
も
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
広
範
な
共
感
の
働
き
に
よ
る
道
徳
的

　
　
評
緬
の
可
能
性
を
説
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
観
察
し
反
省
し
評
価
す
る
者
と
し
て
の
我
々
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

　
　
こ
の
評
価
に
従
い
積
極
的
に
行
動
す
る
者
と
し
て
の
我
々
の
あ
り
方
を
問
う
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
億
人
的
関
心
の

　
　
対
象
で
な
い
も
の
、
否
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
に
対
し
て
さ
え
働
き
か
け
る
広
範
な
共
感
が
、
単
に
評
価
の
み
な
ら
ず
同
時
に
積
極
的
行

　
　
動
の
原
理
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
献
身
的
な
仁
愛
や
寛
仁
と
合
一
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
憶
、
仁
愛
が
そ
の
働
く
範
囲
に
お
い
て
狭

　
　
く
限
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
先
き
の
立
論
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
共
感
に
よ
る
快
適
は
我
々
自

　
身
の
情
念
に
よ
る
そ
れ
よ
り
も
微
弱
に
心
に
触
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
前
者
は
後
者
に
較
べ
て
覆
常
的
で
普
遍
的
で
あ
る
故
に
、

　
　
後
者
に
「
実
践
に
お
い
て
さ
え
拮
抗
す
る
篇
と
述
べ
て
は
い
る
（
、
囲
’
窃
ゆ
H
）
。
し
か
し
こ
の
　
蔑
葉
は
、
仁
愛
や
寛
仁
の
及
ぶ
範
囲
の
狭
き
の



　
　
主
張
と
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
、
こ
の
主
張
を
維
持
す
る
限
り
、
右
の
藤
壷
の
重
み
は
著
し
く
減
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
こ
こ
に
第
三
の
、
そ
し
て
我
々
自
身
の
問
題
が
存
在
す
る
。
共
感
の
倫
理
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
倫
理
で
あ
る
限
り
は
、
観
察
す

　
　
る
老
と
し
て
だ
け
で
な
く
行
動
す
る
者
と
し
て
の
自
己
も
が
、
飼
人
的
利
害
の
観
点
を
超
越
し
得
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は

　
　
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
一
体
我
々
は
、
あ
ら
か
じ
め
広
く
開
か
れ
た
共
感
を
通
じ
て
善
と
評
価
し
た
も
の
を
、
必
ず
し
も
献
身

　
　
的
行
動
に
よ
っ
て
維
持
し
育
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
、
評
価
と
行
動
と
は
別
で
あ
る
、
と
す
ま
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ

　
　
の
よ
う
に
た
と
え
一
時
的
に
考
え
得
る
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
事
態
は
い
ず
れ
必
ず
我
々
の
内
に
自
己
分
裂
の
苦
痛
を
生
ま
ざ
る
を
得
な

　
　
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
観
察
者
の
見
地
に
立
っ
て
道
徳
的
に
善
と
評
価
し
た
も
の
を
自
ら
の
行
動
に
お
い
て
は
拒
み
裏
切
る
と
こ
ろ

　
　
か
ら
、
右
の
分
裂
の
不
幸
は
生
ず
る
が
、
こ
の
よ
う
な
内
的
分
裂
ほ
ど
我
々
の
心
を
痛
ま
し
め
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、

　
　
道
徳
的
判
断
は
我
々
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
実
践
的
な
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
ま
た
こ
の
実
践
的
影
響
力
は
「
直
接
的
」
で
な
け
れ

　
　
　
　
（
1
）

　
　
ば
な
ら
ぬ
と
要
求
し
、
こ
の
要
求
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
理
性
に
代
わ
る
に
広
範
な
共
感
を
道
徳
的
判
別
の
原
理
に
す
え
た
の
で
あ
る
。

　
　
従
っ
て
こ
の
共
感
の
原
理
は
単
に
道
徳
的
評
価
を
可
能
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
我
々
の
道
徳
的
行
動
を
直
接
生
み
出
す
積
極
的
源
泉
と
し

　
　
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
ヒ
ュ
ー
ム
は
仁
愛
の
及
ぶ
範
囲
の
普
遍
性
を
否
定
す
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
同
時
に
、
こ
の
共
感
の
実
践
的
な
力
に
制
限
を
設
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
こ
と
に
対
し
て
少
し
も
内
的
分
裂
や
苦
痛

　
　
の
意
識
に
責
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
。
　
一
体
ヒ
ュ
ー
ム
の
内
に
か
か
る
分
裂
の
痛
み
が
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ

　
　
か
。
そ
れ
は
彼
に
お
い
て
、
見
る
自
分
と
行
な
う
自
分
、
一
般
的
関
心
と
個
人
的
関
心
と
が
調
職
的
に
統
一
さ
れ
る
可
能
性
が
信
ぜ
ら
れ

　
　
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
云
う
外
は
な
い
。
併
し
か
よ
う
に
全
体
と
個
人
と
の
調
和
の
安
ら
か
な
意
識
を
保
ち
得
た
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

　
　
か
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
は
篇
首
の
法
が
確
立
す
る
過
程
に
お
い
て
「
黙
約
」
。
o
昌
く
窪
甑
。
欝
（
①
α
q
ウ
8
お
O
）
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の

63

@
こ
と
が
、
彼
を
し
て
社
会
と
個
人
と
の
調
和
の
可
能
性
を
確
信
さ
せ
て
い
る
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
黙
約
と
は
人
々
の
間
に
暗
黙
に

10　
　
　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
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@
感
ぜ
ら
れ
る
「
共
通
の
利
害
の
～
般
的
な
セ
ン
ス
」
（
薫
（
じ
で
あ
っ
て
、
各
入
が
か
か
る
賭
事
の
共
通
感
の
上
に
立
ち
「
他
人
も
圖
様
に

　
　
行
な
う
期
待
」
（
、
門
麟
㊤
b
Q
）
を
も
っ
て
自
己
の
個
人
的
欲
求
の
一
方
的
主
張
を
制
し
、
行
動
を
律
す
る
と
こ
ろ
に
昼
餐
儒
頼
が
成
り
立
つ
の

　
　
で
あ
る
。
か
か
る
網
互
信
頼
の
寄
せ
ら
れ
る
状
況
の
中
で
始
め
て
、
個
人
的
欲
求
と
広
範
な
共
感
に
基
づ
く
欲
求
と
が
根
底
に
お
い
て
は

　
　
矛
盾
な
く
両
立
し
得
る
、
と
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
訳
で
あ
る
。
ヒ
．
｛
ー
ム
に
と
っ
て
、
公
正
な
観
察
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
同
時
に
、

　
　
広
範
な
社
会
的
場
に
お
け
る
行
動
老
と
し
て
の
人
間
の
利
己
性
の
想
定
と
矛
盾
す
る
、
と
い
う
意
識
の
痛
み
な
く
あ
り
得
た
の
は
、
か
か

　
　
る
黙
約
と
相
互
信
頼
の
成
り
立
つ
状
況
を
前
提
な
い
し
予
想
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
人
間
の
倫
理
的
あ
り
方
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る

　
　
か
ら
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は
ヒ
．
一
…
ム
道
徳
論
の
歴
史
的
意
義
を
指
摘
で
き
る
と
思
う
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と

　
　
並
ん
で
、
商
業
的
精
神
と
私
利
追
求
を
人
々
の
基
本
的
パ
ト
ス
と
し
て
原
理
的
に
想
定
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
こ
の
パ
ト
ス
の
功
利
主
義
的

　
　
満
足
の
可
能
性
を
認
め
る
点
で
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
て
極
め
て
楽
観
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
の
考
察
し
た
人

　
　
問
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
が
資
本
主
義
興
隆
期
の
大
英
帝
国
と
い
う
未
来
の
期
待
に
開
か
れ
た
桂
会
、
そ
の
社
会
を
推
進
す
る
構
成
員
の

　
　
利
害
の
共
通
性
を
信
じ
得
た
時
代
で
あ
っ
た
、
と
い
う
歴
史
的
状
況
に
由
来
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
ヒ
ュ
ー
ム
も
敵
に

　
　
つ
い
て
謡
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
実
的
に
敵
酋
行
為
が
成
立
し
、
共
通
利
害
の
結
合
帯
が
見

　
　
出
さ
れ
ぬ
場
が
存
在
す
る
の
を
認
め
て
い
た
こ
と
を
饗
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
敵
対
性
が
人
間
の
根
源
悪
の
深
い
根
か
ら
生
じ
、
従
っ

　
　
て
も
は
や
如
何
な
る
功
利
主
義
的
絆
に
よ
っ
て
も
和
解
さ
れ
得
な
い
ほ
ど
に
深
刻
な
事
態
と
観
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
の
死
後
に

　
　
出
版
で
き
た
『
自
然
宗
教
に
つ
い
て
の
対
話
』
の
中
で
思
弁
的
神
学
を
批
判
す
る
懐
疑
論
者
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
彼
に
「
正
し
い
宗
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
心
」
は
人
間
の
「
悲
惨
さ
と
邪
悪
さ
」
の
自
覚
の
上
に
芽
ば
え
る
と
語
ら
せ
て
い
る
が
、
こ
の
惨
さ
を
根
源
悪
の
暗
闇
か
ら
把
え
る
所
に

　
　
ま
で
議
論
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
と
は
云
わ
れ
な
い
。
編
者
の
批
評
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
生
涯
宗
教
に
関
心
を
持
ち
続
け
た
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
拘
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
の
一
つ
を
成
す
罪
漁
思
識
は
な
か
っ
た
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
こ
の
故
に
、
生
の
執
着
と
い
う
万
人
の
情
念

　
　
と
こ
れ
を
軸
に
表
わ
れ
る
人
間
的
な
喜
怒
哀
楽
に
倒
す
る
共
感
を
紐
帯
と
し
て
、
終
局
に
お
い
て
共
通
の
利
害
の
セ
ン
ス
に
到
達
し
、
功
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利
的
原
理
に
よ
っ
て
秩
序
あ
る
社
会
を
形
成
し
得
る
と
の
楽
観
的
な
確
信
を
も
ち
得
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
確
信
を
支
え
る
根
拠

の
一
つ
に
、
価
値
判
定
の
一
般
的
原
理
と
し
て
の
広
範
な
共
感
の
働
き
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
↓
臨
。
。
”
（
鉢
勾
碧
冨
包
竃
・
駅
胤
（
一
ε
．
簿
．
ワ
お
）

　
（
2
）
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B
Φ
u
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銑
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器
ω
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諺
ぎ
σ
q
Z
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鉱
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⑦
凝
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〔
譲
鉱
器
凸
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O
｝
●

　
（
3
）
　
澱
．
O
●
》
汗
Φ
謬
に
よ
る
君
局
書
へ
の
汐
鱒
＆
9
浄
δ
拝

　
し
か
し
も
は
や
こ
の
よ
う
な
楽
観
的
確
信
を
も
ち
得
な
い
今
日
の
我
々
は
、
こ
こ
で
明
確
に
こ
の
共
感
の
陥
る
デ
ィ
レ
ン
マ
を
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
共
感
は
我
々
の
念
頭
に
浮
ぶ
人
間
と
我
々
自
身
と
の
関
係
の
近
接
性
、
親
疎

性
の
梱
違
に
応
じ
て
、
強
弱
の
度
が
著
し
く
異
な
る
の
で
あ
っ
た
。
共
感
度
が
強
い
場
合
に
は
、
そ
れ
は
仁
愛
と
合
一
し
、
我
々
を
自
然

的
に
献
身
的
な
行
動
へ
と
促
す
熱
情
を
生
み
出
す
。
問
題
は
共
感
の
度
が
か
か
る
強
さ
を
も
た
ぬ
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
往
々
に
し
て

共
感
は
霞
己
中
心
的
情
念
の
強
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
こ
の
傾
向
は
共
感
に
比
較
作
用
が
伴
っ
た
場
合
に
一
層
促
進
さ
れ
る
。
こ
の
共
感

と
比
較
の
両
作
用
の
協
働
に
よ
っ
て
「
邪
意
」
や
「
嫉
妬
」
（
6
ω
詰
）
と
い
う
反
社
会
的
情
念
が
生
ず
る
が
、
共
感
が
こ
の
よ
う
な
比
較

の
働
き
の
介
入
を
許
す
る
の
は
、
そ
れ
が
強
弱
の
「
中
間
帯
」
（
↓
窃
O
駆
）
に
あ
る
場
合
だ
と
需
わ
れ
る
。
比
較
と
協
働
す
る
共
感
は
祇
会

的
連
帯
性
の
原
理
で
あ
る
よ
り
、
む
し
ろ
逆
に
人
間
の
ア
ト
ム
化
、
孤
立
化
を
促
進
す
る
作
用
に
転
ず
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
共
感
が
倫

理
的
な
社
会
共
同
体
の
暖
い
原
理
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
純
粋
に
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
比
較
作
用
の
介
入
を
許
さ

ぬ
ほ
ど
に
強
烈
に
働
き
、
自
他
合
一
を
可
能
に
す
る
共
感
は
狭
く
限
ら
れ
た
関
係
内
で
の
み
生
じ
得
る
と
い
う
の
が
、
ヒ
ュ
…
ム
の
持
論

で
あ
っ
た
。
こ
の
故
に
共
感
は
普
遍
的
な
場
に
お
い
て
働
く
際
に
は
、
極
め
て
微
弱
で
我
々
の
献
身
的
行
動
を
捜
す
力
を
も
た
ず
、
か
か

る
力
を
も
ち
得
る
ほ
ど
に
強
度
の
共
感
は
、
隈
ら
れ
た
特
殊
の
範
囲
に
し
か
働
か
な
い
、
と
い
う
一
つ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
把
え
ら
れ
て
い

る
。　

た
だ
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
か
か
る
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
場
合
に
、
価
値
評
価
が
我
々
の
現
象
態
と
し
て
は
、
よ
り
強
度
の
自
己
中
心
的
情

　
　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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鰯ユ
　
念
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
決
し
て
人
間
の
正
し
い
倫
理
的
あ
り
方
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
十
分
に
自
覚

　
　
し
て
い
る
。
共
感
の
質
的
内
容
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
の
強
弱
の
差
異
に
よ
っ
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
い
や
し
く
も
「
道
理
に
適

　
　
つ
た
間
柄
の
下
で
」
（
8
0
0
。
掃
）
交
渉
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
。
我
々
は
身
近
な
者
と
遠
隔
の
者
と
に
等
し
く
及
ぶ
共
感
の
質

　
　
を
重
視
し
、
強
弱
の
差
に
執
わ
れ
な
い
反
省
を
通
し
て
得
ら
れ
る
公
正
な
立
場
か
ら
評
価
す
る
の
が
、
正
し
い
倫
理
的
あ
り
方
だ
と
言
う
。

　
　
こ
の
倫
理
性
の
本
質
的
な
一
契
機
を
成
す
反
省
は
、
も
は
や
単
な
る
功
利
的
計
算
知
や
手
段
の
発
見
に
役
立
つ
思
弁
的
知
性
で
は
な
く
て
、

　
　
自
己
執
着
を
離
れ
他
者
の
立
場
を
考
慮
し
相
手
の
身
に
な
っ
て
感
じ
取
る
と
い
う
自
己
否
定
的
な
働
き
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
青
燈

　
　
に
基
づ
く
利
己
性
を
制
御
し
て
、
我
々
の
価
値
判
断
を
開
か
れ
た
共
感
に
即
応
せ
し
め
る
働
き
、
　
「
遠
隔
の
も
の
を
見
る
眼
に
基
礎
づ
け

　
　
ら
れ
た
、
情
念
の
穏
か
な
決
定
」
一
こ
れ
を
人
々
は
実
践
的
意
味
で
「
理
性
」
と
呼
ぶ
…
一
の
働
き
で
あ
る
（
8
α
O
o
G
◎
）
。
情
念
論
か
ら

　
　
説
き
お
こ
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
と
っ
て
も
、
倫
理
性
の
中
核
に
は
か
か
る
内
面
的
な
自
己
否
定
的
反
省
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
我
々
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
人
類
全
体
の
身
体
的
構
造
や
知
的
及
び
情
念
的
作
用
の
類
似
性

　
　
が
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
す
る
よ
う
に
想
定
さ
れ
、
こ
の
絆
に
よ
っ
て
人
類
的
共
感
の
可
能
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
人
類
全
体
の
共
通
利

　
　
害
の
意
識
が
諸
集
団
、
諸
国
家
の
特
殊
性
、
團
有
性
の
意
識
を
凌
駕
す
る
程
に
強
力
に
働
か
ぬ
場
合
に
、
常
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
人

　
　
類
的
共
感
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
認
め
る
如
く
、
強
度
が
微
弱
で
あ
る
故
に
、
右
の
よ
う
な
対
立
状
況
に
お
い
て
は
積
極
的
な
行
動
原
理

　
　
と
し
て
働
き
得
な
い
。
そ
れ
の
み
で
な
く
共
感
倫
理
の
限
界
は
、
共
感
の
質
的
内
容
が
明
確
に
概
念
的
限
定
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る

　
　
と
い
う
感
情
の
本
質
そ
の
も
の
か
ら
も
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
ヒ
ュ
；
マ
ニ
テ
ィ
の
感
情
と
い
う
実
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
は
あ
る
が
、
他
面
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
概
念
的
に
全
く
曖
昧
な
一
般
的
セ
ン
ス
で
あ
り
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
セ
ン
ス
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
単
に
心
入
の
主
観
的
感
情
で
な
く
、
正
に

　
　
共
感
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
鍛
性
を
要
求
し
得
る
独
特
の
共
通
感
情
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
依
然
、
感
情
で
あ
る
こ

　
　
と
に
変
わ
り
な
く
、
従
っ
て
各
人
が
日
々
の
経
験
の
中
で
具
体
的
に
感
じ
取
る
外
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
概
念
化
の
不
可
能
な
「
あ

　
　
ら
ゆ
る
種
類
の
美
や
趣
味
…
…
に
関
す
る
我
々
の
判
定
」
（
↓
ミ
一
）
と
共
通
な
働
き
で
あ
る
。
こ
の
限
り
ヒ
ュ
ー
ム
も
価
値
評
価
の
相
頬



　
　
主
義
を
完
全
に
は
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ
を
冷
え
て
カ
ン
ト
は
、
　
「
他
人
の
幸
福
へ
の
同
感
の
原
理
」
を
ハ
チ
ソ
ン
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
道
徳
感
説
の
中
に
算
え
入
れ
て
、
こ
れ
ら
の
立
場
を
意
志
規
定
の
「
主
観
的
内
的
な
」
実
質
的
根
拠
を
説
く
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
批
判

　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
共
感
と
い
う
経
験
的
原
理
を
モ
ラ
ル
の
中
心
に
す
え
る
立
場
の
基
本
綱
約
が
存
す
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。

　
　
　
我
々
は
、
モ
ラ
ル
が
単
に
思
弁
的
に
語
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
の
行
動
に
働
き
か
け
る
力
強
い
影
響
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、

　
　
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
基
本
要
求
に
心
か
ら
賛
賦
す
る
故
に
、
そ
の
情
念
分
析
の
上
に
築
か
れ
た
道
徳
論
を
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ

　
　
し
て
彼
が
モ
ラ
ル
の
中
心
に
共
感
を
置
く
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
は
単
に
限
ら
れ
た
狭
い
範
囲
の
も
の
で
な
く
、
人
類
に
開
か
れ
た
広
範
囲

　
　
な
働
き
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
見
て
き
た
。
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
の
概
念
は
全
入
類
に
共
通
の
古
る
感
情
を
含
み
…
…
」
、
そ
し
て
ま
た
「
全
人

　
　
類
に
広
が
る
程
に
普
遍
的
で
包
括
的
な
或
る
感
情
を
含
む
」
と
云
わ
れ
、
こ
の
感
情
が
対
象
の
一
般
的
賞
讃
と
、
最
も
遠
隔
の
人
々
さ
え

　
　
も
の
行
動
に
鰐
す
る
賞
讃
と
を
可
能
に
す
る
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
感
情
」
で
あ
る
と
云
わ
れ
た
（
国
b
っ
刈
b
⊃
）
。
し
か
し
か
か
る
一
般
的
共

　
　
感
と
、
こ
れ
に
伴
う
内
的
反
省
は
、
道
徳
的
評
価
の
経
験
的
原
理
で
は
あ
っ
て
も
、
我
々
の
献
身
的
行
動
を
促
す
積
極
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

　
　
源
泉
で
あ
る
と
ま
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
論
を
整
合
的
に
理
解
す
る
限
り
、
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
か
か
る
行
動
面
に
お
け
る
自
己
否
定

　
　
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
共
感
や
反
省
の
立
場
の
み
か
ら
は
繊
て
こ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
献
身
的
行
為
を
可
能
に
す
る
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

　
　
出
所
を
い
か
な
る
理
念
の
内
に
求
め
る
か
の
問
題
は
、
我
々
の
別
の
新
た
な
考
察
を
必
要
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、
倫
理
は
単
な
る
思
弁
で

　
　
は
な
く
、
積
極
的
行
動
に
働
き
か
け
る
力
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
要
請
に
共
感
倫
理
は
自
足
的
に
は
答
え
得
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
い
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「
彼
自
身
を
欝
病
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
は
、
こ
こ
に
お
い
て
正
鵠
を
得
て
い
る
と
言

　
　
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
先
き
に
共
感
原
理
の
含
む
デ
ィ
レ
ン
マ
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
同
晴
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
論
が
共
通

　
　
利
益
の
黙
約
を
前
提
し
得
ぬ
深
刻
な
対
立
の
場
に
適
用
さ
れ
た
時
、
そ
れ
の
自
ず
と
硬
質
す
る
自
己
矛
盾
へ
の
批
判
に
通
じ
な
け
れ
ば
な

67

@
ら
な
い
。
我
々
は
共
感
倫
理
の
か
か
る
限
界
の
自
覚
の
上
に
立
っ
て
、
新
た
に
ヒ
ュ
ー
ム
的
理
性
の
概
念
は
「
狭
す
ぎ
る
」
と
い
う
前
述

10　
　
　
　
　
　
ヒ
議
ー
ム
の
「
共
感
」
の
倫
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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㎜
の
批
判
の
妥
当
性
に
奮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
・
し
か
し
こ
の
よ
う
叢
界
と
矛
盾
を
套
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
義
々
が
三

　
　
ー
ム
を
無
視
し
冷
笑
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
毒
の
あ
る
刃
は
我
々
自
身
の
心
臓
を
貫
か
な
い
で
は
置
か
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
た
だ
近

　
　
代
的
人
間
の
陥
る
矛
盾
を
自
ら
表
現
し
て
み
せ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
B
の
我
々
が
、
到
る
所
に
対
立
や
争
い
を
巻
起
こ
し
て

　
　
欝
ら
現
出
せ
し
め
て
い
る
困
難
な
状
況
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
は
、
互
い
に
我
執
の
否
定
の
厳
し
い
道
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
そ
こ
ま
で
は
到

　
　
達
し
た
よ
う
に
単
に
反
省
す
る
観
察
者
の
見
地
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
更
に
行
動
す
る
者
の
立
場
に
お
い
て
も
一
歩
踏
み
出
さ
ね
ば
な

　
　
ら
な
い
と
要
請
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
献
身
的
行
為
の
員
標
と
し
て
明
確
に
規
定
さ
れ
た
統
一
的
理
念
を
模
索
し
て
い
る
途
上
の
我
々
に

　
　
と
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ひ
た
す
ら
現
象
的
自
己
の
生
に
執
着
す
る
情
念
的
人
間
に
と
っ
て
、
実
に
容
易
な
ら
ざ
る
課
題
で
あ
る
か
ら

　
　
こ
そ
、
我
々
は
困
難
な
諸
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
情
念
論
の
基
盤
の
上
に
説
い
た
共
感
倫
理
の
露
わ

　
　
に
す
る
近
代
納
人
間
の
自
己
矛
盾
は
、
我
々
が
こ
の
矛
盾
を
生
み
出
す
深
淵
か
ら
の
根
本
的
な
解
放
を
心
底
か
ら
願
う
限
り
、
実
践
的
エ

　
　
ネ
ル
ギ
ー
を
喚
起
し
得
る
統
一
的
理
念
の
確
立
と
そ
れ
へ
の
献
身
と
い
う
、
か
か
る
厳
し
い
生
き
方
こ
そ
選
ば
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
請
さ

　
　
れ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
の
倫
理
を
今
日
の
我
々
に
そ
の
ま
ま
直
ち
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
に
し
た
如
く
不
可
能
で
あ
る
。
現
代

　
　
の
人
間
が
共
通
の
絆
の
意
識
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
少
な
い
諸
関
係
の
中
に
住
ん
で
い
る
以
上
、
か
か
る
連
帯
性
と
し
て
の
共
通
利
害
の
黙

　
　
約
を
予
想
す
る
ヒ
ュ
；
ム
道
徳
論
は
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
て
楽
観
的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

　
　
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
そ
れ
を
今
日
ま
っ
た
く
無
価
値
で
あ
る
と
否
定
し
去
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
逆
に
ヒ
ュ
…
ム
に
教
え
ら
れ
る
こ
と

　
　
は
、
第
一
に
、
共
感
の
倫
理
が
、
一
般
的
な
共
通
利
害
の
セ
ン
ス
を
根
底
と
し
て
の
み
始
め
て
行
動
面
に
お
い
て
も
、
不
完
全
な
が
ら
少

　
　
な
く
と
も
自
己
矛
盾
を
免
れ
て
成
り
立
ち
得
る
こ
と
、
従
っ
て
第
二
に
、
角
逐
の
激
し
い
今
の
晴
代
に
、
我
々
が
な
お
献
身
的
行
為
の
目
標

　
　
と
し
て
の
新
し
い
統
一
的
な
イ
デ
ー
を
探
索
し
て
い
る
道
程
に
あ
り
、
そ
し
て
又
、
有
限
で
情
念
的
な
人
間
と
し
て
自
己
の
生
へ
の
執
着

　
　
を
断
ち
切
る
こ
と
の
困
難
を
痛
感
す
る
人
々
と
問
じ
痛
み
を
持
つ
者
で
あ
る
か
ぎ
り
、
し
か
も
同
時
に
平
安
と
秩
序
と
を
望
ま
ざ
る
を
得



ぬ
限
り
、
対
立
す
る
諸
関
係
の
中
に
、
人
々
の
積
極
的
行
動
力
に
訴
え
得
る
何
ら
か
の
共
通
利
害
の
絆
を
模
索
的
に
も
見
出
し
、
こ
の
絆

を
軸
に
相
互
信
頼
と
協
力
の
場
を
築
い
て
行
く
地
道
な
努
力
の
必
要
な
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互
儒
頼
の
基
盤
の
上

に
立
つ
こ
と
に
よ
り
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
共
感
倫
理
は
、
そ
れ
が
前
述
の
如
き
経
験
論
の
立
場
に
固
有
の
限
界
と
鯛
約
と
を
含
み
な
が
ら
も
、

そ
の
不
完
全
性
の
自
覚
に
支
え
ら
れ
て
、
．
少
な
く
と
も
有
限
な
人
間
の
歩
む
べ
く
許
さ
れ
た
一
つ
の
道
と
し
て
、
今
日
の
我
々
に
も
な
お

意
義
深
く
生
か
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
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　　As　ls　well　known，　．the　separati6n　of　art　from　technique　which　serveS　only

for　Practical　purposes　of　dally’life’tool〈　’place　in　Renaissance　time，　and　since

then　art　became　not　only　a　means　to　recog’nize　various　thlngs　in　our　world

but　also　a　human　actiVity　to　matetialize　beauty．　After’Industrial　Revolution，

however，　scientific　technology　has　made　an　enormous　progress，　which　gave

rise　to　an　age　of　technology；　by　now　technique　no　longer　means　manual

dexterity　but　academic　1〈nowledge．

　　The　fact　is　that　technology　ls　predominating　over　our　age，　and　influencing

our　conception　of　nature；　we　are　now　liable　to　regard　nature　as　something

to　exploit　and　conquer．　The　exploitation　of　nature，　however，　stands　in　a

sharp　contrast　with　the　love　for　nature　which　to　restere，　the　author　suggests，

would　be　a　defense　of　art　in　the　age　of　technology．　lf　we　loose　our　capacity

for　love，　we　loose　art，　too．

Hasme’s　‘Sympathy’一Etkies

b“　Masahiko　Fukushima

　　David　Hume　tried　to　establish　his　theory　of　morals，　which　is　contrary　to

the　rationalistic　ethical　theory，　on　an　emotional　principle　in　human　nature．

According　to　this　eminent　successor　of　‘moral　sense’　school，　the　ch2ef　source

of　moral　approbation　is　derived　from　‘the　extensive　sympathy　with　mankind’，

which　is　a　particular　klnd　of　feeling　because　of　its，　though　weak　in　degrees，

yet　general　and　constant　agreeableness．　By　this　extensive　sympathy　we　can

acquire　an　impartial　standpoint　of　‘judicious　spectator’．

　　But　the　moral　judgement　based　on　this　particular　feeling　is　not　always

said　to　have　the　positive　power　to　produce　men’s　unselfish　actlons．　ln　order

to　satisfy　Hume’s　own　postulation　that　morals，　instead　of　mere　speculation，

should　have　a　strong　infiuence　on　our　actions，　he　must　confine　the　applica－

tion　of　his　sympathy－ethics　only　to　a　certain　limited　situation，　that　is，　to　a

society　founded　on　the　‘convention’，　which　somehow　expresses　basic　interests

common　to　all　people．
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　　This　confinement　is　one　of　the　weak　poiRts　ln　Hume’s　moral　theory，　which

I　thinl〈　refiects　the　social　situation　in　which　he　iived．　Today　we　live　in　so

violently　confilcting　human－relatiohs　as　E｛ume　never　experienced，　and　so，　in

order　to　act　morally　in　Hume’s　sense　of　the　word，　it　is　extremely　important

for　us　to　endeavour　to　establish　such　a　convention．
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