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i
人
格
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー

（
完
）

奥
野
満
里
子

三
、
自
己
利
益
理
論
と
道
徳
理
論
の
冤
直
し

　
我
々
は
従
来
、
人
格
の
同
一
性
を
、
自
己
利
益
の
追
求
、
功
罪
（
ユ
①
器
増
｛
）
の
評
価
、
約
束
、
配
分
の
正
義
な
ど
を
考
察
す
る
際
の
重

要
な
前
提
と
し
て
用
い
て
き
た
。
私
が
自
己
利
益
を
追
求
す
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、
後
の
時
点
の
人
格
が
私
と
同
一
だ
と
判
定
で
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
過
去
に
犯
し
た
罪
の
責
任
を
負
う
の
は
、
罪
を
犯
し
た
の
と
同
じ
人
格
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
自
分
が
過
去
に
交

わ
し
た
約
束
を
、
同
じ
入
選
は
守
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
人
々
の
間
で
公
正
な
配
分
を
お
こ
な
う
に
は
、
あ
る
人
格
と
甥
の
人
格
を
判
別
で

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
我
々
の
自
然
な
反
応
で
あ
る
。
し
か
し
還
元
主
義
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人
格
が
心
理
的
物
理
的
な
事
実

を
離
れ
た
持
続
的
な
実
体
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
単
な
る
心
理
的
連
続
性
や
物
理
的
連
続
性
が
、
自
己
利
益
の
追

求
や
功
罪
の
評
価
や
約
束
に
お
い
て
人
格
が
果
た
し
て
い
た
奏
上
を
果
た
し
て
く
れ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
。

　
古
典
的
な
自
己
利
益
理
論
は
、
誰
で
も
自
分
に
と
っ
て
悪
い
と
彼
自
身
が
思
う
こ
と
を
す
る
の
は
不
合
理
だ
と
主
張
し
、
「
合
理
的
で

あ
る
な
ら
ぽ
、
人
は
自
分
の
宋
来
の
全
て
の
部
分
に
同
等
の
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
論
じ
て
き
た
（
9
鳶
ら
唱
．
ω
o
N
日
ω
。
ち
な

み
に
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
古
典
的
自
己
利
益
理
論
と
い
う
と
き
意
識
し
て
い
る
の
は
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
）
。

　
し
か
し
、
ま
ず
「
極
端
な
主
張
」
で
は
自
己
利
益
理
論
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
は
、
心
理
的
・
物
理
的
連
続
性
と
は
別
に
実
在
す



る
よ
う
な
人
格
が
な
い
な
ら
、
私
が
後
の
自
己
に
関
心
を
持
つ
特
別
な
理
由
は
な
い
と
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
道
徳
理
論
に
関
し
て
も
、

過
去
の
自
己
が
な
し
た
行
為
と
現
在
の
自
己
と
の
関
係
、
ま
た
自
他
の
確
定
的
な
差
異
を
重
要
視
し
な
い
以
上
、
過
去
の
功
罪
、
約
束
、

配
分
の
正
義
な
ど
の
概
念
は
機
能
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
「
穏
健
な
主
張
」
を
と
る
と
す
れ
ぼ
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
自
己
利
益
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
我
々
は

「
今
の
私
と
関
係
R
が
あ
る
よ
う
な
宋
来
の
存
在
」
の
利
益
に
関
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
う
し
た
未
来
の
存
在
が
今
の
私
の
言

動
の
責
任
を
と
り
、
今
の
私
が
交
わ
し
た
約
束
を
守
る
べ
き
だ
と
い
え
る
、
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

　
人
格
同
「
性
が
重
要
だ
と
言
う
と
き
我
々
が
本
当
に
重
視
し
て
い
た
の
は
関
係
R
だ
と
し
よ
う
。
関
係
R
を
心
理
的
連
結
性
と
心
理
的

連
続
性
と
に
分
け
て
考
え
た
場
合
、
各
々
は
ど
の
程
度
重
要
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
相
対
的
な
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
ど

ち
ら
も
我
々
は
重
要
と
考
え
う
る
と
し
て
明
確
な
答
え
を
与
え
な
い
。
し
か
し
、
我
々
は
確
か
に
連
結
性
も
重
要
と
思
う
だ
ろ
う
と
彼
は

言
う
（
葡
♪
や
ω
O
一
）
。
我
々
は
直
接
の
記
憶
を
失
う
の
を
悲
し
む
だ
ろ
う
。
単
に
記
憶
が
古
い
も
の
か
ら
失
わ
れ
つ
つ
連
続
し
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
昔
の
経
験
を
今
で
も
直
接
に
覚
え
て
い
る
こ
と
を
大
切
に
思
う
だ
ろ
う
。
今
の
私
が
過
去
に
直
接
の
記
憶
の
連
結
を
も
つ
こ

と
、
未
来
の
行
為
に
対
す
る
欲
求
や
意
図
と
い
っ
た
直
接
の
心
理
的
連
結
を
も
つ
こ
と
は
、
今
の
私
に
と
っ
て
重
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
反
論
も
あ
る
。
恐
ろ
し
い
過
去
の
記
憶
や
自
分
の
嫌
な
性
格
を
無
く
し
た
い
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
部
分
の
心
理
的
連
・

結
が
あ
る
こ
と
は
重
要
に
は
思
え
な
い
だ
ろ
う
（
ω
コ
p
鋤
触
什
　
一
㊤
刈
㎝
”
　
℃
．
　
鱒
㎝
）
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
人
に
と
っ
て
も
あ
ら
ゆ
る
心
理
的
連
結

が
重
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
お
そ
ら
く
な
ら
な
い
。
心
理
的
連
続
性
は
事
実
と
し
て
は
心
理
的
連
結
性
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
（
鳶
”

ウ
b
。
8
）
、
そ
の
意
味
で
、
関
係
R
に
お
い
て
は
心
理
的
連
結
性
の
方
が
よ
り
基
本
的
だ
と
言
え
る
。
関
係
R
が
重
要
だ
と
仮
定
す
る
と

き
、
連
結
性
は
重
要
で
な
く
連
続
性
だ
け
が
重
要
だ
と
い
う
の
は
理
解
し
に
く
い
。

　
そ
こ
で
、
心
理
的
連
結
性
も
確
か
に
重
要
だ
と
我
々
が
認
め
る
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
連
結
性
が
弱
ま
れ
ば
今
の
私
に
と
っ
て
の
重
要

性
も
減
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ぽ
、
今
の
私
が
直
接
に
記
憶
し
て
い
な
い
経
験
、
今
の
私
の
欲
求
と
直
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接
に
結
び
つ
か
な
い
未
来
の
事
柄
は
、
今
の
私
が
重
要
と
考
え
る
べ
き
だ
と
は
限
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
「
穏
健
な
主
張
」
を
と
る
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

場
で
も
、
「
合
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
は
自
分
の
未
来
の
全
て
の
部
分
に
同
等
の
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
古
典
的
自
己
利
益

理
論
の
中
心
的
な
主
張
は
否
定
さ
れ
る
。
連
結
性
が
弱
ま
る
と
き
、
自
分
の
遠
い
未
来
に
つ
い
て
配
慮
し
な
く
な
る
と
し
て
も
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
不
合
理
」
と
は
呼
べ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
十
歳
を
越
え
た
あ
る
青
年
が
国
民
年
金
を
払
わ
な
い
と
し
よ
う
。
今
の
彼
に

は
払
え
る
だ
け
の
十
分
な
余
裕
が
あ
り
、
ま
た
老
人
に
な
っ
た
頃
に
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
と
溺
ら
か
に
生
活
に
困
る
こ
と
を
青
年
自
身

も
知
っ
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
彼
は
未
来
の
自
分
（
年
金
を
受
け
取
る
筈
だ
っ
た
老
人
）
と
「
同
一
の
旧
格
」
な
の
だ
か
ら
将
来

の
こ
と
を
考
え
て
払
っ
た
方
が
よ
い
、
と
い
う
発
言
は
深
い
意
味
を
な
さ
な
い
。
現
実
を
記
述
す
る
限
り
、
こ
の
青
年
は
遠
い
未
来
の
自

分
の
体
の
住
人
に
対
し
て
、
物
理
的
連
続
性
を
も
ち
、
お
そ
ら
く
心
理
的
に
も
連
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
心
理
的
連
結
性

は
あ
ま
り
も
た
な
い
f
老
人
に
な
っ
て
健
忘
が
激
し
く
な
り
、
性
格
も
変
わ
り
、
青
年
と
の
心
理
的
連
結
は
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
と
言

っ
て
よ
い
程
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、
未
来
の
自
己
に
関
心
を
も
つ
べ
き
理
由
と
し
て
、
我
々
が
心
理
的
連
結
性
に
一
定
の

重
要
性
を
与
え
る
限
り
、
心
理
的
連
結
性
を
も
た
な
い
未
来
の
大
人
に
関
心
を
も
た
な
い
と
し
て
も
何
ら
不
合
理
で
は
な
い
。

　
穏
健
な
立
揚
か
ら
み
た
功
罪
や
約
束
に
つ
い
て
も
、
同
じ
議
論
が
当
て
は
ま
る
。
功
罪
の
評
価
や
約
束
の
根
拠
た
る
人
格
同
一
性
の
構

成
要
素
と
し
て
心
理
的
連
結
性
も
重
要
で
あ
る
以
上
、
心
理
的
連
結
が
失
わ
れ
て
い
る
過
言
の
言
動
に
つ
い
て
ま
で
責
任
を
負
っ
た
り
言

質
を
果
た
し
た
り
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
、
心
理
的
連
結
性
の
程
度
に
参
じ
て
功
罪

の
評
価
の
仕
方
や
約
束
の
拘
束
力
の
程
度
も
変
わ
る
だ
ろ
う
と
提
言
す
る
（
沁
挿
や
ω
卜
。
①
）
。

　
さ
て
、
「
極
端
な
主
張
」
「
穏
健
な
主
張
」
の
二
手
に
分
か
れ
て
示
さ
れ
た
以
上
の
議
論
か
ら
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
何
を
言
い
た
い
の
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
自
己
利
益
理
論
の
考
察
を
通
じ
て
い
え
る
の
は
、
極
端
な
主
張
で
も
穏
健
な
主
張
で
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
分
の
将
来
に

対
す
る
熟
慮
の
な
さ
は
｝
概
に
「
不
合
理
」
と
は
呼
べ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
パ
1
フ
ィ
ッ
ト
の
強
調
し
た
い
第
一

の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
し
か
し
一
見
す
る
と
、
こ
れ
は
常
識
に
対
し
て
挑
戦
的
な
見
解
に
見
え
る
。
私
が
未
来
の
自
己
に
配
慮
す
べ
き
だ



と
い
う
こ
と
は
、
常
識
で
は
ま
ず
疑
問
視
さ
れ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
の
結
論
は
、
自
分
の
未
来
に
無
関
心
に
な
る
こ
と
、
自
分
の
未

来
に
対
す
る
熟
慮
を
怠
る
こ
と
を
積
極
的
に
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
～
フ
ィ
ッ
ト
は
さ
ら
に
一

歩
す
す
ん
だ
主
張
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
誤
解
を
解
こ
う
と
す
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
が
際
だ
っ
て
独
創
的
な
見
解
を
展
開
す
る
の
は
、

む
し
ろ
こ
こ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
張
と
は
、
我
々
は
自
分
の
将
来
に
対
す
る
熟
慮
の
な
さ
を
「
不
合
理
」
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
に
道
徳
の
領
域
を
広
げ
て
「
道
徳
的
に
悪
い
」
と
い
う
形
で
そ
れ
を
批
判
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
肉
挿

や
ω
邑
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
自
己
の
未
来
に
対
す
る
熟
慮
の
な
さ
は
不
合
理
で
は
な
い
と
し
て
も
、
我
々
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

未
来
の
霞
己
に
配
慮
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
く
思
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
そ
れ
は
私
の
人
生
だ
か
ら
」
と
い
う
理
由
は
、
還
元
主
義
で

は
も
は
や
深
い
意
昧
を
な
さ
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
の
未
来
の
自
己
と
今
の
自
己
と
の
間
に
直
接
の
心
理
的
連
結
が
あ
る
お
け
で
も
な

い
。
い
ず
れ
は
心
理
が
連
続
し
て
そ
の
人
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
今
の
自
己
は
そ
の
時
の
状
態
を
実
感
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し

て
見
る
と
、
今
の
私
と
未
来
の
自
己
と
の
関
係
は
、
今
の
私
と
他
人
と
の
関
係
と
、
実
感
と
し
て
そ
う
大
き
な
違
い
が
な
い
。
そ
こ
で
、

未
来
の
自
分
に
私
が
配
慮
す
る
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
他
人
に
対
す
る
配
慮
と
質
の
似
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
し
か
な
い
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
「
我
々
は
、
他
人
に
対
し
て
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
我
々
の
未
来
の
自
己
に
対
し
て
す
る

べ
き
で
は
な
い
」
（
雨
蓋
。
．
ω
卜
・
o
）
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
「
道
徳
的
に
悪
い
」
と
い
う
理
由
で
今
の
私
が
心
理
的
連
結
の
な

い
未
来
の
自
己
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
人
が
、
同
じ
「
道
徳
的
に
悪
い
」
と
の
理
由
で
、
今
の
私
が
未
来
の
自
己
に
配
慮
し

な
い
場
合
に
パ
タ
！
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
干
渉
す
る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
う
る
筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
適
用
が
（
功

利
主
義
以
外
の
立
場
に
お
い
て
も
）
ふ
つ
う
容
認
さ
れ
て
い
る
子
供
や
判
断
能
力
の
な
い
者
だ
け
で
な
く
、
目
に
余
る
愚
行
を
は
た
ら
く

普
通
の
大
人
に
対
す
る
干
渉
も
否
定
し
き
れ
な
く
な
る
（
正
常
な
大
人
で
も
、
心
理
的
連
結
を
も
た
な
い
将
来
の
自
己
に
配
慮
し
な
い
人
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は
い
る
も
の
で
あ
る
）
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
「
個
人
の
不
可
侵
性
」
は
絶
対
的
で
も
自
明
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
こ
に
、
功
利
主
義
へ
の
反
論
の
一
つ
が
崩
れ
る
。
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
迎
人
の
不
可
侵
性
を
一
般
に
守
り
、
そ
の
人
の
将
来

の
問
題
を
一
般
に
当
人
に
任
せ
る
の
は
確
か
に
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
功
利
生
義
者
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

は
絶
対
的
に
自
明
な
原
則
で
は
な
い
。
絶
量
的
に
自
明
で
は
な
い
以
上
、
我
々
が
個
人
の
不
可
侵
性
を
守
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
さ
い
に

は
、
何
ら
か
の
理
由
に
基
づ
い
て
そ
う
主
張
す
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
「
そ
の
人
が
不
可
侵
の
同
一
人
格

だ
か
ら
」
と
い
う
単
純
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
還
元
主
義
で
は
そ
の
理
由
は
深
い
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
意
味
の
あ
る
理

由
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
当
人
に
任
せ
て
お
く
方
が
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
う
ま
く
い
く
か
ら
」
あ

る
い
は
「
未
来
の
自
分
の
欲
求
を
予
測
し
、
そ
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
の
に
最
も
よ
い
立
場
に
あ
る
か
ら
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
功
利
主
義
者
は
ま
さ
に
こ
の
理
由
で
個
人
の
不
可
侵
性
を
既
に
擁
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
本
稿
、
註
6
参
照
）
。
で
は
、
こ

れ
ら
の
理
由
以
外
に
ど
ん
な
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
還
元
主
義
を
認
め
る
人
で
、
個
人
の
不
可
侵
性
を
守
る
べ
き
こ
と
に
関
し
て
「
不

可
侵
性
は
自
明
だ
か
ら
」
と
い
う
独
断
的
な
理
由
で
も
「
各
人
が
不
可
侵
の
同
一
人
格
だ
か
ら
」
と
い
う
無
意
味
な
理
由
で
も
な
く
、

し
か
も
功
利
主
義
が
既
に
提
供
し
て
い
る
理
由
で
も
な
い
よ
う
な
理
由
を
出
せ
る
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
い
な
い
と
の
推
測
が

正
し
い
な
ら
、
個
人
の
不
可
侵
性
に
関
し
て
功
利
主
義
に
反
対
す
る
論
拠
は
何
も
な
い
。

　
以
上
の
自
己
利
益
理
論
の
見
直
し
の
｝
方
で
、
従
来
の
道
徳
理
論
で
し
ば
し
ば
重
要
な
基
礎
概
念
と
さ
れ
て
き
た
功
罪
や
約
束
の
概
念

も
ま
た
、
「
極
端
な
主
張
」
「
穏
健
な
主
張
」
の
双
方
に
お
い
て
、
端
的
に
機
能
し
な
く
な
る
か
、
少
な
く
と
も
絶
対
的
な
拘
束
力
を
も
つ

も
の
で
は
な
く
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
だ
と
す
れ
ぽ
、
功
罪
の
評
価
や
約
束
の
拘
束
力
を
絶
対
視
す
る
よ
う
な
道
徳
理
論
は
修

正
を
迫
ら
れ
る
。
一
方
、
そ
れ
ら
の
絶
対
性
を
も
と
も
と
前
提
せ
ず
、
し
か
も
功
罪
の
評
価
や
約
束
の
一
般
的
意
義
を
そ
の
効
用
に
よ
っ

て
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
功
利
主
義
理
論
は
、
こ
の
点
で
修
正
を
迫
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。



四
、
功
利
主
義
批
判
の
再
検
討

　
こ
れ
で
、
功
利
主
義
批
判
の
再
検
討
に
本
格
的
に
取
り
組
む
用
意
は
整
っ
た
。
ま
ず
、
個
人
の
不
可
侵
性
の
主
張
が
功
利
主
義
へ
の
反

論
に
な
ら
な
い
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、
功
利
主
義
と
競
合
す
る
道
徳
理
論
が
し
ば
し
ぽ
用
い
る
功
罪
や
約
束
と
い
っ
た
概
念
に

一
定
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
も
示
し
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
本
論
冒
頭
で
挙
げ
た
そ
の
他
の
反
論
を
検
討
す
る
。
そ
れ
は
「
功
利
主
義
で

は
利
害
の
総
量
が
問
題
の
全
て
で
あ
っ
て
、
人
格
の
別
個
性
や
配
分
を
重
視
し
な
い
。
ま
た
、
異
な
る
人
格
の
間
の
利
害
の
比
較
考
量
や

利
害
の
埋
め
合
わ
せ
ば
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
反
論
で
あ
る
（
R
P
十
五
章
参
照
）
。

　
も
っ
と
も
、
最
初
に
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
グ
ル
ザ
ル
ス
キ
が
指
摘
し
て
い
る
（
そ
し
て
私
も
個
人
の
不
可
侵
性
に

つ
い
て
論
じ
た
箇
所
で
既
に
触
れ
た
）
こ
と
だ
が
、
功
利
主
義
で
も
実
践
的
に
は
人
格
の
別
個
性
や
配
分
原
則
を
重
視
し
う
る
。
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

功
利
主
義
者
は
、
功
利
主
義
的
な
根
拠
か
ら
正
当
化
さ
れ
る
派
生
的
な
原
則
と
し
て
の
み
こ
れ
ら
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
パ
～
フ
ィ
ッ

ト
自
身
、
功
利
主
義
者
も
「
我
々
は
確
か
に
平
等
配
分
を
価
値
あ
る
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
価
値
は
そ
れ
が
典
型

的
に
も
た
ら
す
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
（
肉
、
℃
　
切
．
　
ω
駆
O
）
と
説
明
す
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
お
り
、
同
様
の
考
え
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
し
か
し
、
批
判
者
た
ち
は
こ
の
功
利
主
義
の
主
張
を
受
け
入
れ
な
い
。
す
る
と
、
批
判
老
た
ち
の
反
論
は
、
功
利
主
義
は
人
格
の

別
個
性
や
配
分
原
則
を
功
利
原
理
か
ら
独
立
い
だ
原
財
ど
い
で
重
視
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
彼
ら
の
反
論
に
は
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
人
格
の
別
個
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
か
ら
見
て
み
よ
う
。
我
々
が
還
元

主
義
を
と
る
な
ら
ぽ
、
「
ひ
と
つ
の
人
生
を
も
つ
ひ
と
り
の
人
格
が
い
る
」
と
は
、
た
だ
、
一
定
の
物
理
的
・
心
理
的
な
出
来
事
が
過
去
・

現
在
・
未
来
に
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
分
岐
の
な
い
相
互
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
重
要
で
あ

る
か
ど
う
か
は
自
明
で
は
な
い
。
「
極
端
な
主
張
」
を
唱
え
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
、
そ
の
関
係
は
特
別
な
関
心
を
も
つ
ほ
ど
重

要
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
人
生
の
単
一
性
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
重
要
性
が
自
明
で
な
い
な
ら
、
そ
れ
と
対
癒

し
て
、
人
生
の
別
個
性
の
重
要
性
も
自
明
で
は
な
い
。
あ
る
経
験
が
一
定
の
連
続
性
を
保
っ
て
い
る
の
が
重
要
な
こ
と
で
な
い
な
ら
ば
、
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あ
る
連
続
性
が
別
の
連
続
性
と
区
別
し
て
保
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
関
心
を
も
つ
に
値
す
る
重
要
性
を
も
た
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
「
人
生
の
統
一
な
る
も
の
は
、
こ
の
人
生
に
お
い
て
生
じ
る
諸
経
験
の
様
々
な
関
係
以
上
に
は
何
も
含
ま
な
い
、
と

信
じ
る
よ
う
に
な
れ
ぽ
、
経
験
の
質
に
よ
り
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
が
誰
の
経
験
で
あ
る
か
に
よ
り
関
心
を
も
た
な
く
な
る
こ
と
が
信
愚
性

を
増
し
て
く
る
」
（
」
～
、
層
　
℃
層
　
も
Q
癖
①
）
と
言
う
。
誰
の
経
験
か
よ
り
も
、
経
験
そ
の
も
の
の
方
が
基
礎
的
だ
と
彼
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
功
利
主
義
が
人
格
よ
り
も
経
験
そ
の
も
の
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
立
場
に
符
合
す
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
物
理
的
連
続
性
や
心
理
的
連
続
性
の
一
定
の
関
係
を
保
つ
も
の
と
し
て
の
「
人
格
」
と
い
う
単
位
を
重
ん
じ
る
べ
き

だ
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
に
は
説
明
が
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
説
明
は
人
格
同
一
性
を
基
本
的
な
価
値
と
し
て
前
提
し
た
も
の
で
は
あ
り
え

な
い
（
人
格
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
、
人
格
が
重
要
だ
と
前
提
す
る
の
は
循
環
で
あ
る
）
。
あ
る
種
の
連
続
性
を
重
ん
じ

る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
「
極
端
な
主
張
」
と
「
穏
健
な
主
張
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
立
場
が
現
に
存
在
す
る
こ
と
か
ら
分
か

る
よ
う
に
、
自
明
な
答
え
は
な
い
。
従
っ
て
、
穏
健
な
主
張
を
と
る
人
々
が
、
人
格
に
代
え
て
連
続
性
を
、
人
格
の
別
欄
性
に
代
え
て
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
の
劉
個
性
を
重
ん
じ
れ
ば
よ
い
と
主
張
す
る
な
ら
、
な
ぜ
そ
れ
を
重
ん
じ
る
か
に
つ
い
て
、
極
端
な
主
張
の
人
々
を
説
得
で
き
る
だ
け

の
説
明
が
必
要
に
な
る
。
単
に
「
分
離
し
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
極
端
な
主
張
を
と
る
人
々
は
納
得
し
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、

ど
の
よ
う
な
説
明
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
に
「
我
々
自
身
が
そ
の
関
係
を
重
ん
じ
る
か
ら
」
、
あ
る
い
は
極
端

な
主
張
の
よ
う
に
「
我
々
は
そ
の
関
係
を
重
ん
じ
な
い
の
で
重
要
で
な
い
」
と
い
う
形
で
し
か
こ
の
問
題
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す

れ
ぽ
、
そ
れ
は
我
々
の
現
時
点
の
選
好
（
實
臥
Φ
冨
琴
Φ
）
で
語
る
こ
と
で
あ
り
、
後
に
述
べ
る
選
好
功
利
主
義
i
選
妊
と
い
う
基
本
単

位
を
推
論
の
出
発
点
と
す
る
立
場
1
の
説
明
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
従
来
の
人
格
主
義
潜
た
ち
の
よ
う
に
「
人
格
」
と
い
う
概
念
に
単
純
に
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
格
の
別
蔓
性

が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
一
方
、
功
利
主
義
な
ら
、
功
利
的
根
拠
か
ら
、
人
格
の
別
個
性
を
あ
た
か
も
基
本



的
な
原
則
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
、
単
純
で
し
か
も
循
環
の
な
い
仕
方
で
主
張
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
次
は
配
分
に
関
す
る
反
論
に
移
る
。
こ
の
反
論
を
す
る
人
々
は
し
ぼ
し
ば
「
異
な
る
人
格
の
問
の
利
害
の
比
較
考
量
や
利
害
の

埋
め
合
わ
せ
ば
不
可
能
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
人
格
問
の
問
題
に
つ
い
て
は
配
分
の
正
義
の
原
則
が
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。

　
ま
ず
、
利
害
の
比
較
考
量
は
不
可
能
だ
と
い
う
反
論
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
還
元
主
義
を
と
れ
ば
、
一
つ
の
人
生
の
中
で
も
、
心
理

的
連
結
性
が
ほ
と
ん
ど
無
い
二
つ
の
時
点
の
自
己
（
青
年
と
遠
い
将
来
の
老
人
な
ど
）
の
関
係
は
、
異
な
る
人
々
の
間
の
関
係
と
心
理
的

な
感
じ
と
し
て
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
（
肉
担
。
．
ω
ω
ω
）
。
一
つ
の
人
生
の
内
部
に
も
、
複
数
の
人
生
の
間
の
隔
絶
に
似
た

隔
絶
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
隔
絶
が
自
他
の
隔
絶
と
違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

比
較
考
量
に
反
対
す
る
人
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
人
生
の
内
部
で
は
連
結
性
が
な
く
と
も
利
害
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
る
な
ら
、
な
ぜ
自
他
の
間
で
比
較
考
量
で
き
な
い
と
主
張
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ー
ル
ズ
が
「
自
分
の
利
益
を
実
現
す
る
さ

い
の
各
人
は
、
確
か
に
、
自
分
の
損
失
を
利
得
と
自
由
に
比
較
考
量
し
て
い
る
」
（
即
四
壁
の
お
ご
”
℃
曾
b
。
ω
）
と
認
め
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
な
ぜ

「
異
な
る
人
々
の
利
得
と
損
失
を
比
較
考
量
す
る
推
論
は
排
除
さ
れ
」
（
寄
乱
。
・
お
刈
ど
や
節
。
。
本
稿
冒
頭
一
〔
哲
学
研
究
、
五
六
四
号
〕
で
引

用
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
指
摘
に
薄
し
、
還
元
主
義
を
認
め
る
批
判
者
た
ち
は
、
二
つ
の
道
の
一
方
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
一
つ
は
、
異
な
る
人
格
の
間

の
比
較
考
量
を
認
め
て
功
利
主
義
に
譲
歩
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
心
理
的
連
結
の
な
い
人
生
の
内
部
の
比
較
考

量
を
も
あ
き
ら
め
、
そ
の
代
わ
り
に
配
分
原
則
を
人
生
の
内
部
に
ま
で
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
配
分
原
剴
は
も
は
や
、

人
格
や
人
生
の
甥
個
性
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
で
の
配
分
原
則
で
は
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
配
分
原
則
の
重
要
性
は
弱
ま
る
。
批
判

者
た
ち
の
主
張
を
見
る
限
り
、
配
分
原
則
の
最
大
の
要
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
差
異
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
今
度
は
異
な
る
人
格
間
の
利
害
の
埋
め
合
わ
せ
ば
不
可
能
だ
と
い
う
反
論
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
よ
う
。
利
害
の
埋
め
合
わ
せ
が
効
く

の
は
同
一
人
格
だ
け
だ
と
い
う
の
が
こ
の
主
張
の
核
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
格
と
い
う
通
時
的
な
実
体
が
心
理
的
・
物
理
的
な
連
続
性

　
　
　
　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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の
ほ
か
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
単
に
経
験
が
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
利
害
の
埋
め
合
わ
せ
を
可
能
に
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

と
き
、
「
極
端
な
主
張
」
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
な
ら
ば
、
利
害
の
埋
め
合
わ
せ
の
効
く
単
位
は
一
生
を
通
じ
て
存
在
す
る
よ
う
な
人
格

で
は
な
く
（
そ
の
よ
う
な
実
体
が
諸
経
験
を
離
れ
て
通
時
的
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
）
、
特
定
の
時
点
に
お
け
る

人
々
の
状
態
だ
と
い
う
立
場
が
出
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
平
等
原
則
を
適
用
す
る
な
ら
、
資
源
の
平
等
よ
り
も
、
経
験
の

質
の
平
等
を
重
ん
じ
る
方
が
も
っ
と
も
ら
し
く
な
る
。
さ
ら
に
、
適
用
す
る
の
が
ロ
ー
ル
ズ
流
の
配
分
原
則
（
最
も
不
利
な
立
場
に
あ
る

老
の
状
況
を
優
先
的
に
改
善
す
る
形
の
配
分
洋
剣
。
寄
三
ω
ち
芦
ぽ
詳
H
・
O
ご
．
蝉
ω
①
。
．
お
）
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
特
定
重
点
の
あ
る
人

の
状
態
の
う
ち
、
も
っ
と
も
苦
し
ん
で
い
る
状
態
を
助
け
る
と
い
う
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
苦
痛
軽
減
型
の
功
利
主
義

（
路
。
α
q
巴
く
Φ
艮
葭
3
ユ
国
三
ω
§
）
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
（
沁
担
。
や
。
。
念
ふ
）
。

　
こ
う
し
て
、
我
々
が
還
元
主
義
を
と
る
な
ら
ば
、
人
格
に
ま
つ
わ
る
議
論
に
関
す
る
限
り
、
功
利
主
義
に
対
す
る
従
来
の
反
論
の
余
地

が
よ
り
狭
ま
っ
て
見
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
他
の
理
論
も
功
利
主
義
に
よ
り
近
づ
い
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
功
利

主
義
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
人
格
論
に
も
耐
え
う
る
立
場
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
功
利
主
義
の
一
定
の
擁
護
が
で
き
る
と

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

五
、
ヘ
ア
の
功
利
主
義
と
の
照
合

　
で
は
、
功
利
主
義
は
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
人
格
論
の
打
撃
を
受
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
現
代
最
も
影
響
力
の
あ
る
R
・
M
・

ヘ
ア
の
選
好
功
利
主
義
理
論
を
と
り
あ
げ
て
考
察
す
る
（
主
に
ミ
ミ
ミ
↓
ミ
幕
§
幡
［
ミ
昌
参
照
）
。

　
ま
ず
、
ヘ
ア
の
基
本
的
な
立
場
を
私
の
言
葉
で
説
明
し
て
お
く
。
ヘ
ア
の
功
利
主
義
の
基
礎
は
、
道
徳
の
言
語
に
あ
る
。
ヘ
ア
の
課
題

は
、
道
徳
判
断
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
人
の
た
め
の
思
考
方
法
の
探
求
で
あ
る
。
道
徳
判
断
を
合
理
的
に
下
そ
う
と
し
て
い
る
な
ら
、
実

質
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
の
判
断
を
下
す
の
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
道
徳
判
断
の
論
理
規
躍
は
ふ
ま
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
道
徳



判
断
の
論
理
的
性
格
と
し
て
ヘ
ア
が
あ
げ
る
の
が
指
令
性
と
普
遍
化
可
能
性
で
あ
る
（
ミ
起
点
◎
ρ
範
鮮
。
。
”
器
）
。
指
令
性
と
は
、
命
令
を

含
意
す
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
あ
る
状
況
で
あ
る
行
為
を
す
べ
き
だ
と
い
う
道
徳
判
断
を
下
す
と
き
、
そ
の
発
言
を
し
た
人
は
そ
の
状

況
で
そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
（
全
体
と
し
て
）
望
み
（
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
選
好
鷲
Φ
h
愉
し
）
、
そ
の
行
為
が
な
さ
れ

る
よ
う
に
と
指
令
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
普
遍
化
可
能
性
と
は
、
個
体
に
言
及
し
な
い
（
ヘ
ア
の
表
現
で
は
、
「
普
遍
的
な
」
）
判
断
が
前

提
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
あ
る
道
徳
判
断
を
下
し
な
が
ら
、
個
体
に
言
及
し
な
い
特
徴
に
関
し
て
正
確
に
似
た
状
況
に
お
い

て
周
じ
判
断
を
下
さ
な
い
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
な
お
、
個
体
に
雷
及
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
個
人
に
も
言
及
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
、
道
徳
判
断
を
下
す
な
ら
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
状
況
の
関
係
者
の
立
場
の
普
遍
的
特
徴
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
個
人
だ
け
が
立
場
を

入
れ
替
え
た
と
い
う
仮
想
的
な
状
況
に
お
い
て
も
同
じ
判
断
を
下
せ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
そ
の
一
方
で
、
判
断
を
下
そ
う
と
し
て
い
る
状
況
の
事
実
を
十
分
に
認
識
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
合
理
的
な
判
断
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

必
要
で
あ
る
（
ミ
↓
帆
．
一
）
。
全
て
の
事
実
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
際
、
そ
こ
に
は
他
人
が
も
つ
選
好
に
つ
い
て
の
事
実
が
含
ま
れ
る
。
　
ヘ

ア
に
よ
れ
ば
、
他
人
が
も
つ
選
好
の
事
実
を
正
確
に
認
識
す
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
人
の
も
の
と
質
と
強
さ
の
等
し
い
選
好
を
私
自
身
が
い
ま

心
の
中
で
再
現
す
る
こ
と
に
な
る
（
そ
う
で
な
い
限
り
、
そ
の
人
の
立
場
を
本
当
に
認
識
で
き
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
ー
ミ
『
α
．
ω
燭
伊
餅
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
点
は
後
で
考
察
す
る
）
。
こ
う
し
て
、
主
体
は
関
係
者
の
各
々
の
選
好
に
対
応
す
る
自
分
自
身
の
選
好
を
自
分
の
中
に
も
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
主
体
が
依
然
と
し
て
道
徳
判
断
を
下
す
つ
も
り
で
い
る
な
ら
ぽ
、
彼
は
、
自
分
自
身
が
複
数
の
葛
藤
す
る
選
好
を
も
っ
た
と
き
に

解
決
す
る
の
と
同
じ
仕
方
で
、
そ
れ
ら
の
選
好
を
全
体
と
し
て
最
も
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
選
ぶ
（
全
体
と
し
て
選
好
す
る
）
だ
ろ

う
、
と
ヘ
ア
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
ヘ
ア
と
「
自
愛
の
思
慮
の
要
件
」

ヘ
ア
は
人
格
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
と
し
て
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
へ
の
明
確
な
支
持
も
反
対
も
表
明
し
て
い
な
い
が
、

　
　
　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三

明
ら
か
に
パ
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ー
フ
ィ
ッ
ト
の
影
響
を
受
け
て
議
論
を
一
部
手
直
し
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
自
愛
の
思
慮
（
箕
＆
窪
8
）
」
に
つ
い
て
ヘ
ア
が
論
じ
る
部

分
で
あ
る
。
自
愛
の
思
慮
と
は
、
ヘ
ア
に
よ
れ
ぽ
「
自
分
自
身
の
未
来
の
選
好
を
自
分
の
現
在
の
選
好
と
同
等
に
重
ん
じ
る
」
こ
と
で
あ

り
（
次
の
引
用
文
を
参
照
）
、
ま
さ
に
未
来
の
自
己
へ
の
特
別
な
関
心
に
あ
た
る
。

　
ヘ
ア
自
身
、
始
め
は
自
愛
の
思
慮
の
合
理
性
か
ら
道
徳
的
配
慮
の
合
理
性
へ
と
展
開
す
る
形
で
道
徳
理
論
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
ま
ず
、
思
慮
深
く
選
ぶ
、

い
う
こ
と
を
示
す
。
次
に
、

℃
・
一
㎝
一
）

つ
ま
り
自
分
自
身
の
未
来
の
選
好
を
自
分
の
現
在
の
選
好
と
同
等
に
重
ん
じ
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と

道
徳
を
、
そ
の
自
愛
の
思
慮
が
普
遍
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。
（
ミ
稼
α
や
℃
」
O
ρ
邦
訳

し
か
し
、
こ
の
や
り
方
に
は
、
現
在
の
自
己
は
未
来
の
自
己
の
選
好
を
（
未
来
が
予
測
不
可
能
だ
か
ら
で
は
な
く
、
単
に
未
来
の
こ
と
だ

か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
）
「
割
引
い
て
」
考
え
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
と
い
う
問
題
や
、
未
来
の
強
い
選
好
に
先
ん
じ
る
現
在
の
選
好

を
優
先
さ
せ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
ヘ
ア
は
認
め
る
。
ヘ
ア
は
、
入
生
の
各
時
点
に
お
け
る
選
好
充
足
を

最
大
化
し
よ
う
と
い
う
優
越
的
な
選
好
を
今
の
賭
点
で
も
つ
べ
き
だ
と
い
う
「
自
愛
の
思
慮
の
要
件
」
を
加
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
解
決
さ

れ
る
と
述
べ
る
（
ミ
↓
α
b
）
。
し
か
し
、
結
局
ヘ
ア
も
こ
の
問
題
を
難
問
と
認
め
、
男
芸
を
残
し
つ
つ
こ
の
論
じ
方
を
や
め
て
い
る
。
そ
う

し
て
、
自
愛
の
思
慮
の
要
件
を
用
い
な
く
と
も
、
道
徳
の
論
理
の
普
遍
化
可
能
性
は
特
定
の
時
点
に
言
及
す
る
こ
と
を
も
禁
じ
る
と
の
根

拠
を
も
っ
て
、
道
徳
的
推
論
に
お
い
て
は
未
来
の
自
己
も
配
慮
す
べ
き
だ
と
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
方
式
を
と
る
の
で
あ
る
。

　
も
し
現
在
の
実
際
の
選
好
に
よ
っ
て
…
…
将
来
の
よ
り
強
い
選
好
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
な
ら
、
そ
れ
は
思
慮
深
く
も
理

想
的
で
も
な
い
。
そ
こ
で
私
は
「
自
愛
の
思
慮
の
要
件
」
（
ミ
↓
一
8
）
に
よ
り
、
そ
れ
を
排
除
し
た
。
こ
の
「
単
純
化
の
仮
定
」
は
、

複
数
の
人
格
に
わ
た
る
普
遍
化
の
代
わ
り
に
、
人
格
の
時
聞
誤
位
相
に
わ
た
る
普
遍
化
を
し
た
な
ら
ば
、
無
し
で
す
ま
す
こ
と
も
で

き
た
。
（
譲
霧
0
6
。
。
o
。
”
や
醇
刈
）



こ
う
し
て
、
従
来
の
自
己
利
益
理
論
を
用
い
て
も
自
己
利
益
理
論
を
用
い
な
い
立
場
と
し
て
も
通
用
す
る
よ
う
な
筋
書
き
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
自
愛
の
思
慮
の
要
件
を
も
ち
こ
ま
ず
に
道
徳
の
論
理
だ
け
で
論
じ
る
方
が
す
っ

き
り
し
て
お
り
、
理
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
（
2
）
　
行
為
を
な
す
の
は
“
誰
”
か

　
で
は
、
ヘ
ア
の
議
論
で
は
、
諸
経
験
か
ら
分
離
し
て
通
時
的
に
存
在
す
る
実
体
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
特
に
、
判
断

を
下
す
際
、
判
断
主
体
の
通
時
的
な
同
一
性
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ル
ツ
と
グ
ル
ザ
ル
ス
キ
は
、
い
か
な
る
道
徳

理
論
も
、
理
論
を
遂
行
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
小
限
統
合
さ
れ
た
道
徳
的
行
為
者
と
い
う
あ
る
一
貫
し
た
概
念

を
必
要
と
す
る
は
ず
だ
と
い
う
シ
ェ
フ
ラ
ー
の
反
論
を
引
用
し
て
い
る
（
。
。
7
巳
窟
一
〇
。
。
伊
℃
．
認
Φ
．
Φ
貝
口
N
p
『
臨
一
り
。
。
ρ
や
♂
㊤
）
。
こ
れ
に
対

し
て
、
還
元
主
義
者
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
「
行
為
主
体
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
説
明
す
る
の
は
動
機
と
行
為
と
の
闘
の
｝
定
の
結
合

で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
事
実
は
何
も
な
い
（
o
h
　
O
、
鑑
N
勉
一
ω
開
一
　
一
⑩
Q
Q
①
θ
　
℃
齢
　
刈
刈
O
）
。
そ
れ
か
ら
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
還
元
主
義
を
と

る
こ
と
は
「
自
律
性
」
を
そ
こ
な
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
こ
れ
は
森
村
一
九
八
九
、
一
〇
七
－
八
頁
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。

還
元
主
義
は
、
行
為
に
先
立
っ
欲
求
、
感
情
、
動
機
が
あ
り
、
論
理
に
従
っ
て
推
論
し
よ
う
と
し
、
ま
た
推
論
で
き
る
心
理
状
態
が
あ
る

こ
と
、
そ
し
て
他
か
ら
の
強
制
な
し
に
そ
の
心
理
状
態
を
理
性
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
つ
ま
り
、
こ
の

意
味
で
「
自
律
的
」
な
）
心
理
状
態
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
だ
け
あ
れ
ば
道
徳
判
断
を
下
す
に
は
十
分
で
あ
る
。

ヘ
ア
の
道
徳
理
論
で
も
、
道
徳
の
論
理
に
従
っ
て
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
、
道
徳
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
心
理
状
態
が
あ
れ
ば
そ
れ

で
十
分
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
な
存
在
者
や
そ
の
通
時
的
同
一
性
を
前
提
す
る
必
要
は
な
い
。
か
く
し
て
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論

を
十
分
に
理
解
す
れ
ぽ
、
ヘ
ア
の
理
論
に
お
い
て
還
元
主
義
の
立
場
を
一
貫
し
て
採
用
し
つ
つ
「
行
為
主
体
」
と
い
う
概
念
を
全
く
問
題

な
く
用
い
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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（
3
）
ヘ
ア
の
理
論
に
お
け
る
自
他
の
区
別
と
人
格
の
統
合
性

　
ヘ
ア
の
理
論
に
呈
し
て
も
や
は
り
、
自
他
の
区
別
、
諸
人
格
の
区
別
に
関
す
る
批
判
が
あ
る
。
特
に
、
他
人
の
選
好
と
質
お
よ
び
強
さ

の
等
し
い
選
好
を
な
ぜ
判
断
主
体
が
も
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
と
い
う
点
が
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

　
ヘ
ア
に
よ
れ
ぽ
、
道
徳
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
と
い
う
論
理
と
、
事
実
認
識
に
よ
る
選
好
獲
得
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
判
断
を
下
そ
う
と

す
る
主
体
は
個
人
を
含
め
た
個
体
の
単
一
性
を
無
視
す
る
よ
う
に
、
そ
う
し
て
獲
得
し
た
選
好
の
間
で
偏
ら
な
い
判
断
を
す
る
よ
う
に
導

か
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
事
実
を
正
し
く
認
識
し
論
理
に
従
っ
た
道
徳
判
断
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
他
人
の
も
の
と
等
し
い
選
好
を
獲
得
す
る
と
い
う
の
は
自
他
の
区
別
を
無
視
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ヘ
ア

に
言
わ
せ
れ
ば
、
他
人
の
選
好
そ
の
も
の
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
、
彼
と
同
じ
立
場
に
お
か
れ
た
と
し
た
な
ら
と
い
う
仮
想
の
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
、
他
者
の
選
好
と
質
と
強
さ
の
等
し
い
私
の
選
好
を
も
つ
の
で
あ
る
（
頃
⇔
「
O
　
一
㊤
o
Q
Q
Q
”
　
℃
．
ト
の
一
Q
o
）
。
こ
う
し
て
判
断
主
体
は
「
こ
の
立

場
の
私
の
選
好
」
「
あ
の
立
場
の
私
の
選
好
」
と
い
う
形
で
複
数
の
選
好
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
区
別

で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
選
好
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
ヘ
ア
は
言
う
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、

た
と
え
仮
想
の
場
合
で
あ
れ
、
そ
う
い
う
場
合
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
類
似
の
場
合
を
想
定
し
た
上
で
一
貫
し
て
下
せ
る
判
断
で
な
け
れ
ぽ
、

普
遍
化
可
能
性
の
要
件
は
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ヘ
ア
の
批
判
者
が
非
還
元
主
義
者
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
で
も
反
論
を
や
め
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
非
還
元
主
義
者
は
、

諸
経
験
と
は
別
に
人
格
の
存
在
を
主
張
し
、
諸
経
験
よ
り
も
人
格
と
い
う
実
体
の
方
が
基
礎
的
だ
と
考
え
る
た
め
、
あ
る
人
に
独
特
の
選

好
が
そ
の
基
体
を
離
れ
て
他
の
人
格
に
持
た
れ
る
（
正
確
に
言
え
ば
、
そ
の
人
の
選
好
と
質
と
強
さ
の
同
じ
選
好
で
あ
る
に
し
て
も
）
と

い
う
提
案
に
抵
抗
を
感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
功
利
主
義
的
な
行
為
に
従
う
と
す
れ
ぽ
私
が
私
で
な
く
な
り
、
私
の
「
人
格
の

統
合
性
」
が
失
わ
れ
る
と
い
う
反
論
は
こ
れ
ら
の
非
還
元
主
義
に
依
拠
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
我
々
が
先
の
検
討

に
よ
っ
て
行
き
着
い
た
結
論
は
、
諸
経
験
と
別
枠
に
人
格
を
想
定
し
、
そ
の
重
要
性
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。



人
格
が
経
験
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
諸
経
験
が
人
格
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

薮
し
い
選
好
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

そ
う
考
え
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
異
質
の
も
の
で
あ
れ
、

　
（
4
）
な
ぜ
「
そ
の
人
の
選
好
を
含
め
た
そ
の
人
の
立
場
に
立
つ
」
の
か

　
そ
れ
で
も
、
他
人
と
同
じ
立
場
に
立
つ
と
き
、
な
ぜ
そ
の
人
の
選
好
と
同
じ
選
好
を
私
が
獲
得
す
る
と
い
う
形
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い

の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
（
こ
れ
は
内
井
一
九
八
八
、
二
四
六
頁
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
も
そ
も
、
ヘ
ア
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
提
案
を

思
い
つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
点
に
関
し
て
決
定
的
な
議
論
は
で
き
な
い
が
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
少

な
く
と
も
こ
れ
が
偶
然
の
発
想
で
な
い
こ
と
は
指
摘
で
き
る
と
思
う
。

　
我
々
は
未
来
の
自
己
に
対
し
て
思
慮
深
く
あ
る
方
法
を
自
分
の
人
生
の
中
で
学
ん
で
い
く
こ
と
が
で
ぎ
る
。
現
在
の
私
が
未
来
の
自
己

に
対
し
て
思
慮
深
く
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
未
来
の
自
己
の
選
好
を
も
っ
て
未
来
の
自
己
の
立
場
に
立
た
な
か
っ
た
な
ら
ぽ
、
私
は
そ
の
未

来
の
自
己
の
強
い
選
好
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
選
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
、
後
に
そ
の
未
来
の
時
点
が
現
在
と
な
っ
た
と
き
、
第

二
の
時
点
の
自
己
は
、
前
の
自
己
が
現
在
の
（
こ
れ
は
以
前
の
自
己
か
ら
見
た
未
来
の
時
点
に
あ
た
る
）
自
己
の
選
好
を
正
確
に
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
省
み
、
そ
れ
が
現
在
の
望
ま
し
く
な
い
結
果
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
学
ぶ
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
私
は
、
自
分
の
人
生

に
お
い
．
て
、
あ
る
判
断
を
下
す
側
と
そ
の
影
響
を
受
け
る
側
の
相
関
関
係
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
経
験
を
通
じ
て
、
「
も
し
未
来
の

自
己
の
立
場
に
立
つ
つ
も
り
な
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
時
点
の
自
己
の
選
好
を
出
来
る
限
り
正
確
に
再
現
し
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
方
が
望

ま
し
い
」
と
後
の
時
点
の
自
己
は
考
え
、
以
降
の
経
験
に
生
か
し
て
い
く
だ
ろ
う
一
難
は
、
未
来
の
自
己
の
選
好
を
持
た
な
い
形
で
思

慮
深
く
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
未
来
の
自
己
に
と
っ
て
思
慮
深
い
こ
と
で
は
な
い
と
知
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト

の
議
論
で
は
、
心
理
的
連
結
が
ほ
と
ん
ど
な
い
未
来
の
自
己
の
立
場
に
立
つ
こ
と
と
他
人
の
立
場
に
立
つ
こ
と
と
は
、
今
の
自
分
に
と
っ

て
の
実
感
と
し
て
は
大
差
の
無
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
教
訓
は
「
あ
る
人
の
立
場
に
立
つ
な
ら
、
い
か
に
心
理
が
連
結

　
　
　
　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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し
て
い
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
時
点
の
そ
の
人
の
選
好
を
含
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
一
般
化
さ
れ
た
形
で
学
ば
れ
う
る

だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
「
他
人
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
選
好
も
含
め
て
立
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
ヘ
ア
の
一
見
唐
突
な
提
案
は
、
実
は
我
々
の
人
生
経
験
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
人
格
論
と
の
双
方
に
見
合
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
考
察
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
の
人
と
同
じ
立
揚
に
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
我
々
が
こ
の
よ
う
な
「
立
ち
方
」
を
す
る
よ
う
に
な
る
経
緯
を
示
唆
し
て
く
れ
る
有
効
な
材
料
に
は
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六
、
結
　
　
論

　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
人
格
論
と
功
利
主
義
と
の
関
連
は
以
下
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　
功
利
主
義
に
対
し
て
は
、
従
来
ω
功
利
主
義
は
個
人
の
不
可
侵
性
を
必
ず
し
も
保
証
し
な
い
、
②
功
利
主
義
は
配
分
を
重
視
し
な
い
、

③
異
な
る
人
格
の
間
の
利
害
の
比
較
考
量
・
利
害
の
埋
め
合
わ
せ
ば
不
可
能
で
あ
る
、
ω
功
利
主
義
は
人
格
の
別
個
性
を
重
ん
じ
な
い
、

と
い
っ
た
反
論
が
あ
っ
た
。
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
人
格
の
本
質
を
考
察
し
直
す
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
反
論
の
う
ち
少
な
く
と
も

人
格
に
つ
い
て
の
偽
の
信
念
に
基
づ
く
も
の
は
却
下
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
自
己
利
益
理
論
を
見
直
す
と
き
、
自
分
の
未
来
に

対
す
る
熟
慮
の
な
さ
は
不
合
理
だ
と
い
う
理
由
で
は
な
く
道
徳
的
な
理
由
で
非
難
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
議
論
を
経
て
、
個
人
の
不
可
侵
性

は
過
度
に
固
持
さ
れ
る
ほ
ど
堅
固
な
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
。
次
に
、
利
害
の
比
較
考
量
や
埋
め
合
わ
せ
、
配
分
に
つ
い
て
も
、
功

利
主
義
へ
の
反
論
の
　
部
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
う
で
な
く
と
も
功
利
主
義
の
立
場
と
内
容
的
に
似
通
っ
て
く
る
可
能
性
を
示

し
た
。
ま
た
一
方
で
、
し
ば
し
ば
功
利
主
義
以
外
の
道
徳
学
説
で
重
視
さ
れ
る
⑤
功
罪
や
約
束
と
い
っ
た
概
念
が
少
な
く
と
も
修
正
を
迫

ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
影
響
に
加
え
、
私
は
、
ヘ
ア
の
学
説
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
⑥
他
人
の
も
の
と

同
じ
好
み
を
私
が
も
っ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
「
私
」
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
、
⑦
他
人
と
同
じ
立
場
に
立
つ
と
き
な
ぜ
そ



の
人
の
選
好
を
再
現
す
る
と
い
う
形
で
立
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
か
と
い
っ
た
疑
問
に
つ
い
て
も
、
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
の
考
察
か
ら
得

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
非
還
元
主
義
を
「
論
駁
」
し
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
彼
の
結
論
が
正
し
い
こ
と
を
「
証
明
」
し
た
わ
け
で
も
な
い
。

パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
に
言
え
る
の
は
、
我
々
が
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
期
待
ど
お
り
に
還
元
主
義
を
と
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
①
極
端
な
主
張
を
と
る

な
ら
ば
自
己
利
益
理
論
は
否
定
さ
れ
、
ま
た
功
罪
や
約
束
と
い
っ
た
概
念
は
全
く
効
力
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
②
心
理
的
連

続
性
や
連
結
性
が
重
要
だ
と
い
う
立
場
を
認
め
た
場
合
に
も
、
心
理
的
連
結
性
も
重
要
だ
と
我
々
が
認
め
る
限
り
で
は
、
彼
が
述
べ
る
よ

う
な
影
響
が
出
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
数
々
の
例
を
考
察
す
る
と
き
我
々
は
①
②
の
い
ず
れ
か
の
立
場
を
と
る

は
ず
で
は
な
い
の
か
、
と
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
は
我
々
に
問
う
。
そ
し
て
、
彼
が
述
べ
た
い
ず
れ
か
の
立
場
を
と
る
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
、
道

徳
理
論
に
対
し
て
上
記
の
よ
う
な
態
度
変
更
が
迫
ら
れ
る
は
ず
だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
議
論
の
細
部
に
つ
い
て
は
同
意
し
か
ね
る
と
こ
ろ
も
幾
つ
か
あ
る
が
、
形
骸
化
し
た
人
格
主
義
を
過
度
に
推
し
進
め

る
必
要
は
な
い
、
そ
れ
よ
り
も
現
実
の
一
つ
一
つ
の
経
験
の
内
容
を
重
視
す
る
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
十
分
に
理
解
で
き
る
。

我
々
が
テ
キ
ス
ト
に
し
て
き
た
『
諸
々
の
理
由
と
諸
々
の
人
格
』
全
編
を
貫
く
モ
チ
ー
フ
は
、
我
々
の
行
為
の
理
由
は
人
格
概
念
に
こ
だ

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
扱
っ
た
の
は
そ
の
厚
い
著
作
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
が
、
人
格
に
つ
い
て
の

パ
1
フ
ィ
ッ
ト
の
基
本
的
な
態
度
が
よ
く
わ
か
る
重
要
な
部
分
で
あ
り
、
多
く
の
哲
学
者
に
影
響
を
与
え
う
る
議
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
彼
の
人
格
論
は
、
今
後
の
道
徳
議
論
の
仕
方
を
多
か
れ
少
な
か
れ
変
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
駐

＊
　
文
献
略
称
ま
た
引
用
等
に
つ
い
て
は
本
誌
前
号
（
五
六
四
号
）
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

（
5
）
　
こ
こ
で
合
理
性
に
つ
い
て
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ア
も
、
こ
の
よ
う
な
未
来
の
割
引
は
起
こ
り
う
る
が
合
理
的
で
な
い
と
い
う
見
解
を
と

　
　
　
パ
ー
フ
ィ
ッ
ト
の
功
利
主
義
擁
護
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



　
　
　
折
同
学
研
…
究
　
　
簸
〃
五
｝
臼
六
十
五
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

　
る
。
ヘ
ア
は
、
合
理
性
の
定
義
に
つ
い
て
ほ
「
事
実
と
論
理
に
よ
る
最
大
限
の
批
判
に
争
え
て
生
き
残
っ
た
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ト
の
提
案
を
採
用

　
し
、
ま
た
合
理
性
と
は
「
問
い
に
答
え
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
思
考
が
も
つ
一
つ
の
性
質
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
ミ
↓
邦
訳
箸
●
ω
鐸
お
b
。
）
。
ヘ

　
ア
の
理
論
で
は
、
も
し
「
自
分
の
未
来
の
す
べ
て
の
部
分
に
同
等
の
関
心
を
も
つ
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
を
た
て
る
な
ら
、
確
か
に
事
実
と
論
理
に

　
よ
る
袖
判
を
経
た
合
理
的
な
答
え
は
肯
定
に
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
問
い
を
立
て
た
人
な
ら
未
来
の
自
己
の
心
理
状
態
と
い
う
窮
鼠
を
知
る
こ
と
に

　
お
い
て
未
来
の
自
分
の
も
の
と
等
し
い
選
貯
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
彼
独
特
の
手
法
に
よ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て

　
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
は
出
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
と
き
そ
の
答
え
を
出
さ
な
い
こ
と
は
不
合
理
と
は
言
え
な
い
。
や
は
り
、
未

　
来
に
同
等
の
闘
心
を
も
た
な
い
の
は
一
概
に
不
合
理
だ
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
パ
！
フ
ィ
ッ
ト
は
正
し
い
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
例
え
ば
ヘ
ァ
は
平
等
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
、
功
利
主
義
も
「
等
し
い
強
さ
の
選
静
は
等
し
い
重
み
を
も
っ
た
も
の
と

　
し
て
扱
う
」
点
で
、
全
て
の
選
好
に
介
し
て
強
さ
に
応
じ
て
平
等
だ
と
は
言
え
る
。
実
質
的
な
結
論
と
し
て
例
え
ば
配
分
が
平
等
に
な
る
か
ど
う
か

　
は
、
確
か
に
保
証
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
限
界
効
用
の
逓
減
と
、
不
平
等
か
ら
生
じ
る
妬
み
と
い
っ
た
負
の
効
用
か
ら
、
平
等
を
支
持
す
る
に
十

　
分
な
功
利
主
義
的
理
由
が
あ
る
。
人
格
の
別
偲
性
を
尊
璽
す
る
こ
と
、
二
字
の
不
可
侵
性
を
守
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
各
人
が
自
分
自
身
の
こ

　
と
を
す
る
方
が
一
般
的
に
う
ま
く
い
く
（
未
来
の
自
分
の
欲
求
を
予
測
し
、
そ
の
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
の
に
最
も
よ
い
立
場
に
あ
る
）
の
で
、
や
は

　
り
功
利
主
義
的
な
観
点
か
ら
あ
る
程
度
支
持
で
き
る
。
（
堕
民
の
お
刈
少
ミ
弓
⑩
b
。
噌
訟
袖
．
歌
人
の
不
可
侵
性
に
つ
い
て
の
類
似
の
議
論
は
口
理
。

　
H
り
G
o
Q
◎
噂
戸
b
3
帆
G
Q
に
も
見
ら
れ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
考
　
お
く
の
・
ま
り
こ
　
旨
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学
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the　positive　use　of　boundary　notions　（say，　Heidegger’s　“being”）　so　that　the

potential　of　the　negative　could　be　kept　solely　in　the　contradiction　of　words，

and　made　us　realize　that　every　human　1〈nowledge，　even　about　tke　transcen－

dent，　is　hasecl　on　a　material　procedure　（　：language）．　My　essay　attempts　to

analyze　how　he　managed　to　transform　both　Kantian　theory　and　Freudian

psychoanalysis　into　this　kind　of　uniquely　materialist　epistemology　in　terms

of　his　paradoxical　understanding　of　language．

Parfit’s　Defence　of　Utilitarianism　：　A　New　Look

from　the　Theory　on　Person　and　PersoRal　ldentity

by　Mariko　OKし｝NO

Research　Fellow

of　the　Japan　Society

for　the　Promotion　of　Science

　　Thls　paper　deals　with　Derek　Parfit’s　theory　of　personal　identity，　and　with

its　bearing　on　utilitarianism．　He　is　known　as　a　‘defender’　of　utilitarianism，

but　we　must　ascertain　in　which　sense　he　is　so，　and　hozv　we，　fo！lowiRg　him，

can　defend　utilitarianism．

　　Utllitarianism　has　often　been　criticized　that　it　does　not　take　seriously　the

distinction　between　persons．　For　example，　Rawls　and　Nozick　criticized

utilitarlanism　preclsely　on　that　grou琵d，　and　W翻ams　attacked　utilitarianism

by　saylng　that　it　neglects　the　integrity　of　a　person．　But　what　is　a　person？

What　does　‘personal　identity’　mean？　ln　order　to　give　a　satisfactory　reply

to　these　criticisms，　one　must　1ook　to　the　theory　of　persons　and　persona1

identity．　Hence，　we　begin　by　expounding　PaTfit’s　arguments　on　these　topics

in　his　Reasons　aTid　Perso7・is　（Part　Three）．

　　First，　introducing　the　concepts　of　person　and　personal　identity，　Parfit

proposes　two　kinds　of　criteria　for　personal　identity，　i，　e．　the　Physical　and

the　Psyc｝1010g三cal．　Then，　he　contrasts　two　views　o琵伍e　na加re　of　a　person，

6



one　（1）　that　a　person’s　existence　over　time　ean　be　reduced　into　physical　and

psychological　events　and　their　interrelations　（Reductionist），　and　another

（2）whlch　denies　this（Non－Reductionist）．　Par丘t　advocates　the　for田er．

And，　as　he　propounds　the　arguments　for　Reductionism，　which　are　at　first

sight　extraordinary，　but　surely　persuasive　in　the　light　of　the　knowledge　of

modern　science，　there　emerges　a　consequence　that　some　of　our　ordinary

beliefs　一　that　identity　is　crucial　and　it　must　be　determinate　一　should

be　denied．

　　If　we　accept　this　consequence，　the　criticism　that　utilitarianism　does　not

take　seriously　the　distinction　between　persons　can　be　alleviated，　because　the

utilitarlan’s　point　is　that　our　concrete　experiences　are　more　fundamental

than　our　personal　identity．　One　of　the　effects　of　this　result　is　that　the

anti－utilitarian　views　concerning　the　treatment　of　persons　come　to　be

re－examined．　Roughly　speaking，　we　should　reconsider　the　following　points：

（1）　the　claim　o£　lnviolability　o｛　a　person；　（2）　the　objection　to　the　‘balan－

cing　the　gains　and　losses　of　different　persons’，　the　claim　that　‘someone’s

burden　cannot　be　compensated　by　benefits　to　someone　else’，　and　distributive

justice；　and　（3）　the　claim　about　desert　and　commitments．　lt　will　be　shown

that　these　points　are　bound　either　to　be　rejected　or　at　least　questioned，　or

to　become　rnuch　similar　to，　and　almost　substantially　the　same　as，　the　utili－

tarian　claims　that　the　anti－utilitarians　try　to　refute．　ln　this　sense，　Parfit’s

theory　surely　serves　as　an　indirect　defence　of　utilitarianism．

　　Besides　this，　it　would　be　valuable　to　suggest　that　Parfit’s　insights　also

glve　us　better　understanding　of　R．　M．　Hare’s　moves　for　utilitarian　theory，

e．g．　treatment　of　prudence，　integrity，　or　knowledge　of　others’　preferences．

Thus，　by　our　analyses，　we　can　conclude　that　utilitarianism，　especially

Hare’s，　is　well　supported　by　Parfit’s　reflections　on　persons　and　personal

identity．
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