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八

従
来
（
六
○
年
代
頃
ま
で
）
、
道
徳
性
の
発
達
心
理
学
の
分
野
で
は
、
道
徳
性
（
道
徳
的
推
論
）
は
、
青
年
期
か
ら
成
人
期
初
期
に
お
い
て

完
成
し
、
そ
の
後
は
安
定
化
が
進
む
の
み
だ
、
と
広
く
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
成
人
期
以
降
に
お
け
る
、
よ
り
高
次
な
道
徳
的

発
達
の
存
在
が
若
月
き
れ
、
騰
繊
の
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
は
、
何
よ
り
も
コ
ー
ル
バ
ー
グ
が
、
成
人
期
以
降

に
関
し
て
道
徳
発
達
の
在
り
方
を
拡
大
・
深
化
さ
せ
て
練
り
直
し
て
い
っ
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
。
本
姶
文
が
序
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、

成
人
（
青
年
期
以
降
）
の
日
本
人
の
道
徳
発
達
を
問
題
に
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
初
期
の
鯛
査
に
お
い
て
、
第
四
段
階
（
慣
習
的
水
準
）
か
ら
第
五
段
階
（
脱
慣
習
的
水
準
）
へ
の
発
達
に
際
し
て
、
一
時

的
に
前
慣
習
的
第
二
段
階
（
道
具
主
義
的
・
相
対
主
義
的
な
道
徳
性
の
志
向
）
へ
の
「
退
行
」
が
生
じ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の

現
象
は
、
そ
の
後
の
評
定
法
の
改
定
に
従
っ
て
、
「
退
行
」
で
は
な
く
、
移
行
の
際
の
「
過
渡
的
」
現
象
と
判
定
さ
れ
、
四
％
段
階
と
し
て
規

定
さ
れ
た
。
即
ち
、
青
年
期
に
お
け
る
同
一
性
危
機
に
よ
っ
て
、
一
時
的
な
倫
理
的
懐
疑
主
義
（
相
対
主
義
）
に
陥
る
こ
と
か
ら
こ
の
現
象
が

生
起
す
る
の
で
あ
り
、
己
れ
が
所
属
（
準
拠
）
す
る
既
成
集
団
（
そ
の
最
大
の
も
の
と
し
て
国
家
）
の
権
威
へ
の
信
頼
が
ぐ
ら
つ
き
、
そ
の
期

母
性
社
会
日
本
に
お
け
る
道
徳
性
の
発
達
（
承
前
）

ｌ
認
知
発
達
論
と
深
層
心
理
学
と
の
「
対
話
」
の
試
み
Ｉ

杉
本
裕
司
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侍
や
要
求
に
従
っ
た
行
為
遂
行
が
で
き
な
く
な
る
反
面
、
未
だ
新
し
い
自
律
性
の
原
理
に
従
っ
た
行
為
遂
行
も
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
懐

（
泥
）

疑
的
心
理
状
態
に
陥
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
さ
ら
に
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
懐
疑
主
義
は
、
短
期
的
な
「
移
行
段

階
」
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
時
に
は
、
善
悪
の
彼
岸
に
立
つ
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〔
ナ
チ
ズ
ム
、
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
〕
と
し

て
安
定
し
た
志
向
と
な
っ
て
し
ま
う
虞
れ
が
あ
る
と
危
倶
－
－
そ
れ
は
「
決
断
主
義
」
に
対
す
る
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
危
倶
と
類
似
し
て
い

る
が
Ｉ
’
す
逢
堅
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
過
渡
的
段
階
は
、
道
徳
的
推
論
の
新
し
い
様
式
を
何
ら
呈
示
し
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
自
体
は
決

し
て
（
正
式
な
）
道
徳
段
階
と
は
潔
定
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
解
釈
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
ギ
リ
ガ
ン
（
と
Ｊ
、
Ｍ
・
マ
ー
フ
ィ
ー
）
で
あ
る
。
ギ
リ

ガ
ン
ら
に
拠
る
と
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
（
派
）
が
青
年
期
に
お
け
る
こ
の
現
象
を
「
退
行
」
も
し
く
は
「
過
渡
的
」
出
来
事
と
し
て
把
握
す
る
の

は
一
面
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
（
ち
）
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
相
違
す
る
二
つ
の
倫
理
的
相
対
主
義
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
に
由
来

す
る
。
即
ち
一
方
で
は
「
道
徳
的
問
題
の
解
決
に
対
す
る
た
だ
一
つ
の
正
し
い
答
え
は
何
ら
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
た
（
た
し
か
に
コ
ー
ル
バ
ー

グ
ら
が
四
％
段
階
と
し
て
規
定
す
る
よ
う
な
）
倫
理
的
懐
疑
主
義
が
存
在
す
る
が
、
し
か
し
他
方
で
「
道
徳
的
問
題
に
対
す
る
、
文
脈
（
状
況
）

か
ら
自
由
な
、
普
遍
的
原
理
に
よ
る
客
観
的
に
正
し
い
解
決
は
な
い
」
と
す
る
立
場
、
別
言
す
れ
ば
、
道
徳
上
の
諸
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈

に
挾
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
解
決
は
具
体
的
諸
条
件
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
立
場
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

後
者
の
立
場
は
（
現
実
世
界
に
具
体
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
的
鶴
理
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
相
対
主
義
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す

る
コ
ー
ル
バ
ー
グ
的
な
脱
慣
習
的
思
考
と
異
な
り
）
具
体
的
現
実
世
界
（
他
者
）
に
コ
ミ
ッ
ト
し
、
そ
の
複
雑
か
つ
暖
昧
な
状
況
（
文
脈
）
に

お
い
て
肖
ら
の
責
任
の
観
点
か
ら
選
択
（
決
断
）
を
下
す
の
で
あ
り
、
自
ら
の
そ
の
道
徳
判
断
が
ｌ
｜
言
わ
ば
「
状
況
に
合
わ
せ
て
作
幽
し

な
が
ら
演
奏
す
る
即
興
曲
」
（
Ｇ
・
ペ
イ
ト
ソ
ン
）
と
し
て
－
－
文
脈
に
依
存
し
た
相
対
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
「
文
脈
的
相
対
主
義
（
８
口
←
の
間
目
Ｅ
３
］
ｇ
ご
尉
目
）
」
と
呼
ば
れ
う
る
思
考
で
あ
り
、
「
選
択
の
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
帰
結
に
対
す
る
責
任
の
文
脈
的
道
徳
僅
里
と
定
式
化
さ
れ
う
る
。

(２）
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文
脈
的
相
対
主
義
は
、
た
し
か
に
現
実
の
諸
状
況
の
解
釈
の
仕
方
の
多
様
性
と
不
確
実
性
を
実
感
し
て
い
る
点
で
相
対
主
義
的
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
れ
が
責
任
や
義
務
と
い
っ
た
道
徳
的
観
点
に
立
脚
す
る
点
で
八
責
任
性
な
き
多
元
論
と
し
て
の
四
％
段
階
的
思
考
と
は
異
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
に
拠
る
と
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
ら
は
こ
の
点
を
看
過
す
る
が
故
に
そ
れ
を
「
退
行
」
（
の
ち
に
は
）
「
過
渡
的
一
時
的
段

階
」
と
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
》

さ
ら
に
こ
こ
か
ら
彼
女
ら
は
、
公
正
原
理
に
基
づ
い
た
脱
慣
習
的
推
論
に
対
し
て
、
道
徳
発
達
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
在
り
方
の
提
示
を

目
論
む
。
そ
れ
は
公
正
指
向
に
対
す
る
「
責
任
指
向
」
に
お
け
る
発
達
段
腱
琴
し
て
、
奥
生
協
に
お
け
る
道
徳
的
推
論
、
道
徳
判
断
に
基
づ
い

て
成
立
し
て
く
る
。
即
ち
「
実
生
活
の
文
脈
に
お
け
る
道
徳
的
推
論
は
、
た
だ
単
に
形
式
論
理
に
の
み
由
来
す
る
も
の
以
外
の
認
知
構
造
に
依

（
ね
）

拠
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
成
熟
し
た
成
人
期
の
道
徳
的
思
考
は
、
「
仮
説
的
ジ
レ
ン
マ
」
で
は
な
く
「
現
実
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
直
面
し
た
際

の
、
普
遍
的
原
理
の
妥
当
性
の
疑
問
視
の
経
験
、
そ
し
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
単
な
る
判
断
（
］
且
用
曰
の
□
ず
）
で
は
な
く
決
断
（
口
の
臼
田
・
ロ
）
・
選

択
的
行
為
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
不
可
避
性
と
、
そ
れ
に
伴
う
責
任
性
の
経
験
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
成
熟
し
た
思
考
段
階
へ
の
発
達
に
向
け
て
の
経
験
的
基
礎
は
、
そ
れ
故
、
状
況
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
と
そ
の
相
対
性
を
考
慮
し
た

上
で
の
、
人
生
に
お
け
る
選
択
と
責
任
の
経
験
に
あ
る
の
だ
が
、
「
公
正
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
生
の
選
択
か
ら
出
て
く
る
責
任
と
義
務
に
適
切

に
言
及
し
な
い
傘
）
た
し
か
に
、
公
正
指
向
の
形
式
論
理
と
原
理
は
、
青
年
期
の
道
徳
判
断
を
慣
習
的
思
考
様
式
の
枠
組
か
ら
解
放
し
、
向
上

さ
せ
る
が
、
成
人
期
に
お
い
て
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
生
上
の
選
択
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
体
験
が
生
み
出
す
義
務
と
責
任
の
実
感
は
、
形
式

的
正
当
化
で
は
な
い
、
道
徳
的
理
解
の
在
り
方
の
再
構
成
を
迫
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
再
構
成
こ
そ
が
、
文
脈
的
相
対
主
義
に
対
し
て
、
コ
ー

ル
バ
ー
グ
的
な
脱
慣
習
的
形
式
的
思
考
へ
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
位
置
価
を
付
与
す
る
た
め
の
土
台
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
脈
的
相
対
主
義
は
、
第
六
節
で
述
べ
た
ギ
リ
ガ
ン
の
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
」
と
の
深
い
関
連
に
お
い
て
Ｉ
ｌ
も
っ
と

も
女
性
に
限
定
さ
れ
な
い
様
式
と
し
て
－
１
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
に
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
」
は
、
世
界
（
他
者
）
と

の
関
わ
り
の
中
で
の
具
体
的
状
況
性
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
・
そ
こ
に
お
い
て
は
、
Ｎ
・
ノ
デ
イ
ン
グ
ス
が
言
う
よ
う
に
鋤
一
配
慮
す
る
ひ
と

(３）
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こ
の
よ
う
な
、
公
正
指
向
か
ら
責
任
指
向
へ
の
視
座
賑
換
に
基
づ
く
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
道
徳
発
達
儲
の
提
示
に
対
し
て
、
コ
ー
ル
バ
ー

（
Ｎ
）

グ
（
派
）
は
真
っ
向
か
ら
反
論
を
試
み
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
何
よ
り
も
、
経
験
的
文
脈
の
状
況
的
特
殊
性
に
由
来
す
る
倫
理
的
相
対
主
義

を
受
容
す
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
旗
印
と
す
る
倫
理
的
普
遍
主
義
に
背
馳
し
て
し
ま
う
こ
と
に
存
す
る
。

コ
ー
ル
バ
ー
グ
的
な
考
え
方
か
ら
し
て
も
、
（
青
年
の
あ
る
一
時
期
に
）
相
対
主
義
の
問
題
に
晒
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
、
原
理
的
水
準
（
脱

慣
習
的
段
階
）
へ
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
道
徳
問
題
に
対
し
て
倫
理
的
相
対
主
義
を
正
し
い
立
場
と
す
る
こ

と
を
何
ら
意
味
し
な
い
。
即
ち
「
わ
れ
わ
れ
が
前
提
と
す
る
原
理
的
道
徳
は
、
文
脈
的
相
対
主
義
者
た
ち
が
問
題
に
し
て
い
る
よ
う
な
実
生
活

の
状
況
の
特
殊
性
も
鋭
敏
に
採
り
上
げ
る
。
た
だ
し
、
普
遍
的
原
理
が
文
脈
に
応
じ
て
適
用
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
歴
史
的

一
再
》

状
況
に
直
面
し
た
場
合
に
、
そ
の
原
理
ま
で
が
悲
意
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
」
つ
ま
り
、
相
対
主
義
的
な
感
覚
が
強
ま
っ

た
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
直
ち
に
公
正
原
理
の
も
つ
普
遍
妥
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
た
り
放
棄
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ

で
生
じ
て
い
る
の
は
、
原
理
を
具
体
的
状
況
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
の
難
し
さ
の
自
覚
な
の
で
あ
り
、
も
っ
と
文
脈
に
即
し
て
公
正
原
理

を
適
用
す
る
こ
と
の
考
慮
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
が
文
脈
的
相
対
主
義
者
と
判
定
す
る
者
は
、
決
し
て
原
理
を
放
棄
し
て
ニ
ヒ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
倫
理
的
懐
疑
主
義
に
関
与
し
た
り
、
公
正
原
理
以
外
の
も
の
か
ら
道
徳
判
断
に
指
向
し
よ
う
と
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
相
対
主
義
的
状
況
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
原
理
を
よ
り
文
脈
に
即
し
つ
つ
洗
練
さ
れ
た
形
に
構
成
し
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

コ
ー
ル
バ
ー
グ
（
派
）
か
ら
見
て
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
が
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
し
ま
う
の
は
、
彼
女
ら
が
「
原
理
」
と
い
う
言
葉
の

の
諸
行
為
は
、
規
則
に
縛
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
変
化
し
て
い
く
も
の
」
で
あ
り
、
配
慮
の
プ
ロ
セ
ス
は
「
抽
象
化
の
反
対
物

で
あ
る
具
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
」
で
あ
る
．
そ
し
て
又
禰
者
は
、
他
者
に
対
す
る
配
慮
的
責
任
ｌ
そ
れ
は
成
人
期
の
薑
に
対
す
る
エ
リ
ク
ソ

ン
の
考
え
と
近
似
し
た
慈
愛
的
生
殖
的
倫
璽
に
蓬
づ
く
Ｉ
と
い
う
賞
任
性
の
観
参
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
鹿
）

九

(４）
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意
味
を
取
違
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
彼
（
ら
）
に
と
り
「
原
理
と
は
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ

に
絶
対
的
か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
固
定
的
・
絶
対
的
な
道
徳
規
則
と
は
異
な
り
、
道
徳
原
理

（
■
）

と
は
複
雑
な
道
徳
的
状
況
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
と
い
う
方
法
を
意
味
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
両
者
の
立
場
の
基
本
的
相
違
が
明
確
化
し
て
く
る
。
即
ち
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
に
お
い
て
は
、
形
式
的
原
理
的
思
考
か
ら
文
脈
的
思
考

へ
の
移
行
（
青
年
後
期
に
そ
れ
が
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
現
象
す
る
）
の
う
ち
に
新
た
な
道
徳
発
達
の
出
現
、
新
た
な
道
徳
的
指
向
の
展
開
が
見
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
（
派
）
は
、
そ
こ
に
決
し
て
道
徳
発
達
に
お
け
る
新
し
い
段
階
呈
示
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
後
者
に
と
っ

て
は
、
そ
こ
で
は
た
だ
、
公
正
原
理
に
基
づ
い
た
倫
理
の
、
一
百
わ
ぱ
「
解
釈
学
的
適
風
包
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
彼
（
ら
）
は
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
の
主
張
を
全
く
却
下
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
女
ら
か
ら
の
批
判
を
取
り
込
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

ら
の
立
論
の
枠
組
み
の
拡
大
を
図
ろ
。
即
ち
（
第
六
節
で
述
べ
た
よ
う
に
）
「
ソ
フ
ト
」
な
段
階
を
設
定
し
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
の
主
張
、
及
び
彼

女
ら
が
依
拠
す
澤
榊
．
Ｇ
・
ペ
リ
ー
の
考
え
る
発
達
論
を
、
個
人
的
な
メ
タ
倫
理
学
的
反
省
に
基
づ
く
、
成
人
期
特
有
の
発
達
を
示
す
「
ソ
フ

ト
」
な
段
階
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
な
ら
、
彼
（
ら
）
は
原
理
に
基
づ
く
（
第
五
段
階
の
）
公
正
推
論
が
獲

得
さ
れ
た
成
人
以
降
の
発
達
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
的
推
論
に
お
け
る
「
ハ
ー
ド
」
な
構
造
段
階
の

・
発
達
論
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
公
正
指
向
か
ら
責
任
指
向
へ
の
道
徳
的
指
向
の
質
的
移
行
な
ど
な
鴎
妖
で
あ
り
、
そ
れ
故
あ
く
ま
で

「
道
徳
的
段
階
の
発
達
が
一
つ
の
道
徳
の
発
達
で
あ
っ
て
、
｜
一
つ
の
道
徳
の
発
達
で
は
な
四
］
》
と
い
う
主
張
は
堅
持
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ｇ
・
シ
ュ
ピ
ー
ル
ト
ヘ
ン
ナ
ー
は
、
ギ
リ
ガ
ン
と
マ
ー
フ
ィ
ー
の
文
脈
的
相
対
主
義
を
（
コ
ー
ル
パ
ー
グ
的
公
正
道
徳
に
対
す

る
）
「
脱
慣
習
的
な
道
徳
発
達
に
つ
い
て
の
オ
ー
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
考
え
方
」
と
し
て
ド
イ
ツ
語
圏
の
読
者
に
紹
介
し
、
そ
の
際
「
大
人
の
成

（
則
》
・

熟
し
た
思
考
へ
の
移
行
は
、
形
式
的
な
も
の
か
ら
実
存
的
な
も
の
へ
の
一
歩
を
呈
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
我
々
は
、
文

＋

(５）
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脈
的
相
対
主
義
同
様
、
己
れ
の
実
践
的
状
況
に
お
け
る
決
断
と
そ
れ
に
伴
う
責
任
を
強
調
し
た
思
想
潮
流
と
し
て
、
か
っ
て
の
実
存
的
状
況
倫

理
を
挙
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
、
鯰
》

実
存
的
状
況
倫
理
は
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
懐
疑
主
義
を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
倫
理
学
的
企
て
に
対
し
、
あ
る

種
の
訣
別
的
態
度
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
即
ち
、
行
動
原
理
乃
至
規
範
の
無
歴
史
的
ｌ
普
遍
妥
当
的
な
究
極
的
基
礎
づ
け
が
放
棄
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
こ
に
は
歴
史
を
貫
通
す
る
普
遍
的
理
念
を
固
持
せ
ん
と
す
る
理
念
倫
理
か
ら
の
一
定
の
背
向
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
代
わ
り
に
実
存
的
状
況
倫
理
に
お
い
て
前
面
に
出
さ
れ
る
の
が
歴
史
的
状
況
性
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
又
重
要
な
こ
と
は
、
善
（
乃

至
正
義
）
の
内
容
規
定
の
状
況
依
存
性
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
学
と
し
て
の
実
存
的
状
況
倫
理
（
学
）
は
、
倫
理
的
実
践

的
状
況
を
そ
の
諸
制
約
と
可
能
性
に
関
し
て
解
明
し
、
倫
理
的
な
遂
行
課
題
と
そ
れ
に
伴
う
責
任
と
を
、
状
況
の
た
だ
中
の
人
間
に
対
し
て
見

通
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

所
与
と
し
て
の
状
況
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
よ
り
先
鋭
化
し
て
言
え
ば
、
現
実
的
諸
条
件
と
し
て
己
れ
を
制
約
し
つ
つ
切
迫
し
て
く
る
ｚ
Ｔ
、

こ
こ
（
亘
。
＆
曰
目
・
）
」
に
お
い
て
、
如
何
に
行
為
す
べ
き
か
と
い
う
、
個
別
主
体
に
と
っ
て
の
切
実
な
問
い
と
し
て
倫
理
的
諸
問
題
を
把
握

す
る
立
場
が
状
況
倫
理
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
善
を
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
主
体
の
状
況
に
即
し
て
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
最
善
と
判

断
さ
れ
る
行
為
に
お
い
て
問
題
と
す
る
の
で
あ
り
、
倫
理
的
価
値
へ
の
問
い
に
、
他
者
と
の
関
わ
り
を
考
慰
し
つ
つ
状
況
へ
の
主
体
的
な
関
与

と
決
断
に
お
い
て
答
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
実
存
的
状
況
倫
理
と
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
関
与
と
決
断
に
お
い
て
同
時
に
其
の
自
己
が
実

現
さ
れ
る
と
考
え
る
立
場
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
個
別
主
体
は
、
自
ら
の
「
今
、
こ
こ
」
に
お
い
て
己
れ
の
実
存
を
実
現
化
す
べ
く
訴
え
か

け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
取
り
纏
め
て
み
る
と
、
実
存
的
状
況
倫
理
と
文
脈
的
相
対
主
義
は
、
そ
の
基
本
的
主
張
に
お
い
て
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と

が
看
取
で
き
よ
う
。
即
ち
両
者
は
、
第
一
に
、
規
範
的
不
確
実
性
と
相
対
性
の
認
知
に
基
づ
い
た
文
脈
的
Ｉ
状
況
的
依
存
性
を
提
唱
し
、
そ
こ

に
定
位
す
る
点
で
、
第
二
に
、
単
な
る
思
弁
的
次
元
で
の
仮
想
的
ジ
レ
ン
マ
で
は
な
く
、
実
生
活
に
お
け
る
決
断
と
実
践
的
行
為
、
そ
し
て
そ

(６）
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れ
に
伴
う
責
任
に
視
点
を
定
め
る
点
で
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
よ
り
精
査
し
て
み
る
な
ら
ば
、
両
者
が
極
め
て
異
な
っ
た
エ
ー
ト
ス
、
人
間
（
自
己
）
観
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
、
文
脈
的
相
対
主
義
が
（
実
存
哲
学
も
含
め
た
）
近
代
的
人
間
観
１
１
そ
れ
は
あ
く
ま
で
主
体
的
な
自
律

的
自
己
（
…
・
日
。
…
属
）
を
震
ん
じ
ろ
ｌ
に
対
す
る
（
｜
フ
ダ
イ
ム
：
ン
フ
ト
の
企
て
で
あ
る
配
慮
の
蟇
と
の
深
い
關
連
の
下
に
あ

る
こ
と
に
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
（
既
述
し
た
よ
う
に
）
公
正
の
道
徳
（
男
性
中
心
の
道
徳
）
が
世
界
か
ら
離
れ
た
者
と
し
て
自
己
理
解
し
、

鱸
動
的
‐
主
体
的
な
呈
し
た
個
人
と
な
る
こ
と
を
志
向
す
る
ｌ
こ
の
点
電
は
「
実
存
哲
学
的
訴
え
」
も
「
コ
ー
ル
バ
ー
グ
的
道
徳
」
も

同
一
で
あ
る
ｌ
の
に
対
し
、
配
慮
の
道
徳
は
、
自
己
霊
界
、
他
者
と
の
相
互
依
存
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
篝
し
１
つ
霞
り
麗

的
自
己
（
ｇ
］
圏
・
ロ
巳
、
の
属
）
と
し
て
１
１
他
者
と
の
関
係
づ
け
、
繋
り
を
志
向
す
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
が
一
宮
う
よ
う
に
「
他
者
に
対
す
る
配

慮
が
倫
理
的
な
自
己
へ
の
関
心
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
他
者
に
対
す
る
配
廠
か
ら
倫
理
的
な
自
己
へ
の
関
心
が
生
じ
る
」
の
で
あ
り
「
本

《
鯛
）

来
、
私
は
関
係
の
中
に
い
る
の
で
あ
り
：
・
私
の
個
性
は
、
一
連
の
関
係
の
中
で
規
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
実
存
的
状
況
倫
理
に
お
い
て
他
者
へ
の
考
慮
（
思
い
や
り
）
、
あ
る
い
は
連
帯
の
可
能
性
が
看
過
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
決
し

て
な
い
趣
塑
し
か
し
一
般
的
に
言
え
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
責
任
」
は
あ
く
ま
で
も
近
代
の
自
己
責
任
概
念
、
つ
ま
り
各
自
は
己
れ
が
関
与

し
て
い
る
行
為
に
対
し
て
（
の
み
）
、
あ
る
い
は
所
与
の
状
況
に
お
け
る
己
れ
の
良
心
決
断
に
対
し
て
（
の
み
）
責
任
を
負
う
と
い
う
、
個
別

（
鰯
）

主
体
的
自
己
責
任
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
責
任
概
念
は
、
文
脈
的
相
対
主
義
が
目
論
む
「
責
任
」
指

向
１
１
つ
ま
り
他
者
に
配
慮
し
応
答
す
る
こ
と
ｌ
ｌ
と
は
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
情
は
又
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
に
関
し
て
も
当
て
嵌
ろ
の

〈
妬
》

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
河
合
が
命
名
し
た
日
本
的
な
「
場
の
倫
理
」
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
（
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
）
各
人
の
個
人
的
権
利
・
欲

＋
￣

(7)
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求
の
充
足
よ
り
も
、
所
与
の
場
の
バ
ラ
ン
ス
維
持
に
目
的
を
置
く
こ
と
、
母
性
的
安
全
感
に
満
ち
た
一
体
感
的
関
係
に
お
い
て
非
言
語
的
な

「
察
し
の
よ
さ
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
善
悪
に
つ
い
て
の
明
確
な
る
規
範
に
よ
る
道
徳
的
判
断
・
解
決
よ
り
も
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス

状
態
の
中
へ
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
吸
収
を
重
要
視
す
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
う
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
場
の
倫
理
」
は
、
各
人
の
思
考
と

行
動
に
お
け
る
具
体
的
運
用
の
次
元
で
は
、
一
種
の
相
対
的
な
状
況
倫
理
と
し
て
働
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
（
第
五
節
で
述
べ

た
よ
う
鞍
）
日
本
人
の
臭
護
の
在
り
方
Ｉ
己
れ
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
可
変
的
で
あ
る
自
我
ｌ
か
ら
も
帰
結
す
る
こ
と

（
ｗ
）

と
言
え
る
。
即
ち
、
既
に
中
根
が
洞
察
し
て
い
た
よ
う
に
、
集
団
の
生
命
が
「
「
そ
の
主
義
〈
思
想
）
に
個
人
が
忠
実
で
あ
る
」
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
お
互
い
の
人
間
関
係
自
体
に
あ
る
…
日
本
人
の
価
値
観
の
根
底
に
は
、
絶
対
を
設
定
す
る
思
考
…
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
」
せ
ず

（
的
》

「
そ
の
代
わ
り
に
直
接
的
、
感
情
的
人
間
関
係
を
前
提
と
す
る
相
対
的
原
理
が
強
く
存
在
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
身
近
な
生
活
に
密
藩
し
つ
つ
そ
の
人
間
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
（
あ
え
て
言
え
ば
庶
民
的
な
）
道
徳
は
存
在
し
て

も
、
普
遍
的
－
体
系
的
１
原
理
的
な
倫
理
に
よ
っ
て
行
動
が
規
制
さ
れ
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
そ

こ
で
は
、
一
枚
岩
的
な
普
遍
化
可
能
な
道
徳
的
原
則
を
す
べ
て
の
状
況
に
通
汎
的
一
義
的
に
適
用
す
る
態
度
よ
り
も
、
個
別
的
な
状
況
・
場
に

お
い
て
可
変
的
で
あ
る
、
き
め
細
か
い
配
慮
と
決
定
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
－
ｌ
既
に
「
場
の
倫
理
」
自
体
が
、
特
定
の
個
人

が
「
傷
つ
く
こ
と
」
を
避
け
う
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
有
し
て
い
る
雌
ド
ー
こ
の
「
日
本
的
状
況
倫
理
」
も
こ
の
こ
と
に
伴
っ
て
優
れ
た
諸

艤
徴
を
ｌ
と
く
に
西
欧
的
な
理
念
的
量
的
倫
理
や
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
き
詰
ま
っ
た
今
日
－
Ｌ
示
し
う
る
可
能
性
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
．

こ
の
点
を
強
調
す
る
代
表
的
輪
客
は
、
社
会
学
者
の
浜
口
恵
俊
で
あ
る
。

（
血
）

浜
口
に
拠
る
と
、
日
本
人
の
行
動
・
生
活
原
理
は
、
欧
米
人
が
準
拠
す
る
「
普
遍
Ⅱ
論
理
主
義
」
（
行
動
原
理
を
種
々
の
状
況
を
通
じ
て
変

わ
ら
ぬ
普
遍
的
な
信
念
に
求
め
、
そ
れ
を
万
人
に
妥
当
す
る
物
の
道
理
と
し
て
広
く
適
用
し
よ
う
と
す
る
）
に
対
し
、
「
個
別
Ⅱ
状
況
主
義
」

と
呼
ば
れ
う
る
も
の
、
即
ち
、
行
為
者
が
行
為
選
択
の
拠
点
を
、
所
属
集
団
に
お
け
る
特
定
の
人
間
関
係
や
地
位
ｌ
役
割
体
系
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
個
別
的
事
実
的
真
理
に
求
め
、
集
団
の
繋
り
を
失
わ
な
い
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
、
現
実
の
可
変
的
状
況
へ
の
適
応
と
、
そ
の
背
後
に
あ

(８）
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る
固
定
的
社
会
秩
序
と
の
調
和
に
努
め
る
よ
う
な
原
理
、
で
あ
る
と
す
る
。
日
本
人
の
社
会
心
理
に
基
盤
を
も
つ
行
動
原
理
で
あ
る
、
こ
の

「
個
別
Ⅱ
状
況
主
義
」
に
拠
り
つ
つ
、
わ
が
国
の
人
々
は
己
れ
の
自
明
的
準
拠
枠
で
あ
る
「
状
況
」
と
の
自
然
な
関
わ
り
合
い
に
お
い
て
、
個

別
状
況
的
な
性
格
を
も
っ
た
日
本
的
行
動
判
断
基
準
を
自
主
的
ｌ
主
体
的
に
採
択
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
浜
口
は
、
日
本
人
の
「
状
況
型
行

（
耐
）

為
」
が
依
拠
す
る
こ
の
行
動
判
断
基
準
を
「
標
準
（
、
奇
目
ロ
日
ロ
の
）
」
と
呼
び
、
欧
米
人
の
「
規
範
型
行
為
」
が
依
拠
す
る
「
規
範
（
ｐ
Ｃ
目
、
）
」

と
区
別
す
る
。
そ
し
て
、
今
こ
こ
の
志
向
の
た
び
ご
と
に
「
状
況
」
に
応
じ
て
個
別
的
に
設
定
さ
れ
る
標
準
と
し
て
「
状
況
倫
理
」
を
定
義
す

る
。
「
標
準
」
は
、
行
為
者
が
状
況
と
の
対
応
に
お
い
て
妥
当
と
判
断
し
設
定
し
た
主
観
的
な
行
為
準
則
で
あ
り
、
不
明
確
な
文
脈
の
中
で
展

開
さ
れ
る
が
故
に
、
明
確
で
一
義
的
な
、
言
明
可
能
的
外
在
的
な
「
規
範
」
に
比
べ
て
、
当
事
者
以
外
に
は
理
解
し
づ
ら
い
面
を
持
つ
こ
と
は

た
し
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
状
況
型
行
為
に
お
い
て
は
、
個
別
的
状
況
に
対
し
て
極
め
て
柔
軟
性
、
融
通
性
に
富
ん
だ
対
処
が
可
能
で
あ
り
、

コ
ン
テ
イ
ン
ジ
ェ
ン
ト
な
状
況
に
お
い
て
そ
の
強
み
は
一
層
発
揮
さ
れ
る
。
日
本
人
は
刻
々
変
化
す
る
状
況
に
関
す
る
情
報
を
、
内
在
的
に
キ
ャ
ッ

チ
し
つ
つ
お
互
い
の
信
頼
感
に
基
づ
い
て
、
人
間
関
係
的
視
点
か
ら
柔
軟
に
振
舞
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
人
関
係
に
お
い
て
は
、
日
本

人
は
言
わ
ば
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
・
イ
ン
」
（
外
在
的
基
準
を
セ
ッ
ト
し
た
上
で
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
方
法
）
と
も
言
え
る
べ
き
原
理
へ
の

定
位
へ
と
、
単
独
時
の
自
己
中
心
的
定
位
か
ら
敏
速
に
切
り
替
え
る
能
力
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
他
律
的
」
（
Ｒ
’
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
）
と
か
「
他
人
志
向
的
」
（
Ｄ
，
リ
ー
ス
マ
ン
）
と
か
評
定
す
る
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
特
定
多
数
の
同
時
代
人
に
己
れ

の
行
動
の
基
準
を
求
め
る
「
他
人
志
向
型
」
と
、
状
況
適
応
主
義
と
い
う
行
動
基
準
を
人
格
内
部
に
内
面
化
し
つ
つ
保
持
し
て
い
る
日
本
人
の

性
格
と
は
決
し
て
同
一
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
主
張
し
つ
つ
浜
口
は
、
（
主
と
し
て
小
原
信
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
）
前
述
の
実
存
的
状
況
倫
理
を
引
き
合
い
に
出

（
血
）

し
、
日
本
人
の
こ
の
「
状
況
倫
理
」
と
同
一
視
す
る
。
即
ち
両
者
は
そ
の
相
対
性
・
個
別
性
・
現
実
対
応
性
・
柔
軟
性
・
非
規
範
性
・
主
体
的

判
断
・
相
互
信
頼
（
思
い
や
り
）
・
察
知
力
（
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
）
と
い
っ
た
諸
特
性
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
琴
は
、
浜
口
に
（
少
潅
く
と
も
）
こ
の
最
後
の
主
張
に
関
し
て
は
ｌ
い
く
ら
持
論
の
援
用
の
た
め
と
は
一
富
え
ｌ
疑
義
を
篝
し

(９）
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挾
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
〈
既
述
し
た
よ
う
に
）
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
西
欧
近
代
に
由
来
す
る
自
律
的
主
体
的
人
間
観
と
そ
れ
に
基
づ
く

「
自
己
資
任
」
概
念
に
根
薑
し
た
蘂
存
的
状
況
倫
理
ｌ
そ
の
篝
し
当
た
り
の
（
同
じ
土
俵
上
の
）
ア
ン
チ
ポ
ー
デ
は
、
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ

る
理
念
鐘
と
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
だ
が
ｌ
を
、
そ
の
よ
う
な
人
闘
観
に
従
っ
て
か
つ
て
生
き
た
こ
と
の
な
い
わ
が
国
の
倫
藷
在

《
烟
）

り
方
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
牽
強
付
会
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
実
り
豊
か
な
実
質
的
な
考
究
に
値
す
る
の
は
、
私
見
で
は
、
こ
の
「
日
本
的
状

況
倫
理
」
を
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
が
見
出
し
た
文
脈
的
相
対
主
義
と
比
較
し
つ
っ
論
ず
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
次
節
に
お
い
て

我
々
は
既
に
第
七
節
に
お
い
て
ギ
リ
ガ
ン
の
言
う
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
」
と
日
本
的
な
「
場
の
倫
理
」
と
の
（
あ
く
ま
で
一
見
し
た
限
り

で
の
）
類
似
性
を
示
唆
し
た
蜷
こ
こ
で
「
文
脈
的
相
対
主
義
」
と
「
日
本
的
状
況
倫
理
」
を
並
べ
て
論
じ
う
る
と
考
え
る
の
は
、
そ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
、
自
律
的
抽
象
的
自
己
（
道
徳
主
体
）
で
は
な
く
、
関
係
的
自
己
に
定
位
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
又
両
者
は
、
己
れ
が
置

か
れ
た
現
実
的
状
況
の
不
確
実
性
と
相
対
性
の
認
知
に
基
づ
い
て
、
状
況
的
文
脈
的
に
可
変
的
な
態
度
・
決
断
を
す
る
点
で
も
一
致
し
て
い
る

と
言
え
る
。
だ
が
文
脈
的
相
対
主
義
は
さ
ら
に
、
他
者
に
配
慮
し
つ
つ
そ
の
よ
う
な
決
断
の
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
な
帰
結
に
対
し
て
賓
任
を
と
る
と

い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
他
者
に
対
す
る
配
慮
的
責
任
（
応
答
性
）
と
い
う
観
点
を
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
」
か
ら
受
け
継

い
で
い
る
。
そ
れ
故
お
そ
ら
く
比
較
の
た
め
の
着
手
点
は
、
こ
の
、
他
者
へ
の
配
慮
的
責
任
と
い
う
事
柄
に
関
し
て
日
本
的
な
状
況
倫
理
（
的

態
度
）
が
如
何
な
る
特
性
を
呈
示
す
る
か
を
副
出
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
組
織
（
場
）
の
中
で
、
己
れ
に
期
待
さ
れ
た
役
割
を
遂
行
す
る
際
に
、
一
般
に
強
い
使
命
感
を
感
得
し
、

ま
た
そ
の
こ
と
を
道
徳
的
な
善
行
と
さ
え
考
え
る
傾
向
を
有
し
て
き
た
。
そ
し
て
と
き
に
は
そ
れ
が
（
極
端
な
状
況
で
は
殉
職
の
よ
う
な
形
で
）

自
己
犠
牲
的
精
神
と
し
て
発
揮
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
役
割
遂
行
の
形
で
実
現
ざ
れ
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し
た

そ
の
方
向
性
を
探
索
し
て
み
た
い
。

＋
－

－

(10）
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が
っ
て
所
謂
「
職
業
倫
理
」
に
従
い
つ
つ
強
い
役
割
責
任
意
識
を
日
本
人
は
一
般
に
有
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
ま
ず
確
認
さ
れ
る
べ
き

で
あ
寵

し
か
し
な
が
ら
へ
こ
の
よ
う
な
役
割
責
任
と
義
務
意
識
は
、
道
徳
意
識
と
し
て
は
、
コ
ー
ル
パ
ー
グ
的
に
は
協
調
性
と
秩
序
維
持
を
志
向
す

る
慣
習
的
水
準
に
差
し
当
た
り
は
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ぁ
か
浜
口
が
主
張
す
る
よ
う
に
〈
一
（
己
れ
の
置
か
れ
た
状
況
に
お
け
る
「
標

準
」
に
基
づ
く
判
断
に
際
し
て
「
円
滑
な
生
活
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
か
へ
と
い
う
配
慮
」
や
「
人
間
関
係
を
い
か
に
し
て
う
ま
く
保

〈
雌
）

つ
か
」
の
腐
心
を
、
関
係
的
自
己
と
し
て
の
主
体
（
「
間
人
」
）
が
、
集
団
圧
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
自
主
的
内
在
的
動
機
づ
け
に
よ
っ
て
行
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
自
己
の
実
現
と
向
上
に
努
力
し
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
た
し
か
に
「
よ
い
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
」
で
は
な
く
「
よ
く

一
面
）

な
る
こ
と
」
を
選
ん
で
い
る
が
故
に
ｌ
コ
ー
ル
バ
ー
グ
で
は
こ
の
区
瓢
が
な
さ
れ
て
い
潅
い
１
１
慣
習
的
水
準
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
や
判
定
に

対
す
る
「
も
う
一
つ
の
道
」
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
役
割
遂
行
に
伴
う
（
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
な
る
）
責
任
が
、

直
ち
に
、
己
れ
の
状
況
的
解
釈
に
基
づ
く
行
為
に
よ
っ
て
傷
つ
く
〈
目
百
日
：
扇
）
虞
れ
の
あ
る
者
や
傷
つ
い
た
者
（
配
慮
さ
れ
る
ひ
と
）
の

呼
び
声
へ
の
「
応
答
」
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
場
に
お
け
る
役
割
」
を
離
れ
た
状
況
が
問
題
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
場
の
人

ケ
ア
リ
ン
グ
（
旧
）

間
関
係
の
維
持
は
、
必
ず
し
も
、
「
配
慮
関
係
の
維
持
」
と
直
ち
に
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
そ
の
ま
ま
、
日
本
的
状
況
倫
理
に
お
い
て
そ
の
維
持
が
配
慮
さ
れ
る
「
人
間
関
係
」
の
範
囲
に
関
わ
っ
て
く
る
。
一
言

で
言
え
ば
、
そ
の
範
囲
は
場
の
「
ウ
チ
」
に
差
し
当
た
り
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
既
成
の
場
に
お
け
る
「
察
し
」
「
気
遣
い
」
が
、
そ
し
て
そ

れ
に
よ
る
秩
序
維
持
の
み
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
老
松
が
言
う
よ
う
に
「
瞬
間
瞬
間
を
最
重
視
し
て
生
き
る
」
日
本
的
状
況
倫
理
的
傾
向
が

「
直
接
人
間
関
係
に
反
映
さ
れ
る
と
、
今
近
く
に
い
る
人
々
の
重
要
性
が
き
わ
だ
っ
て
き
て
、
結
果
的
に
い
わ
ゆ
る
身
内
だ
け
が
た
い
せ
つ
と

《
油
》

い
う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
決
し
て
、
西
欧
的
な
配
慮
の
倫
理
が
根
底
に
置
い
て
い
電
地
球
的
規
模
の
生
命
系
に
お
け

る
種
の
保
存
と
い
っ
た
広
が
り
は
直
ち
に
は
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
（
と
り
わ
け
深
層
心
理
学
的
に
）
考
究
さ
れ
る
べ
き
は
、
日
本
的
状
況
倫
理
〈
広
く
は
場
の
倫
理
）
に
お
け
る
人
間
関
係
の

(11）
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維
持
（
「
和
」
と
換
言
し
て
も
よ
い
が
）
、
」
あ
る
い
は
思
い
や
り
（
傷
つ
け
な
い
こ
と
）
の
意
味
と
機
能
で
あ
る
。
既
に
我
々
は
、
日
本
的
な
思

価
）

い
や
り
や
察
し
を
自
分
の
利
益
の
追
求
、
利
己
的
目
標
の
達
成
の
手
段
と
し
て
理
解
し
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
た
し
か
に
「
配
慮
と
責
任
の

道
徳
」
に
お
け
る
道
徳
判
断
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
「
文
脈
的
相
対
主
義
」
に
お
け
る
状
況
判
断
に
お
い
て
も
、
自
分
の
利
益
を
保
つ
こ
と

が
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
（
他
者
同
様
）
配
慮
す
る
こ
と
が
（
ギ
リ
ガ
ン
的
レ
ベ
ル
３
に
お
い
て
も
）
当
然
視
き
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

「
配
慮
す
る
こ
と
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
な
ら
、
配
慮
す
る
ひ
と
が
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
哩
削
》
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
日
本
人
が
、
こ
の
当
然

の
前
提
の
意
識
化
を
回
避
．
抑
圧
し
（
あ
る
い
は
「
ホ
ン
ネ
」
の
領
域
へ
と
放
逐
し
）
、
意
識
レ
ベ
ル
（
タ
テ
マ
エ
）
に
お
い
て
無
私
的
な
自

己
犠
牲
的
行
為
の
み
を
賞
揚
し
、
遂
行
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
成
立
し
維
持
さ
れ
る
人
間
関
係
は
一
種
の
「
サ
ド
ー
マ
ゾ
的
共
生
」
（
Ｅ
・
プ
ロ

（
脳
）

ム
）
の
様
相
を
示
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
自
立
し
た
人
格
同
士
の
親
密
性
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
自
己
犠
牲
が
相
手
（
場
）

に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
容
易
に
「
う
ら
疑
堅
と
い
う
攻
撃
的
感
情
へ
と
反
転
す
る
の
で
あ
る
。

ギ
リ
ガ
ン
的
に
見
れ
ば
、
日
本
的
状
況
倫
理
は
脱
慣
習
的
な
責
任
指
向
の
段
階
へ
と
抜
け
出
て
い
か
ず
、
停
滞
し
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
が
、

そ
の
よ
う
な
限
界
は
、
場
の
圧
力
（
即
ち
「
空
気
垂
が
強
く
醸
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
種
の
無
責
任
体
制
〈
個
的
に
は
責
任
分
散
・
回

避
の
心
理
）
が
形
成
さ
れ
る
時
に
明
白
と
な
る
。
母
性
原
理
（
母
性
社
会
）
は
、
一
方
で
は
成
員
を
青
く
み
守
る
側
面
を
も
つ
が
、
し
か
し
成

員
が
場
か
ら
外
れ
よ
う
と
す
る
と
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
、
別
言
す
れ
ば
、
滅
私
奉
公
を
強
い
て
言
わ
ば
自
立
（
自
律
）
へ
の
動
き
を
阻
ん
で
し

ま
う
側
面
も
も
つ
。
後
者
の
傾
向
が
強
く
な
っ
た
と
き
へ
状
況
倫
理
は
一
種
の
雰
囲
気
倫
理
、
「
空
気
倫
理
」
と
化
し
、
そ
の
際
に
は
．
Ⅲ
ル

．
（
鵬
》

バ
ー
グ
が
危
倶
し
た
よ
う
な
、
倫
理
的
懐
疑
主
義
の
永
続
形
態
と
し
て
全
体
主
義
に
似
た
状
況
を
生
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

良
好
な
人
間
関
係
の
維
持
、
場
の
バ
ラ
ン
ス
維
持
が
、
各
個
人
の
判
断
や
行
為
の
自
主
的
内
在
的
動
機
づ
け
で
あ
る
と
き
は
問
題
は
生
じ
舐
迦

（
Ｍ
》

浜
口
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
際
に
は
各
人
の
状
況
に
対
す
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
能
力
へ
の
相
互
信
頼
が
通
用
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
目
標
が
個
人
に
と
っ
て
場
か
ら
の
外
圧
的
な
力
と
し
て
課
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
「
和
」
の
雰
囲
気
が
破
綻
の
兆
し
を
見
せ
る
と
き
、

相
互
信
頼
は
「
お
任
せ
主
義
」
（
こ
れ
は
決
し
て
信
頼
に
発
す
る
も
の
で
は
な
く
、
責
任
転
嫁
の
心
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
）
へ
と
変
貌
し
、

(12）
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以
上
、
我
々
は
日
本
的
状
況
倫
理
（
広
く
は
場
の
倫
理
）
の
特
性
を
、
文
脈
的
相
対
主
義
と
の
比
較
の
観
点
を
探
索
し
つ
つ
述
べ
て
み
た
。

公
正
道
徳
、
及
び
実
存
的
状
況
倫
理
も
含
め
て
、
そ
の
主
要
点
を
比
較
し
つ
つ
あ
え
て
纏
め
れ
ば
次
頁
の
別
表
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く

日
本
的
状
況
倫
理
が
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
道
徳
性
が
発
達
し
て
い
く
一
つ
の
方
向
性
と
し
て
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
文
脈
的
相
対

主
義
が
目
指
す
よ
う
な
脱
慣
習
的
な
責
任
指
向
の
在
り
方
へ
と
抜
け
出
し
て
い
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
そ
う
い
っ
た
可
能
性
な
ど
の
考
究
に
先
立
っ
て
、
今
日
の
日
本
人
の
道
徳
性
の
在
り
方
を
把
握
す
る
上
で
言
及
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
対
わ
が
国
に
お
け
る
「
永
遠
の
少
年
」
乃
至
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
（
エ
リ
ー
ト
）
」
の
問
題
で
あ
る
。
河
合
は
「
人
生
の
な
か

に
存
在
す
る
多
く
の
対
極
に
対
し
て
、
安
易
に
善
悪
の
判
断
を
下
す
こ
と
な
く
、
そ
の
な
か
に
敢
え
て
身
を
置
き
、
そ
の
結
果
に
責
任
を
負
う

（
皿
）

こ
と
を
決
意
す
る
と
き
、
そ
の
人
は
大
人
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
大
人
に
な
る
こ
と
」

ト
レ
ン
デ
イ

「
成
熟
す
る
こ
と
」
を
拒
否
し
、
役
割
責
任
さ
え
と
ら
な
い
生
き
方
が
今
や
主
流
と
な
っ
た
観
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
次
に
こ
の
事
態
が
検
討
ざ

己
れ
の
不
利
益
を
招
か
ぬ
た
め
の
日
和
見
的
な
決
断
の
先
送
り
や
、
「
こ
う
す
る
以
外
に
仕
方
な
か
っ
た
」
と
い
う
弁
明
と
責
任
所
在
の
不
明

化
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
日
本
的
な
場
に
お
い
て
は
リ
ー
ダ
ー
は
真
の
意
味
で
の
指
導
力
を
も
た
ず
、
む
し
ろ
場
の
力
の
被
害
者

《
畑
）

と
さ
え
自
己
認
識
し
が
ち
な
こ
と
も
、
Ｋ
・
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
た
と
え
個
々
人
が
強
い
責
任
（
円
の
の
□
・
目
ご
佳
叶
『
）
の
持

ち
主
で
あ
る
と
し
て
も
）
組
織
的
社
会
樽
造
的
な
次
元
で
の
「
説
明
責
任
（
Ｐ
３
○
自
首
巳
ご
）
」
の
中
枢
の
不
砥
醇
い
う
事
態
を
今
日
出
来

「
成
熟
す
る
こ
と
」

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
我
々
は
日
本
的
挫

（
つ
づ
く
）

(13）
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のＴ

別 表

(14）

自己の捉え方 道徳性の捉え方 責任の在り方

公正道徳

(コールバーグ）

自律的主体的

自己
普遍主義

主体的自己

責任

実存的状況倫理
自律的主体的

自己
相対主義

主体的自己

責任

文脈的相対主義

(ギリガン＆マーフイー）
関係的自己 相対主義 他者への応答性

日本的状況倫理 関係的自己 相対主義
ウチでの役割責任

(ときに賀任回避）
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註（
ね
）
。
』
］
］
両
日
】
俸
曼
［
旨
ご
汀
］
６
℃
．
◎
」
←

（
帥
）
昏
佳
も
，
忠

（
皿
）
国
・
Ｚ
。
且
旨
ｍ
ｍ
ｂ
Ｐ
風
ロ
、
（
ロ
日
『
・
一

（
卵
）
・
｛
・
固
・
四
・
国
筐
協
。
□
一
回
の
碕
尊
：
｜

（
鋼
）
「
配
慮
の
倫
理
」
に
主
と
し
て
依
拠

の
在
り
方
の
提
示
の
企
て
と
し
て
、
】

（
“
）
以
下
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
旨
、

（
閉
）
富
の
・
己
・
田
（
「
発
達
段
階
塔
一
三
五
一

（
師
）
屋
田
も
」
念
（
「
発
達
露
膳
」
二
三
一

（
師
）
解
釈
学
（
的
倫
理
学
）
に
お
け
る
一

限
界
Ｔ
－
Ｌ
（
熊
本
十
舎
工
器
字
会
「
文
一

（
躯
）
の
曽
函
自
陣
三
［
Ｅ
ご
匂
６
℃
・
臼
一

（
鍋
）
も
っ
と
も
（
公
平
を
期
し
て
言
え
瘤

（
巧
）
隈
元
泰
弘
ヨ
ー
ル
バ
ー
グ
の
道
徳
教
育
思
想
１
１
文
化
的
相
対
主
義
の
克
服
を
め
ざ
し
て
‐
－
▲
（
佐
野
？
荒
木
編
「
道
徳
教
育
の
視
点
』
〔
晃
洋
嘗
房

一
九
九
○
年
所
収
〕
二
三
八
頁
参
照
。

（
布
）
コ
ー
ル
バ
ー
グ
コ
で
あ
る
』
か
ら
「
べ
き
で
あ
る
」
へ
」
（
「
発
達
と
教
育
」
第
一
章
）
七
九
頁
。

（
両
）
○
・
の
昌
蒟
自
陣
』
・
富
・
冨
巨
目
ご
Ｕ
の
弓
の
』
。
ご
日
の
具
洋
◎
目
色
口
。
」
の
⑩
８
口
◎
の
一
○
且
巳
普
。
。
』
甘
巳
・
属
巳
目
（
の
□
・
）
冒
蔽
屋
の
。
冒
巳
□
の
『
①
』
○
℃
目
の
具

す
の
菫
・
目
・
巨
邑
・
・
。
（
］
・
の
、
。
］
‐
ｍ
ｐ
ｍ
、
》
の
目
印
・
目
：
８
』
爵
）
□
・
誤

丙
）
も
ち
ろ
ん
、
「
発
達
段
階
」
と
い
う
考
え
方
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
の
思
考
は
こ
こ
で
は
ま
だ
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
図
式
の
内
を

動
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
Ｒ
‐
因
の
歸
日
：
６
℃
・
◎
黙
・
石
・
］
『
な
お
本
論
文
の
第
五
節
を
今
一
度
参
照
さ
れ
た
い
。

（
ね
）
Ｑ
旨
、
自
陣
冒
巨
日
耳
三
・
℃
・
・
」
←
・
已
曽

（
帥
）
昏
佳
も
，
忠

（
皿
）
国
・
Ｚ
。
且
旨
、
、
一
○
口
丙
甘
喫
口
已
ご
・
・
南
。
Ｐ
】
】
｛
・
司
日
口
ご
忠
）
己
・
隠
ゆ
且
ご
‐
患

（
卵
）
・
｛
・
固
・
四
・
国
働
厨
・
ロ
百
ｍ
付
尊
目
曰
國
の
、
□
・
圖
目
葛
（
ｚ
・
耳
・
ロ
］
圏
）
己
．
］
ｓ
廃
目
已
曰
冨
巨
諒
○
望
。
］
の
○
・
日
己
］
の
図
（
ｚ
・
風
・
ロ
］
爵
）
□
・
霊
慶
・

（
鋼
）
「
配
慮
の
倫
理
」
に
主
と
し
て
依
拠
し
つ
つ
、
言
わ
ば
「
原
理
的
な
も
の
か
ら
の
別
れ
」
（
０
．
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
）
を
体
験
し
た
今
日
に
お
け
る
責
任
倫
理

の
在
り
方
の
提
示
の
企
て
と
し
て
、
富
・
言
巴
丙
の
同
雪
冒
・
色
［
汀
巳
の
§
：
』
は
、
の
（
因
・
具
］
の
』
ぬ
。
］
爵
）
の
、
□
・
□
・
已
禺
・
を
参
照
。

（
“
）
以
下
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
旨
の
七
・
属
昌
．
（
「
発
達
段
階
」
二
二
五
頁
以
降
）
参
照
。

（
閉
）
富
の
・
己
・
田
（
「
発
達
段
階
」
’
三
五
頁
〔
た
だ
し
引
用
は
邦
訳
通
り
で
は
な
い
。
〕
）
．

（
師
）
旨
の
も
」
念
（
「
発
達
段
階
」
二
三
一
頁
〔
た
だ
し
引
用
は
邦
訳
通
り
で
は
な
い
。
〕
）

（
師
）
解
釈
学
（
的
倫
理
学
）
に
お
け
る
「
適
用
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
賢
慮
と
責
任
－
１
「
資
任
の
時
代
」
に
お
け
る
解
釈
学
的
倫
理
学
の
意
義
と

限
界
－
▲
（
熊
本
大
学
文
学
会
「
文
学
部
総
披
」
第
妬
号
一
九
九
五
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

報
告
し
て
い
る
。
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
／
フ
ー

心
理
学
」
第
二
巻
〔
新
曜
社
一
九
九
一
三

（
卯
）
富
め
も
」
巴
（
『
発
達
段
階
』
二
三
九
頁
）

（
皿
）
○
・
の
ロ
の
］
吾
の
ロ
ロ
胃
珀
の
］
◎
す
。
］
◎
ぬ
』
の
。
け
の
因
＆
一
＆
ぬ
の
園
同
国
旨
房
・
国
曰
・
函
（
蜀
日
ロ
厘
自
一
日
目
冨
日
口
円
＄
の
）
の
。
］
ｓ

（
兜
）
「
状
況
倫
理
（
、
】
冒
口
感
。
ｐ
の
←
医
。
、
・
８
具
の
〆
冒
、
］
の
吾
】
８
）
」
と
は
、
狭
義
に
は
、
主
と
し
て
Ｊ
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
や
Ｈ
、
Ｒ
・
ニ
ー
バ
ー
ら
に
代
表
さ
れ

（
公
平
を
期
し
て
言
え
ば
）
、
Ｎ
，
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
と
Ｒ
Ａ
・
フ
ァ
ー
ビ
ス
は
、
文
脈
的
相
対
主
義
の
発
達
が
あ
る
程
度
実
証
さ
れ
て
い
る
と

弓
ア
イ
ゼ
ン
バ
ー
グ
／
フ
ァ
ー
ビ
ス
「
生
涯
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
向
社
会
的
行
動
の
発
達
」
（
東
・
柏
木
・
高
橋
編
集
・
監
訳
「
生
涯
発
達
の

一
巻
〔
新
曜
社
一
九
九
三
年
〕
所
収
）
一
五
九
頁
以
降
参
照
。

ご・⑫②

(15）
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ろ
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
た
ち
が
提
唱
し
た
倫
理
的
生
き
方
を
指
し
、
そ
れ
は
わ
が
国
に
は
、
小
原
信
に
よ
っ
て
紹
介
・
導
入
の
試
み
が
な
さ

れ
た
が
（
小
原
信
『
状
況
倫
理
の
可
能
性
」
〔
中
央
公
論
社
一
九
七
一
年
〕
、
同
「
状
況
倫
理
ノ
ー
ト
』
〔
購
談
社
一
九
七
四
年
〕
参
照
）
、
小
原
が
こ
れ
ら
の

著
作
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
思
想
は
実
存
主
義
（
実
存
哲
学
）
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
、
こ
こ
で
は
広
く
実
存
思
想
的
ｌ
状
況
倫
理
的
考
え
方
を
、

「
実
存
的
状
況
倫
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
吉
潔
伝
三
郎
「
状
況
倫
理
」
（
飯
島
・
吉
潔
編
「
実
存
主
義
講
座
Ｖ
モ
ラ
ル
」
〔
理
想
社
一
九
七
三
年
〕
所
収
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
付
言
す
れ
ば
、
亀
山
は
、
小
原
の
言
う
状
況
倫
理
は
キ
リ
ス
ト
教
的
実
存
倫
理
の
別
名
に
他
な
ら
な
い
の
に
、
そ
う
言
わ
ず
暖
味
な

「
状
況
」
と
名
付
け
る
こ
と
に
虚
構
性
が
あ
る
、
と
批
判
し
て
い
る
。
（
亀
山
純
生
「
う
そ
の
倫
理
学
」
〔
大
月
轡
店
一
九
九
七
年
〕
一
四
二
頁
）

（
兜
）
ｚ
◎
呂
甘
ｍ
ｍ
ｏ
Ｐ
２
・
己
・
雪
ｐ
且
□
，
臼
な
お
同
轡
二
八
頁
に
は
、
「
配
慮
の
道
徳
」
が
状
況
倫
理
（
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
ら
の
）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ

の
雷
及
が
見
ら
れ
る
。

（
鰹
）
小
原
『
状
況
倫
理
ノ
ー
ト
」
前
掲
番
八
七
頁
及
び
二
○
○
頁
参
照
。

（
鯛
）
個
々
の
代
表
的
実
存
哲
学
者
（
Ｋ
，
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
Ｊ
・
‐
Ｐ
・
サ
ル
ト
ル
）
の
責
任
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
孕
む
問
題
性
に
つ
い
て
は
、

前
掲
拙
稿
（
と
く
に
第
二
節
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

弱
）
後
述
す
る
よ
う
に
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
は
、
原
理
的
水
準
（
脱
慣
習
的
段
階
）
へ
の
移
行
の
契
機
の
一
つ
と
し
て
「
他
者
の
幸
福
に
対
す
る
持
続
的
な
責
任
」

を
挙
げ
て
い
る
が
、
山
岸
は
（
他
者
に
対
し
て
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
責
任
を
負
う
と
い
う
）
こ
の
よ
う
な
実
存
的
責
任
は
、
ギ
リ
ガ
ン
と
マ
ー
フ
ィ
ー
の
文
脈

的
相
対
主
義
に
は
近
く
て
も
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
枠
組
か
ら
は
出
て
来
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
（
山
岸
明
子
「
コ
ー
ル
バ
ー
グ
理
鶴
の
そ
の
後
の
発
展
」
二
発

達
と
教
育
」
第
四
章
〕
二
一
○
頁
以
降
参
照
。
）
私
見
で
は
、
ギ
リ
ガ
ン
ら
が
抱
い
て
い
る
責
任
の
考
え
方
は
、
例
え
ば
Ｅ
・
フ
ロ
ム
が
、
其
の
愛
の
在
り
方
が

含
む
四
つ
の
要
素
（
配
慮
・
資
任
・
尊
敬
・
知
織
）
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
も
の
に
近
い
（
例
え
ば
フ
ロ
ム
「
愛
す
る
と
い
う
こ
と
」
〔
紀
伊
国
屋
番
店
一
九

五
九
年
〕
三
五
頁
以
降
）
と
も
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
道
徳
性
の
発
達
心
理
学
（
に
お
け
る
論
争
）
全
般
に
お
い
て
責
任
概
念
が
無
規
定
な
ま
ま

に
使
用
ざ
れ
主
張
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
危
倶
さ
れ
る
。

（
巴
ユ
ン
グ
派
の
立
場
か
ら
老
松
は
、
日
本
人
の
自
我
の
在
り
方
を
「
漂
泊
自
我
」
と
特
徴
づ
け
、
そ
の
場
合
、
諸
内
容
と
の
関
係
の
相
対
性
あ
る
い
は
無
原
則

性
が
前
面
に
出
、
こ
れ
は
「
無
常
」
と
い
う
中
世
的
世
界
観
に
近
い
と
指
摘
す
る
。
（
老
松
克
博
「
漂
泊
す
る
自
我
」
〔
新
畷
社
一
九
九
七
年
〕
五
五
頁
）
さ

ら
に
磯
部
は
（
「
民
族
的
な
集
団
的
無
意
繊
」
と
い
う
ユ
ン
グ
的
タ
ー
ム
を
用
い
つ
つ
）
原
始
神
道
に
ま
で
遡
っ
て
、
日
本
人
の
善
悪
に
関
す
る
相
対
性
を
指
摘

だ
け
が
使
命
で
あ
り
、
善
悪
正
邪
や
真
偽
等
の
価
値
基
準
と
な
る
原
理
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
磯
部
忠
正
『
日
本
人
の
宗
教
心
」
〔
春
秋
社
一
九
九
七
年
〕
五

五
頁
及
び
一
四
○
頁
参
照
）
な
お
、
場
の
バ
ラ
ン
ス
・
調
整
を
第
一
目
標
と
す
る
「
場
の
倫
理
」
に
お
い
て
、
そ
の
個
々
の
成
員
内
部
で
相
対
的
思
考
け
価
値

観
が
育
成
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
中
野
が
示
唆
し
て
い
る
。
（
中
野
収
「
日
本
型
組
織
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
意
思
決
定
」
〔
浜
口
・
公
一
文
繍

「
日
本
的
集
団
主
義
」
前
掲
香
〕
所
収
一
五
二
頁
参
照
）
ま
た
社
会
心
理
学
の
見
地
か
ら
も
、
と
く
に
「
セ
ル
フ
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
、
の
］
｛
１
日
◎
己
一
・
臥
凋
）

理
論
」
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
思
考
－
行
動
の
特
性
は
あ
る
程
度
説
明
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
例
え
ば
Ｍ
・
ス
ナ
イ
グ
ー
「
カ
メ
レ
オ
ン
人

し
て
い
鑓
。
即
ち
－
１
活
翻
⑫
世
界
」
Ⅱ
父
性
で
は
な
く
－
－
日
本
民
族
の
生
命
の
根
源
で
あ
る
母
性
的
な
「
幽
の
世
界
」
に
基
礎
を
も
つ
原
始
神
道
に
お
い

て
は
、
批
の
国
、
根
の
堅
洲
国
の
機
能
と
し
て
、
生
命
を
産
み
守
る
こ
と
（
あ
え
て
言
え
ば
こ
の
こ
と
が
善
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
が
悪
と
言
え
る
が
）
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（
皿
）
浜
口
は
「
状
況
型
行
為
」

文
三
一
頁
参
照
。

（
皿
）
「
日
本
ら
し
さ
の
再
発
見

（
肥
）
中
島
の
以
下
の
よ
う
な
』

間
の
性
格
」
（
齋
藤
監
訳
川
島
轡
店
一
九
九
八
年
）
三
一
頁
参
照
。

（
犯
）
中
根
千
枝
「
タ
テ
社
会
の
人
間
関
係
」
前
掲
轡
一
七
二
～
三
頁
。
（
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
）

（
的
）
河
合
鎮
雄
『
働
き
ざ
か
り
の
心
理
学
」
（
新
潮
社
一
九
九
五
年
以
下
「
働
き
ざ
か
り
』
）
一
三
三
頁
。
な
お
山
野
も
「
母
性
原
理
の
も
つ
柔
軟
さ
と
あ
い

ま
い
さ
は
、
相
手
と
対
決
す
べ
き
破
壊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
相
手
と
共
存
す
ぺ
き
建
設
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
変
貌
さ
せ
う
る
不
思
譲
な
能
力
を
も
っ
て
い
る
」
（
山

野
保
「
未
練
の
心
理
」
〔
創
元
社
一
九
八
七
年
〕
一
○
一
１
二
頁
）
と
そ
の
可
能
性
に
注
目
し
、
前
注
の
中
根
も
、
日
本
人
は
、
不
変
的
性
質
を
前
提
と
し
た

倫
理
体
系
に
依
存
す
る
価
値
観
に
立
つ
国
々
の
人
々
よ
り
も
変
化
に
強
い
た
め
、
疎
外
感
や
社
会
的
・
糖
神
的
不
安
定
に
相
当
耐
え
ら
れ
る
体
質
を
も
っ
て
い

・
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
（
中
根
千
枝
「
タ
テ
社
会
の
力
学
』
前
掲
轡
一
六
一
’
二
頁
）

じ
ん
か
ん

（
、
）
以
下
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
浜
口
恵
俊
「
日
本
ら
し
さ
の
再
発
見
」
前
掲
番
と
く
に
四
一
頁
以
降
及
び
三
○
三
頁
以
降
、
同
「
日
本
型
シ
ス
テ
ム
の
「
人
間
」

的
網
成
」
（
同
縄
「
日
本
社
会
と
は
何
か
」
〔
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
九
八
年
ご
’
七
頁
以
降
参
照
。

（
皿
）
浜
口
は
「
状
況
型
行
為
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
を
と
る
の
は
日
本
人
に
限
ら
ず
勺
例
え
ば
ナ
ヴ
ァ
ホ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
も
又
そ
う
で
あ
る
、
と
言
う
。
前
駐
臆

）
「
日
本
ら
し
さ
の
再
発
見
」
前
掲
番
五
五
頁
以
降
。
．
．

）
中
島
の
以
下
の
よ
う
な
指
摘
は
、
と
り
わ
け
「
日
本
人
は
状
況
に
応
じ
て
自
主
的
Ｉ
主
体
的
に
己
れ
の
行
動
判
断
基
準
を
採
択
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

他
人
志
向
的
で
は
な
い
」
と
い
う
浜
口
の
主
張
へ
の
反
騰
と
な
り
う
る
、
即
ち
「
欧
米
人
に
と
っ
て
の
状
況
倫
理
と
は
、
各
個
人
が
（
自
己
決
定
し
て
）
与
え

ら
れ
た
状
況
に
適
当
に
変
形
し
て
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
状
況
倫
理
と
は
、
周
り
の
人
々
の
し
て
い
る
よ
う
に
ル
ー

ル
を
変
形
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
状
況
」
と
は
こ
の
場
合
、
第
二
の
匿
名
の
ル
ー
ル
に
な
っ
て
し
ま
う
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
よ
い
ル
ー
ル
は
あ
る

べ
く
も
な
く
「
場
」
に
適
合
し
た
ル
ー
ル
こ
そ
「
よ
い
ル
ー
ル
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
「
よ
い
ル
ー
ル
」
は
個
人
が
決
め
る
も
の
で
は
な
く
、
集
団
的
に
ひ

と
り
で
に
決
ま
っ
て
ゆ
く
。
個
人
は
「
よ
い
ル
ー
ル
」
を
み
ず
か
ら
の
決
断
で
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
よ
い
ル
ー
ル
」
も
ま
た
、
周
囲
の
人
々
を
見
渡
し
て

学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
国
で
は
、
第
一
の
表
層
の
ル
ー
ル
で
は
な
く
第
二
の
匿
名
の
ル
ー
ル
が
わ
れ
わ
れ
を
縛
り
つ
け
る
現
実
的
力
を
も
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
」
（
中
島
義
道
「
〈
対
賭
〉
の
な
い
社
会
」
〔
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
一
九
九
七
年
〕
八
九
～
九
一
頁
〔
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
こ

ま
た
、
既
に
か
っ
て
山
本
は
、
わ
が
国
に
「
西
欧
で
そ
の
伝
統
（
Ⅱ
固
定
倫
理
）
へ
の
“
進
歩
的
な
批
判
“
と
し
て
発
生
し
た
傭
（
Ⅱ
状
）
況
倫
理
が
、
そ

の
伝
統
を
抜
き
に
し
て
、
独
立
し
た
一
つ
の
椛
威
と
し
て
入
っ
て
き
た
ら
ど
う
い
う
状
態
に
な
る
か
、
そ
の
結
果
は
…
徹
底
し
て
日
本
化
す
る
こ
と
で
は
な
い

か
」
と
述
べ
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
が
状
況
倫
理
を
日
本
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
あ
る
日
本
の
教
授
が
「
あ
な
た
の
よ
う
な
所
説
は
日
本
で
は
か
え
っ
て
有

害
だ
か
ら
早
く
帰
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
た
旨
を
報
告
し
て
い
る
。
（
山
本
七
平
「
空
気
の
研
究
」
前
掲
轡
一
二
四
頁
〔
傍
点
及
び
（
）
内
は
箪
者
が
付
加
〕
）

こ
の
よ
う
な
臆
鯛
を
意
職
し
て
か
、
小
原
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
現
代
日
本
で
は
主
体
的
に
独
立
し
た
自
己
が
ま
だ
あ
ま
り
確
立
し
て
い
な
い
か
ら
、

新
し
い
道
徳
と
し
て
の
状
況
倫
理
を
説
く
こ
と
は
危
険
で
は
な
い
の
か
、
と
言
う
人
が
い
る
。
…
し
か
し
…
日
本
人
に
は
ま
だ
そ
の
時
期
で
は
な
い
と
考
え
る

人
は
、
日
本
人
を
何
か
と
く
に
保
護
さ
れ
る
ぺ
き
特
別
の
人
種
で
あ
る
か
の
よ
う
に
と
り
ち
が
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
、
今
日
で
は

ど
こ
か
で
か
っ
て
の
世
界
観
と
か
価
値
観
を
根
底
か
ら
ゆ
る
が
す
べ
く
努
力
し
て
、
少
し
で
も
日
頃
の
愉
性
か
ら
脱
出
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
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め
に
は
少
し
で
も
い
ま
の
自
己
を
ゆ
り
う
ご
か
す
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
小
原
信
「
状
況
倫
理
ノ
ー
ト
」
前
掲
書
］
一
○
七
～

八
頁
）
し
か
し
こ
の
よ
う
な
反
論
が
正
当
だ
と
し
て
も
（
と
く
に
後
半
の
主
張
は
本
論
考
も
そ
の
問
題
意
識
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
）
、
西
欧
的
な
状
況
倫

理
が
わ
が
国
の
「
風
土
」
に
ｌ
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
話
題
と
し
て
は
と
も
か
く
－
１
広
が
り
つ
つ
根
付
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
．
（
今
日
的
に

は
む
し
ろ
そ
の
理
由
が
分
析
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
）

も
っ
と
も
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
わ
が
国
に
か
っ
て
「
実
存
的
」
な
性
格
を
も
っ
た
状
況
倫
理
（
責
任
倫
理
）
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
ま
い
。

一
例
と
し
て
は
、
河
合
が
そ
の
生
罎
を
夢
を
中
心
に
適
っ
た
明
恵
の
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
の
考
え
ｌ
「
「
あ
る
べ
き
や
う
に
」
生
き
る
と
い
う
の
で
は
藤
く
、

時
に
よ
り
事
に
よ
り
、
そ
の
時
そ
の
場
に
お
い
て
「
あ
る
べ
き
や
う
は
何
か
」
と
い
う
問
い
か
け
を
行
い
、
そ
の
答
を
生
き
よ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
実
存
的

な
生
き
方
」
あ
る
い
は
「
自
分
に
と
っ
て
「
こ
れ
だ
」
と
思
う
こ
と
に
全
存
在
を
懸
け
て
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
選
択
に
伴
っ
て
失
う
も
の
…
に
つ

い
て
十
分
憲
繊
す
る
こ
と
」
ｌ
を
鑿
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
（
河
合
隼
雄
『
稠
鬮
夢
を
生
き
る
」
〔
鱗
麟
社
一
九
九
五
年
以
下
「
明
恵
」
〕
二
五
三

頁
、
一
一
一
二
一
頁
及
び
一
一
一
一
二
六
頁
を
参
照
〔
傍
点
は
原
文
の
ま
ま
〕
）
こ
の
明
恵
の
思
想
（
生
き
方
）
は
貞
永
式
目
を
通
し
て
当
時
の
日
常
的
倫
理
に
多
大
な
影
響

を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
河
合
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
指
摘
は
、
「
丸
山
真
男
が
そ
の
「
無
責
任
の
体
系
」
と
い
う
主
張
を
、
明
治
以
前
の
日
本
社
会
に

ま
で
無
反
省
に
拡
張
し
よ
う
と
す
る
の
に
は
賛
成
で
き
な
い
」
と
い
う
桜
井
の
意
見
（
桜
井
哲
夫
「
〈
自
己
責
任
〉
と
は
何
か
』
〔
鱗
談
社
一
九
九
八
年
〕
七

三
頁
。
）
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
．

（
皿
）
大
越
は
「
カ
ン
ト
的
な
正
義
の
倫
理
が
、
結
局
は
支
配
す
る
側
の
自
己
管
理
と
し
て
の
個
人
道
徳
と
し
て
、
抽
象
的
倫
理
で
あ
る
の
に
対
し
、
ケ
ア
倫
理
は

支
配
き
れ
る
側
同
士
の
相
互
扶
助
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
生
き
た
生
活
倫
理
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
大
越
愛
子
「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
入
門
」
〔
筑
摩
替
房
一
九

九
六
年
〕
二
一
七
頁
。
）
が
、
こ
の
際
に
「
支
配
す
る
側
」
Ⅱ
官
、
「
支
配
さ
れ
る
側
」
Ⅱ
民
と
読
み
替
え
れ
ば
（
そ
し
て
性
差
に
還
元
し
な
け
れ
ば
）
た
し
か
に

日
本
的
な
庶
民
倫
理
に
近
い
も
の
と
な
ろ
う
。
（
水
島
恵
一
「
自
己
の
心
理
学
」
〔
社
会
思
想
社
一
九
七
三
年
〕
二
二
四
頁
以
降
参
照
。
）
し
か
し
同
時
に
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
大
越
は
「
ケ
ア
倫
理
の
提
唱
に
対
し
て
も
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
共
同
体
原
理
に
お
け
る
女
性
役
割
と
の
類
似
性
ゆ
え
に
、
警
戒
的
と
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
」
（
二
一
九
頁
）
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。

（
⑭
こ
の
こ
と
は
今
日
に
お
い
て
も
、
鰯
え
ば
サ
リ
ン
事
件
で
殉
職
し
た
地
下
鉄
職
員
に
よ
っ
て
遺
憾
な
く
証
示
さ
れ
た
。
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
河
合
隼
雄
「
日
本

人
の
心
の
ゆ
く
え
」
〔
岩
波
書
店
一
九
九
八
年
以
下
「
ゆ
く
え
』
〕
一
六
七
頁
以
降
参
照
。
）
そ
し
て
又
、
木
村
を
し
て
日
本
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
を
「
メ

ラ
ン
コ
リ
ー
親
和
性
（
Ｈ
デ
レ
ン
バ
ヅ
ハ
）
」
ｌ
即
ち
秩
序
志
向
で
、
几
鰻
面
義
務
感
．
責
任
感
が
強
く
、
律
儀
で
他
人
に
対
し
て
非
常
に
気
を
鑓
う
－
－

と
し
て
特
徴
づ
け
さ
せ
た
（
木
村
敏
「
人
と
人
と
の
間
」
前
掲
薔
二
四
頁
以
降
）
の
も
こ
の
側
面
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
、
我
妻

が
言
う
よ
う
に
（
個
人
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
強
調
す
る
代
わ
り
に
、
特
定
の
身
分
間
の
義
務
と
責
任
の
重
要
性
を
説
く
）
「
儒
教
倫
理
」
の
影
響
で
あ
る
か

否
か
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
係
鱈
延
て
お
き
た
い
。
（
我
妻
洋
「
社
会
心
理
学
入
門
（
下
）
』
〔
講
談
社
一
九
八
七
年
〕
二
五
四
頁
以
降
参
照
。
）

（
唖
浜
口
「
日
本
型
シ
ス
テ
ム
の
「
人
間
」
的
編
成
」
前
掲
論
文
一
八
頁
。

（
、
）
ｚ
・
呂
甘
、
、
．
。
□
・
ロ
洋
七
・
雪

（
伽
）
忌
苞
・
ロ
霞
．

(18）
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（
皿
）
因
み
に
、
Ｒ
、
Ｌ
・
セ
ル
マ
ン
の
友
情
理
解
の
賭
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
「
侭
蹟
巴
は
第
三
レ
ベ
ル
（
こ
れ
は
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
佃
暫
的
第
三
段
階
に
類
似
し

て
い
る
）
に
お
い
て
主
要
な
役
創
を
果
た
す
。
、
の
』
日
目
・
弓
豈
の
。
可
ｏ
２
曽
。
〔
冒
怠
日
の
円
、
。
：
〕
ご
己
の
『
の
白
目
＆
口
中
（
缶
８
口
の
日
〕
◎
囿
円
の
８
二
・
『
・
』
沼
◎
）

（
Ⅲ
）
第
七
節
参
照
。
竹
内
は
一
貫
し
て
そ
の
よ
う
な
人
間
観
に
基
づ
い
た
日
本
人
鴎
を
展
開
し
て
い
る
（
竹
内
鏑
雄
「
日
本
人
の
行
鋤
エ
斗
法
豈
凹
砺
轡
）
。
又
、
浜

璽
弛
篭
繩
蕊
諏
》
鴻
謹
襲
醗
繊
簿
巡
俶
調
に
…
、
と
い
っ
た
魏
蘂
的
…
が
…
ろ
」
と
述
べ

そ
し
て
、
他
人
を
傷
つ
け
た
く
な
い
の
は
、
自
分
が
傷
つ
き
た
く
な
い
と
い
う
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
嚢
返
し
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
（
後
述
す
る
よ
う
に
）
断
固
た

る
行
動
が
取
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
行
動
に
対
す
る
責
任
も
と
り
た
く
な
く
な
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
既
述
し
た
よ
う
に
「
場
の
倫
理
」
は
、
特

定
の
個
人
が
傷
つ
く
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
事
態
に
対
し
て
責
任
者
を
特
定
し
な
い
（
「
運
」
な
ど
の
せ
い

に
す
る
）
と
い
う
日
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
せ
い
で
も
あ
る
。

（
皿
）
Ｚ
。
且
旨
、
、
６
℃
．
◎
黙
・
口
』
＆

（
畑
）
こ
こ
で
我
々
は
、
所
鯛
「
ア
ダ
ル
ト
・
チ
ル
ド
レ
こ
と
の
関
連
で
今
日
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
共
依
存
」
関
係
に
対
し
て
、
日
本
の
社
会
的
風
土
が
無

批
判
で
あ
り
す
ぎ
た
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
を
支
え
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
を
想
起
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
斎
藤
学
「
ア
ダ
ル
ト
・
チ
ル
ド
レ
ン
と

家
族
」
（
学
鴎
轡
房
一
九
九
八
年
）
六
一
頁
以
降
参
照
。

（
皿
）
日
本
的
な
「
う
ら
み
」
の
諸
機
制
に
つ
い
て
は
、
山
野
保
「
う
ら
み
の
心
理
」
（
創
元
社
一
九
八
九
年
）
参
照
。

（
噸
）
「
空
気
」
及
び
そ
れ
に
よ
る
合
意
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
空
気
支
配
に
つ
い
て
は
、
山
本
七
平
「
空
気
の
研
率
空
煎
掲
脅
参
照
。

（
畑
）
河
合
『
働
き
ざ
か
り
」
一
三
八
頁
参
照
。

（
、
）
も
ち
ろ
ん
深
層
心
理
学
的
に
言
え
ば
、
事
態
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
「
Ｉ
し
た
い
」
と
い
う
個
人
の
内
在
的
欲
求
が
、
実
は
「
～
せ
よ
」
と

い
う
外
圧
の
取
り
入
れ
・
内
面
化
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
う
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
Ｅ
，
フ
ロ
ム
「
自
由
か
ら
の
逃
走
」
（
東
京
創
元

社
一
九
六
五
年
）
二
一
八
頁
以
降
参
照
。
（
又
、
ユ
ン
グ
的
な
立
場
か
ら
は
一
般
的
に
言
っ
て
、
個
人
の
状
況
に
お
け
る
実
存
的
な
決
断
に
際
し
て
も
元
型
的

（
畑
）
河
合
「
母
性
社
会
」
一
五
’
一
六
頁
。

（
伽
）
Ｋ
・
ウ
ォ
ル
フ
レ
ン
「
人
間
を
幸
福
に
し
な
い
日
本
と
い
う
シ
ス
テ
ム
」
（
篠
原
訳
毎
日
新
聞
社
一
九
九
四
年
）
七
六
頁
以
降
参
照
。

（
皿
）
河
合
隼
雄
「
大
人
に
な
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
」
（
岩
波
番
店
・
一
九
九
六
年
以
下
「
大
人
」
）
二
○
三
頁
。

（
、
）
ｚ
ｏ
＆
旨
、
、
．
◎
巳
，
巳
一
・
℃
．
＄

（
伽
）
老
松
克
博
「
漂
泊
す
る
自
我
』
前
掲
轡
五
八
頁
。

社
一
九
六
五
年
）
二
一
八
頁
以
降
参
照
。

布
置
の
働
き
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
）

ロ
展

(19）


