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本
齢
文
の
目
的
は
、
実
存
的
状
況
倫
理
学
及
び
解
釈
学
的
倫
理
学
の
両
倫
理
思
想
に
対
し
、
主
要
な
実
践
哲
学
的
賭
問
題
の
ア
ス
ペ
ク

ト
か
ら
考
察
を
加
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
思
想
の
諸
特
徴
を
、
そ
の
共
通
性
と
相
違
点
に
お
い
て
比
較
・
閲
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

地
球
的
規
模
で
の
科
学
技
術
化
に
よ
る
社
会
的
政
治
的
諸
問
題
の
発
生
に
対
す
る
哲
学
的
思
想
的
対
応
と
し
て
、
所
謂
「
実
践
哲
学
の

復
椎
」
の
思
想
運
動
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
推
進
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
っ
て
看

破
さ
れ
た
近
・
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
、
あ
る
い
は
規
範
の
共
同
の
諸
基
盤
の
喪
失
へ
の
危
機
感
に
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。
（
そ

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

ミ
ュ
ー
ズ
は
お
供
は
し
て
も

決
し
て
案
’
内
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

（
ゲ
ー
テ
）

覚
え
て
お
く
が
よ
い
、

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

ｌ
「
理
論
と
実
践
」
の
問
い
を
中
心
に
Ｉ

序
杉
本
裕
司
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実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

し
て
我
々
が
こ
れ
か
ら
論
考
の
対
象
と
す
る
実
存
哲
学
〔
ヤ
ス
パ
ー
ス
〕
も
哲
学
的
解
釈
学
〔
ガ
ダ
マ
ー
〕
も
、
そ
の
よ
う
な
危
機
感
か

ら
生
い
育
っ
て
善
意
想
に
他
鞍
ら
雷
・
）
だ
が
、
現
代
に
お
け
る
襄
践
哲
学
乃
至
倫
理
学
の
基
礎
措
定
の
企
て
は
ｌ
ニ
ー
チ
ェ
的

な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
懐
疑
主
義
の
洗
礼
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
よ
ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
そ
れ
以
前
の
同
様
の
企
て
に
対
し
、
あ
る
種
の
訣
別
的
態
度
を
取

ら
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
、
い
わ
ば
「
原
理
的
な
も
の
へ
の
別
れ
」
（
マ
ル
ク
ヴ
ァ
ル
ト
）
に
従
い
、
倫
理
学
乃
至
規
範
の
無
歴
史
的
ｌ

普
遍
妥
当
的
な
究
極
的
基
礎
づ
け
が
こ
こ
で
は
放
棄
き
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
提
示
せ
ん

と
す
る
理
念
倫
理
学
や
、
「
人
間
に
お
け
る
永
遠
な
ろ
も
の
」
の
問
い
を
措
定
す
る
価
値
倫
理
学
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
哲
学
及
び
解
釈
学
に
お
い
て
共
通
に
前
面
に
出
て
く
る
の
が
歴
史
的
状
況
性
で
あ
り
、
そ
の
倫
理
学
的
文
脈

で
重
要
な
こ
と
は
、
善
（
乃
至
正
義
）
の
内
容
規
定
の
、
（
少
な
く
と
も
部
分
的
な
）
状
況
依
存
性
な
の
で
あ
る
。
即
ち
両
立
場
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
責
任
と
を
、
状
況
の
た
だ
中
の
人
間
に
対
し

て
見
通
き
せ
よ
う
と
す
る
そ
の
端
緒
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
々
が
今
日
実
践
哲
学
の
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
復
権
に
お
い
て
中
心
的
位
置
を
占
め
る
解
釈
学
的
倫
理
学
と

な
ら
ん
で
、
実
践
哲
学
と
り
わ
け
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
思
想
を
採
り
上
げ
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
現
代
哲
学
に
お

け
る
、
内
面
性
乃
至
主
体
性
の
唱
道
か
ら
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
諸
制
約
の
副
扶
へ
の
転
回
あ
る
い
は
超
越
的
（
（
『
目
闇
の
己
の
具
）
な
関
係

性
の
括
弧
入
れ
に
伴
っ
て
、
実
存
哲
学
の
顕
在
的
な
勢
力
は
退
潮
し
、
そ
し
て
又
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
（
主
顯
ｌ
客
観
図
式
と
い
っ
た
）
伝

統
的
な
思
考
様
式
に
捉
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
も
今
日
で
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
存
哲
学
が
、
実
践
哲
学
に
対
し
豊
か
な
成

２

果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
、
極
め
て
実
践
的
志
向
の
強
い
思
想
で
あ
る
》
」
と
は
忘
失
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
あ
る
い
は
ヤ
ス
バ
ー
ス
は
、

３

実
存
思
想
家
の
内
で
ｌ
例
外
的
に
ｌ
倫
理
学
的
闘
題
に
正
面
か
ら
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
．

以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
ま
ず
実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
双
方
の
基
本
的
主
張
を
確
定
し
（
Ｉ
、
Ⅱ
）
、
次
に
二
つ
の

■
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人
間
存
在
は
、
そ
の
生
を
享
け
た
瞬
間
か
ら
、
一
定
の
自
然
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
現
実
性
と
の
関
わ
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
即
ち

人
闘
は
、
ま
き
に
「
状
況
ｌ
内
ｌ
存
在
」
と
し
て
ｌ
彼
の
活
動
の
可
能
性
の
場
と
し
て
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
制
約
と
し
て
で
あ
れ

’
彼
に
と
っ
て
の
意
味
連
関
を
形
成
す
る
周
囲
世
界
（
ご
…
窯
）
と
し
て
の
状
況
と
の
関
わ
り
の
内
を
生
き
る
存
在
で
あ
る
．
そ
し

て
認
職
し
意
志
し
行
為
す
る
人
間
存
在
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
の
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
倫
理
学
的
な
問
題
圏
域

と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
状
況
に
お
け
る
ひ
と
の
行
為
は
、
必
然
的
に
共
人
間
的
な
も
の
と
し
て
、
直
接
的

ｌ
彼
に
と
っ
て
の
意
味
連
関
を
形
成
す
る
周
囲
世
界
（
ご
…
岸
）
と
し
て
の
状
況
と
ゐ

て
認
職
し
意
志
し
行
為
す
る
人
間
存
在
と
不
可
分
な
も
の
と
し
て
の
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、

と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
状
況
に
お
け
る
ひ
と
の
行
為
は
、
〃

乃
至
間
接
的
に
他
者
と
関
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
．

そ
の
よ
う
な
所
与
と
し
て
の
状
況
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
よ
り
先
鋭
化
し
て
い
え
ば
、
現
実
的
賭
条
件
と
し
て
己
れ
を
制
約
し
つ
つ
切

迫
し
て
く
る
「
今
、
こ
こ
（
三
：
目
目
の
）
」
に
お
い
て
、
い
か
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
曇
と
判
誓
れ
る
行
為
に
お
い
て
ｌ
従
っ
て
こ
こ
に
は
、
薯
の
闘
い
憲
超
歴
史
的
ｌ
普
遍
妥
当
的
に
把
え
ん
と

大
問
題
に
お
い
て
両
者
の
諸
特
徴
を
比
較
的
に
検
討
す
る
。
即
ち
第
一
に
、
実
践
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
る
、
理
論
と
実
践
の
関
係
へ
の

問
い
に
お
い
て
で
あ
り
（
Ⅲ
）
〔
以
上
今
回
〕
、
そ
し
て
第
二
に
、
両
思
想
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
「
歴
史
と
理
性
」

４

の
闘
い
、
あ
る
い
は
－
１
今
日
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
討
鱗
倫
理
学
蓬
っ
て
浮
上
し
た
ｌ
「
人
倫
と
道
徳
性
」
の
闘
い
に
お
い
て
、
で
あ

る
（
Ⅳ
）
。
そ
の
よ
う
な
考
究
を
踏
ま
え
て
最
後
に
我
々
は
、
現
代
倫
理
学
に
対
す
る
両
者
の
意
義
と
可
能
性
を
展
望
す
る
で
あ
ろ
う
（
Ｖ
）

〔
以
上
次
回
〕
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

１
．
実
存
的
状
況
倫
理
学
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
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す
る
譽
倫
璽
学
か
ら
の
一
定
の
離
反
が
存
在
す
る
が
Ｉ
間
題
と
す
る
の
で
あ
り
、
倫
理
的
価
値
へ
の
闘
い
に
、
他
者
と
の
関
わ
り
を

考
慮
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
学
と
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
的
な

関
与
と
決
断
に
お
い
て
同
時
に
真
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
。
そ
し
て
そ
の
決
断
と
行
為
に
お
い
て
本
来
的
な
自
己
を
生
成
・

実
現
す
る
こ
と
が
、
取
り
も
直
さ
ず
「
哲
学
す
る
こ
と
（
目
⑫
勺
巨
。
⑫
Ｃ
昌
一
の
『
目
）
」
の
詣
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
（
内
的
及
び
外

２

的
な
）
行
為
は
、
ま
さ
し
く
「
己
れ
の
状
況
か
ら
哲
学
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。

自
ら
の
自
由
な
決
断
に
基
づ
き
、
と
り
わ
け
日
常
的
現
存
在
的
配
慮
が
無
効
と
な
る
「
限
界
状
況
」
と
し
て
先
鋭
化
さ
れ
る
状
況
を
克

３

服
し
よ
う
と
努
め
な
が
ら
、
自
己
が
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
鞍
る
行
為
は
、
「
議
約
的
行
為
」
と
呼
ば
れ
勘
．
そ
れ
は
ｌ
無
疑

問
的
な
現
存
在
的
利
害
や
権
威
（
他
者
）
へ
の
従
属
に
根
拠
を
も
つ
、
有
限
的
な
目
的
ｌ
手
段
連
関
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
制
約
さ

れ
た
行
為
か
ら
の
極
立
た
せ
に
お
い
て
Ｉ
己
れ
の
外
な
る
現
実
性
の
何
者
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
な
い
、
己
れ
團
身
の
内
に
根
拠
を
も

ち
、
そ
こ
か
ら
発
す
る
行
為
で
あ
る
。
無
制
約
的
行
為
は
、
反
省
を
通
じ
て
到
達
さ
れ
た
可
能
的
実
存
の
決
断
に
お
い
て
初
め
て
存
在
す

る
の
で
あ
り
、
我
々
の
日
常
的
行
為
が
実
存
に
担
わ
れ
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
。
そ
れ
故
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
無
制
約
的
行

為
は
、
外
見
的
に
は
現
存
在
の
恋
意
的
行
為
か
ら
判
別
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
単
な
る
主
観
的
恋
意
か
ら
で
は
な
く
、
本

来
的
な
自
己
の
存
在
確
信
か
ら
発
す
る
点
で
の
み
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
実
存
は
、
自
己
の
無
制
約
的
な
行
為
の
遂
行

に
お
い
て
の
み
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
存
的
な
決
断
－
１
即
ち
、
私
を
規
定
す
る
所
与
の
状
況
を
引
き
受
け
つ
つ
、
自
己
の
本
来
的

存
在
の
確
信
に
由
来
す
る
不
可
避
性
の
意
識
を
伴
っ
た
、
選
択
と
し
て
の
決
断
－
－
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
、
、

行
為
の
無
制
約
性
の
内
容
は
、
善
・
悪
の
対
立
に
よ
っ
て
初
め
て
明
瞭
に
な
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
実
存
的
無
制
約
性
の
問
題
は
、
す

ぐ
れ
て
倫
理
学
的
問
い
と
の
関
わ
り
の
内
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
。
即
ち
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
善
（
倫
理
的
当
為
）
の
問
い
が
、
自

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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己
存
在
の
無
制
約
的
な
可
能
性
と
し
て
の
実
存
の
実
現
の
問
題
に
結
び
つ
け
ら
れ
同
一
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
彼
が
実

、
、
、
、

、
、
、
、

存
を
、
決
断
に
よ
る
善
の
選
択
を
通
じ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
各
自
の
真
実
存
在
と
し
て
把
握
す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
の
無
制
約
性
は
、

善
な
る
も
の
の
理
念
の
醤
導
の
下
に
、
善
・
悪
の
二
者
択
一
が
要
求
さ
れ
る
歴
史
的
決
断
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
る
。
そ
の
際
善
・
悪
は
道

（
徳
的
、
倫
理
的
、
形
而
上
学
的
の
三
つ
の
段
階
で
問
題
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
義
務
と
傾
向
、
動
機
の
誠
実
さ
に
お
け
る
不
純
性
と
純
粋

性
（
そ
の
審
廷
は
良
心
）
、
そ
し
て
動
機
の
本
質
に
お
け
る
愛
と
憎
し
み
（
良
心
は
き
ら
な
る
根
源
と
し
て
の
超
越
者
を
指
し
示
す
）
が

そ
の
内
容
と
な
る
・
こ
の
三
段
膳
の
統
一
に
よ
っ
て
ｌ
即
ち
「
正
し
い
も
の
を
選
び
、
そ
の
僑
動
根
拠
に
お
い
て
真
実
と
鞍
り
、
愛
に

５
｛

よ
っ
て
害
ろ
」
こ
と
に
よ
っ
て
ｌ
初
め
て
無
制
約
性
は
実
誓
れ
る
．
そ
れ
故
、
今
、
こ
こ
の
歴
史
性
に
お
け
る
鱸
制
約
的
な
倫
理

的
行
為
の
鰄
深
の
根
源
は
、
愛
－
－
そ
れ
は
実
存
を
し
て
他
の
実
存
と
の
交
わ
り
へ
と
解
放
す
る
ｌ
と
超
越
者
へ
の
信
仰
で
あ
る
．
別

言
す
れ
ば
、
無
制
約
的
行
為
は
、
存
在
を
望
む
建
設
的
な
愛
と
、
自
己
贈
与
と
存
在
の
確
信
と
し
て
の
信
仰
に
基
づ
く
絶
対
的
な
意
識
か

ら
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヤ
ス
バ
ー
ス
が
実
存
の
無
制
約
性
を
信
仰
に
基
づ
け
る
こ
と
か
ら
ｌ
彼
の
、
強
制
的
科
学
知
と

存
在
覚
知
の
二
分
法
と
い
う
独
自
の
認
識
図
式
に
従
い
１
１
生
州
制
約
的
行
為
は
、
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
現
存
在
的
行
為
と
異
な
り
、
証

明
可
能
な
知
へ
と
還
元
さ
れ
う
る
事
象
で
は
な
く
、
客
観
的
に
は
不
可
視
な
信
仰
内
容
と
な
る
。
そ
れ
故
に
又
、
そ
も
そ
も
「
無
制
約
的

な
要
求
が
存
在
す
る
」
と
い
う
言
明
自
体
が
哲
学
的
信
仰
命
題
で
あ
り
、
た
だ
超
越
し
て
い
く
思
惟
の
共
遂
行
・
迫
遂
行
を
通
じ
て
の
み
、

訴
え
か
け
ら
れ
開
明
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
可
能
的
実
存
峰
思
惟
の
迫
遂
行
を
己
れ
が
直
面
す
る
倫
理
的
状
況
に
お
い
て
具
体
化
し
、

６

そ
し
て
そ
の
「
当
為
の
無
制
約
性
に
お
い
て
超
越
者
を
感
知
す
る
」
’
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
無
制
約
的
行
為
は

、
、
、
、
、
、

ｌ
趨
譽
曹
由
の
根
拠
と
し
て
の
窺
定
さ
れ
る
限
り
－
－
富
己
自
身
の
歴
史
的
決
断
に
よ
る
自
由
の
自
律
性
の
ま
ま
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
無
制
約
的
行
為
は
た
し
か
に
、
現
存
在
的
経
験
性
を
超
越
し
て
お
り
、
対
象
的
・
科
学
的
に
基
礎
づ

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

７

け
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
の
実
存
的
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
同
様
、
「
無
制
約
的
行
為
」
と
は
「
信
号
（
鳥
目
）
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は

普
遍
的
Ｉ
客
観
的
に
伝
達
ざ
れ
え
ず
、
た
だ
開
明
さ
れ
う
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
無
制
約
的
行
為
に
と
っ
て
の
現
存
在

的
所
与
の
不
必
要
性
を
意
味
し
な
い
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
拠
れ
ば
「
無
制
約
的
行
為
は
、
時
間
内
に
お
け
る
自
己
の
諸
状
況
の
具
体
性
の
中

８

に
投
錨
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
実
存
は
客
観
性
に
お
い
て
自
ら
を
充
実
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
｝
」
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
’
１
－

９

「
現
存
在
溌
踏
み
越
え
る
議
鶴
行
為
」
と
の
区
別
に
お
い
て
ｌ
「
現
存
在
に
お
け
る
鱸
製
的
行
為
』
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
う

る
「
倫
理
的
行
進
己
に
対
し
て
妥
当
す
る
。
倫
理
的
な
行
為
に
と
っ
て
現
存
在
（
こ
の
際
に
は
、
普
遍
的
に
形
式
化
さ
れ
た
〔
さ
れ
う
る
〕

０ ０

当
為
〔
法
副
や
客
観
的
共
同
体
的
理
念
）
へ
の
関
連
は
、
実
存
の
「
諸
前
提
や
足
場
」
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
。
「
現
存
在
と
実
存
と

０ Ｕ

の
統
一
」
と
し
て
、
現
存
在
の
中
で
自
己
存
在
が
具
体
化
す
る
｝
」
と
が
「
歴
史
性
」
の
一
規
定
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
決
断
に
よ
る
行

為
と
し
て
の
倫
理
的
行
為
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
り
、
客
観
性
と
実
存
の
歴
史
的
無
制
約
性
は
相
互
に
関
係
づ
け

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
無
制
約
的
で
自
由
な
決
断
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
な
当
為
乃
至
普
遍
的
な
理
念
は
、
こ
の
歴

史
的
な
状
況
に
お
け
る
実
存
の
意
志
の
表
現
と
し
て
把
握
き
れ
る
の
で
あ
る
。

無
制
約
的
な
「
内
的
」
行
為
は
「
外
的
」
行
為
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
そ
の
状
況
の
中
で
自
己
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
こ
と
は
、
倫
理
的
当
為
の
客
観
性
乃
至
妥
当
性
要
求
の
、
主
観
性
へ
の
還
元
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
重
要
な
の
は
客
観
的
妥
当

性
の
還
元
で
は
な
く
、
実
存
に
対
す
る
媒
介
へ
と
有
効
化
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
が
逆
に
又
、
個
々
の
状
況
を
生
き
る
倫
理
的
な

実
存
の
、
普
遍
性
へ
の
一
方
的
解
消
も
こ
こ
で
は
問
題
外
で
あ
る
。
倫
理
的
行
為
に
と
っ
て
は
、
実
存
的
無
制
約
性
も
客
観
的
当
為
法
則

０ ２

も
共
に
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
「
客
観
的
当
為
」
と
「
実
存
的
当
為
」
と
の
、
あ
る
い
は
普
遍
的
法
則
と

歴
史
的
被
規
定
性
と
の
両
極
性
に
お
い
て
己
れ
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
両
極
性
に
お
け
る
自
由
の
経
験
こ
そ
が
根
源
的
な

も
の
で
あ
り
、
こ
の
根
源
的
な
も
の
か
ら
、
客
観
的
当
為
乃
至
そ
の
普
遍
妥
当
性
は
、
歴
史
的
な
自
己
実
現
の
運
動
へ
と
活
性
化
さ
れ
置

､
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き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
為
の
普
遍
妥
当
性
が
客
観
的
な
も
の
へ
と
固
定
的
に
絶
対
化
さ
れ
た
時
に
は
、
別
言
す
れ
ば
実
存
か
ら
乖
離
し
た
単
な
る

客
観
性
と
し
て
自
己
存
在
の
自
由
を
脅
か
す
時
に
は
、
こ
の
両
極
性
に
は
緊
張
・
対
立
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
倫
理
的
行
為

に
要
求
き
れ
る
、
一
方
で
の
法
則
性
と
、
他
方
で
の
歴
史
的
一
回
的
無
制
約
性
と
の
緊
張
が
、
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
倫
理
的
な
実
存

は
、
所
与
の
道
徳
法
則
を
拘
束
的
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
も
、
そ
れ
を
あ
え
て
相
対
化
せ
し
め
る
の
で
あ
り
、
彼
の
決
断
に
よ
っ

て
客
観
的
当
為
の
承
認
・
却
下
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
可
能
的
実
存
は
、
己
れ
の
本
来
的
自
由
に
対
し
て
抵
触
す
る
よ
う
に
な
っ

”

た
客
観
性
に
対
し
「
抵
抗
す
る
力
」
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
倫
理
的
な
諸
命
題
は
、
実
存
の
そ
の
つ
ど
の
歴
史
的
な
状
況
に
お
い

て
議
化
答
れ
つ
つ
検
譲
に
誓
れ
た
寳
霞
な
の
で
あ
る
．
ヤ
ス
バ
ー
ス
は
ｌ
カ
ン
ト
と
異
な
り
－
－
薑
的
法
Ⅷ
と
夷
存
的
懸
史
的

無
制
約
性
と
の
間
に
な
お
飛
躍
的
断
層
を
看
取
す
る
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
妥
当
的
法
則
は
、
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
実
存
的
真
理
ま
で
も

は
規
定
し
え
な
い
。
（
そ
れ
故
に
存
在
確
信
か
ら
す
る
法
則
へ
の
背
馳
も
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
に
は
外
見
的
に
は
悲
意
的
行
為

と
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
え
る
。
）
こ
の
よ
う
に
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
倫
理
的
実
存
を
主
観
性
と
客
観
性
と
の
、
あ
る
い
は
絶
対
性
と

００

相
対
性
と
の
ｌ
こ
の
、
量
の
絶
対
的
妥
当
性
と
相
対
性
と
の
非
排
他
性
こ
そ
「
実
存
的
量
の
根
本
逆
説
」
と
い
え
る
が
Ｉ
緊
張

に
満
ち
た
弁
証
法
的
総
体
性
に
お
い
て
維
持
す
る
の
で
あ
る
。

０ ９

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
思
索
の
過
程
の
帰
結
と
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
「
哲
学
的
倫
理
学
」
の
可
能
性
を
展
望
す
る
こ
と
と
な
る
。
》
」
の

倫
理
学
の
護
は
ｌ
彼
の
薑
作
が
広
く
は
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
ｌ
歴
史
的
状
況
に
あ
っ
て
責
任
を
も
っ
て
行
為
す
る
自
己
存
在
の

内
実
を
開
明
し
、
訴
え
つ
つ
目
覚
ま
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
哲
学
的
倫
理
学
は
、
当
為
を
共
同
体
の
現
存
在
的
現
実
性
の
中
で

把
え
な
が
ら
も
、
決
し
て
そ
れ
を
絶
対
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
た
だ
普
遍
的
な
も
の
の
平
面
だ
け
で
活
動
し
た
り
せ
ず
に
、
既
述
し
た
弁

証
法
を
保
持
し
つ
つ
、
倫
理
的
諸
命
題
に
お
い
て
語
っ
て
く
る
無
制
約
性
を
実
存
的
に
覚
知
可
能
に
さ
せ
る
た
め
に
運
動
す
る
こ
と
を
目

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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ガ
ダ
マ
ー
の
哲
学
的
解
釈
学
も
又
、
人
間
存
在
の
「
歴
史
性
」
を
強
鯛
し
、
そ
れ
を
人
間
的
精
神
的
諸
事
象
の
理
解
可
能
性
の
根
本
前

提
と
す
る
。
だ
が
こ
の
歴
史
性
概
念
の
彫
琢
の
た
め
に
彼
が
依
拠
す
る
の
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
で
は
な
く
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
あ
り
、
従
っ
て
歴
史

性
の
意
味
規
定
も
又
、
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
意
味
で
の
）
現
存
在
と
実
存
と
の
、
あ
る
い
は
必
然
性
と
自
由
と
の
統
一
と
い
っ
た
こ
と
で
は

な
く
て
、
既
在
し
た
実
存
的
諸
可
能
性
の
、
人
間
存
在
に
よ
る
企
投
的
引
き
受
け
と
い
う
内
容
を
も
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
際
具
体
的
に

ガ
ダ
マ
ー
が
依
拠
し
、
彼
独
自
の
方
向
で
捉
え
直
す
ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
の
主
た
る
受
容
点
は
、
第
一
に
、
箱
神
科
学
の
方
法
概
念
か
ら
（
ハ

イ
デ
ガ
ー
的
意
味
で
の
）
現
存
在
の
存
在
様
態
自
体
へ
と
転
回
を
被
っ
た
「
理
解
」
概
念
の
循
環
構
造
（
先
行
理
解
の
形
式
）
で
あ
り
、

そ
し
て
第
二
に
、
現
存
在
の
存
在
体
制
と
し
て
鋭
利
に
定
式
化
さ
れ
た
「
被
投
的
企
投
」
（
と
り
わ
け
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
っ
て
「
伝
統
」
と

し
て
捉
え
返
さ
れ
る
「
被
投
性
」
の
側
面
）
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
提
示
し
た
こ
ど
は
以
下
の
こ
と
と
い
え
る
、
即
ち
、

先
行
理
解
を
「
先
入
見
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
た
啓
蒙
的
理
性
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、
歴

史
へ
の
我
々
の
帰
属
と
い
う
事
実
を
む
し
ろ
積
極
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
の
理
解
乃
至
認
織
の
地
平
は
、
も
は
や

背
後
遡
行
不
可
能
な
、
我
々
が
帰
属
し
て
い
る
こ
の
歴
吏
的
伝
統
の
影
騨
に
晒
さ
れ
て
お
り
ｌ
ｌ
こ
の
事
実
、
及
び
こ
の
事
実
に
つ
い
て

の
意
織
（
影
響
史
的
意
識
）
が
、
さ
し
当
た
り
「
解
釈
学
的
状
況
（
の
意
職
ご
で
あ
る
わ
け
だ
ボ
ー
ｌ
我
々
の
世
界
理
解
及
び
自
己
理

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
渉
猟
・
探
索
し
つ
つ
提
示
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
を

自
己
存
在
の
火
花
を
点
火
さ
せ
る
こ
と
へ
と
収
散
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
現
実
の
具
体
性
の
中
で
自
ら
の
自
己
存
在
に
お
け
る
人
間
の

根
源
を
呼
び
覚
ま
そ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
、
解
釈
学
的
倫
理
学
（
ガ
ダ
マ
ー
）
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解
は
、
一
定
の
歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
的
解
釈
学
が
、
こ
の
よ
う
に
、
主
体
を
規
定
し
て
い
る
実
体
性
と
し
て
の
歴
史
的
先
行
所
与
を
、
そ
の
主
体
に
お
い
て
提
示
す
る

２

と
い
う
や
り
方
－
１
そ
れ
故
一
」
の
解
釈
学
は
、
一
定
の
意
味
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
糖
神
現
象
学
」
の
道
を
逆
に
行
く
わ
け
だ
ポ
ー
ー
を
通

じ
て
、
歴
史
に
対
す
る
我
々
の
有
限
性
の
事
実
を
副
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
以
下
の
こ
と
を
反
省
に
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
た
、

即
ち
第
一
に
、
コ
ギ
ト
的
確
実
性
に
立
脚
す
る
近
代
デ
カ
ル
ト
主
義
的
超
越
輪
的
主
観
に
対
し
て
、
も
は
や
そ
れ
自
身
で
基
礎
づ
け
不
可

能
な
事
実
的
歴
史
的
基
盤
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
根
拠
と
し
て
の
無
歴
史
的
超
越
論
的
自
我
か
ら
そ
の
特
権
性
は
奪
わ
れ

３

る
、
と
い
う
一
」
と
で
あ
る
。
「
歴
史
的
で
あ
る
と
は
、
決
し
て
自
己
知
に
解
消
き
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
り
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、

近
代
意
織
哲
学
に
対
し
、
そ
の
メ
タ
次
元
と
し
て
歴
史
及
び
言
語
－
１
即
ち
伝
統
は
言
語
を
通
じ
て
働
き
か
け
る
１
１
を
反
省
的
契
機
と

し
て
提
出
し
、
我
々
が
帰
属
し
て
い
る
歴
史
世
界
乃
至
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
経
験
（
自
己
経
験
）
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
言
語
か
ら
思
索

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
第
二
に
、
歴
史
的
－
精
神
科
学
的
解
釈
学
に
お
け
る
、
理
解
す
る
者
と
理
解
き
れ
る
も

の
と
の
、
包
括
的
な
解
釈
学
的
連
関
へ
の
共
属
性
と
い
う
事
実
故
に
、
そ
こ
で
は
近
代
科
学
的
主
観
－
客
観
図
式
は
不
適
切
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
（
啓
蒙
的
理
性
同
様
）
先
入
見
の
生
産
性
を
看
過
し
、
こ
の
図
式
を
歴
史
科
学
に
採
用
し

た
「
後
ろ
向
き
の
客
観
主
義
」
え
ゲ
ラ
ー
）
た
る
歴
史
主
義
及
び
中
立
的
方
法
論
主
義
に
捉
わ
れ
て
い
る
伝
統
的
解
釈
学
に
対
し
、
異

議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ガ
ダ
マ
ー
が
歴
史
的
伝
統
の
力
を
見
直
す
際
に
は
、
（
単
な
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
被
投
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
般
的
受
容
に

、
、
、

と
ど
ま
ら
ぬ
）
特
定
の
伝
統
の
復
権
へ
の
彼
独
自
の
関
心
が
そ
｝
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
伝
統
と
は
実
践
哲
学
の
、
フ
マ
ニ
ス
ム
ス

の
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
養
の
伝
統
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、
人
間
存
在
の
歴
史
的
有
限
性
の
主
張
の
展
開
と
同
時
に
、
「
教
蕊
」
「
共

通
感
覚
」
「
判
断
力
」
と
い
っ
た
、
実
践
哲
学
的
フ
マ
ニ
ス
ム
ス
的
伝
統
の
諸
概
念
の
見
直
し
と
復
権
を
図
ろ
の
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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弁
護
で
は
な
く
、
人
倫
的
Ｉ
社
△

に
発
展
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

存
す
る
の
は
、
技
術
科
学
知
の
蔓
延
に
よ
っ
て
忘
失
さ
れ
つ
つ
あ
る
実
践
的
思
慮
と
し
て
の
知
の
形
態
の
回
復
へ
の
要
請
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
解
釈
に
お
け
る
「
適
用
」
の
契
機
の
説
明
の
た
め
に
、
ア
リ
豚
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
ガ
ダ
マ
ー
が
引
き
合
い
に
出
し
、

４

そ
し
て
「
解
釈
学
的
根
本
徳
引
と
し
て
解
釈
学
的
倫
理
学
の
理
論
構
成
に
と
っ
て
の
中
心
概
念
と
な
る
「
賢
慮
（
も
、
ｑ
ミ
。
《
Ｑ
」
も
又
、

５

そ
の
よ
う
な
実
践
的
知
恵
の
伝
統
の
復
権
に
結
び
つ
い
て
提
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
学
問
知
（
罫
日
『
菅
二
、
技
術
知
（
『
翼
ご
己

と
の
区
別
に
お
い
て
実
践
知
（
倫
理
的
知
）
あ
る
い
は
実
践
的
理
性
性
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
賢
慮
は
、
行
為
・
手
段
の
正
し
い
「
選

択
（
訂
、
：
ｇ
何
２
Ｊ
」
に
先
立
つ
、
行
為
を
方
向
づ
け
る
知
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
健
全
な
る
優
れ
た
道
徳
的
判
断
と
そ
れ
に
基
づ
い

た
善
き
活
動
と
の
融
合
と
し
て
成
立
す
る
。
賢
慮
が
問
題
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
一
定
の
特
殊
な
道
徳
的
１
政
治
的
状
況
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
下
に
お
い
て
活
動
へ
の
要
求
に
直
面
し
、
そ
の
状
況
下
で
い
か
に
正
し
く
・
善
く
行
為
す
る
か
の
決
定
に
迫
ら
れ
た
時
で
あ
る
。
つ

ま
り
行
為
者
は
、
己
れ
の
状
況
に
お
い
て
、
倫
理
的
知
を
行
使
し
、
そ
れ
を
そ
の
具
体
的
状
況
に
適
用
す
る
の
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
雨
電
慮
は
、
実
践
的
判
断
を
引
き
出
す
こ
の
よ
う
な
特
殊
状
況
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
一
定
の
状
況
下
に
お
い
て

い
か
な
る
事
柄
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を
知
り
、
そ
の
状
況
を
正
し
く
理
解
す
る
行
為
者
が
ま
さ
し
く
「
思
慮
あ
る
ひ
と
（
も
己
ビ
ミ
。
Ｃ
」

な
の
で
あ
る
。
倫
理
的
決
断
に
直
面
し
た
ひ
と
は
、
善
や
正
義
に
つ
い
て
の
普
遍
的
理
念
を
己
れ
の
状
況
へ
と
適
用
す
る
わ
け
だ
が
、
こ

の
普
遍
的
な
も
の
は
、
予
め
一
般
的
・
抽
象
的
な
形
で
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
現
実
的
実
践
の
諸
要
求
と
の
対
面

に
お
い
て
初
め
て
具
体
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
規
範
は
、
さ
し
当
た
り
伝
統
・
習
慣
か
ら
受
け
継
が
れ
、
教
育
と
訓

練
を
通
じ
て
行
為
者
に
と
っ
て
の
先
行
理
解
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
因
襲
的
な
も
の
の

６

弁
護
で
は
な
く
、
人
倫
的
ｌ
社
会
的
生
の
さ
ら
な
る
形
成
」
な
の
で
あ
っ
て
、
変
化
す
る
状
況
に
適
用
さ
れ
て
、
普
遍
は
そ
れ
自
体
さ
ら

”
〃

、
、

「
自
己
自
身
の
た
め
の
知
」
と
し
て
の
賢
慮
は
又
、
そ
れ
が
他
者
の
状
況
に
身
を
置
き
、
共
通
の
関
心
と
状
況
の
下
に
共
同
判
断
す
る
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能
力
を
備
え
さ
せ
る
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
ガ
グ
マ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
を
「
理
解
（
。
：
何
ミ
ユ
」

８

に
関
係
づ
け
て
述
べ
て
い
る
。
他
者
理
解
は
、
単
な
る
心
理
学
的
で
テ
ク
ニ
カ
ル
な
知
の
問
題
で
も
な
け
れ
ば
、
相
互
に
無
関
係
な
一
一
者

の
繋
が
り
で
も
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
的
忠
言
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
他
者
の
道
徳
的
状
況
に
対
す
る
眼
職
や
、
他
者
に
対
す
る
寛
容
性

９

を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
ガ
グ
マ
ー
は
、
「
友
情
（
も
こ
（
＆
」
の
賞
揚
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
規
範
の
承
認
と
さ
ら
な
る
形
成
・
発
展
、
あ
る
い
は
他
者
へ
の
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
関
わ
り
を
可
能

０ ０

に
す
る
の
は
「
理
性
」
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
所
与
の
目
的
に
対
す
る
手
段
の
合
理
性
と
し
て
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
理
性
に
対
時

⑪

さ
せ
ら
れ
る
べ
き
実
践
的
理
性
乃
至
「
社
今
云
的
理
性
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
実
践
理
性
に
対
し
て
、
理
齢
理

性
に
劣
ら
ぬ
正
当
な
知
と
し
て
の
権
利
要
求
を
な
し
つ
つ
、
そ
の
伝
統
の
復
権
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
理
性
は
、
啓
蒙
が

安
易
に
伝
統
に
対
時
さ
せ
た
無
歴
史
的
理
性
で
は
な
い
。
理
性
と
伝
統
を
対
置
す
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
り
、
理
性
は
あ
く
ま
で
も
「
自
己

四

の
活
動
の
足
場
」
と
し
て
の
所
与
に
よ
る
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
的
「
善
」
の
概
念
の
伝
統
的
方
向
づ
け
に

他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
実
現
を
目
ざ
す
理
性
は
、
空
虚
な
抽
象
的
イ
デ
ー
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
具
体

的
個
別
性
を
通
じ
て
の
み
内
容
規
定
を
漣
得
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
践
的
社
会
的
理
性
を
可
能
に
し
促
進
さ
せ
る
原
理
乃
至
理
念
を
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
自
由
と
連
帯
性
に
見
出
す
。
「
自
由

咽

の
原
理
以
上
に
高
次
の
理
性
の
原
理
は
決
し
て
存
在
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
し
て
又
「
連
帯
性
は
す
べ
て
の
社
会
的
理
性
の
決
定
的
な

００

条
件
で
あ
り
基
旛
匿
な
の
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
共
感
し
な
が
ら
、
歴
史
の
原
理
を
万
人
の
自
由
と
い
う
原
理
と
し
て
理

解
し
、
現
実
の
歴
史
を
も
は
や
撤
回
不
可
能
な
こ
の
原
理
に
基
づ
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
が
終
末
に
到

９

達
し
た
》
」
と
の
承
潔
を
意
味
せ
説
、
ガ
ダ
マ
ー
は
、
偶
然
性
を
歴
史
か
ら
排
除
し
た
理
性
の
実
現
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
哲
学
へ
の
嵌

入
を
あ
く
ま
で
批
判
的
に
回
避
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
こ
に
お
い
て
も
有
限
性
は
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
普
遍
史
の
企
投
を

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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実
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的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

００

行
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
適
用
さ
れ
て
修
正
さ
れ
る
よ
う
な
「
い
つ
も
新
た
に
轡
き
直
さ
れ
る
」
べ
き
暫
定
的
な

構
想
で
あ
ら
ざ
る
醤
え
姦
い
の
で
あ
る
．
し
か
し
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
な
お
、
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
現
実
の
世
界
史
は
ｌ
増
大
す
る

人
間
の
不
自
由
に
直
面
し
て
い
る
以
上
－
－
１
自
由
の
実
現
を
目
ざ
し
て
の
限
り
な
き
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
は
将
来
へ
向
け
て
連
帯
性
の
内

で
行
為
す
る
こ
と
を
我
々
に
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
ガ
ダ
マ
ー
は
、
こ
の
自
由
と
連
帯
性
の
理
念
に
根
差
し
た
理
性
的
実
践
を
、
「
教
養
」
の
概
念
に
よ
っ
て
把
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
教
養
は
、
さ
し
当
た
り
利
己
的
で
し
か
な
い
個
々
人
が
普
遍
的
な
自
己
理
解
と
相
互
承
認
の
倫
理
的
境
位
へ
と
高
ま
っ
て
い

く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
人
は
、
己
れ
の
自
己
（
世
界
）
理
解
の
地
平
を
、
狭
臘
な
制
限
さ
れ
た
先
入
見
か
ら
自
由
に

し
解
放
す
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
教
養
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
自
己
と
他
者
は
、
相
互
承
認
に
基
づ
く
対
話
を
通
じ
て
、
よ
り
高

い
普
遍
的
地
平
へ
と
至
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
教
養
あ
る
ひ
と
と
は
、
己
れ
の
私
的
な
利
害
を
超
克
し
つ
つ
、
よ
り
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
ヘ
と
自
ら
を
置
き
入
れ
う
る
ひ
と
な
の
で
あ
る
。
教
養
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
そ
れ
故
真
な
る
自
己
理
解
へ
の
プ
ロ
セ
ス
だ
と
い
え
る

が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
己
理
解
は
、
決
し
て
完
全
な
透
徹
性
に
到
達
し
う
る
よ
う
な
自
由
な
自
己
実
現
を
意
味
し
て
は
お
ら
ず
、
そ

以
上
の
よ
う
な
倫
理
的
ｌ
政
治
的
実
践
の
主
張
を
、
あ
る
い
は
「
解
釈
学
的
倫
理
学
」
を
ガ
ダ
マ
ー
は
展
開
す
る
。
実
践
と
は
、
現
代

に
お
け
る
技
術
的
科
学
的
営
為
に
対
比
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
道
徳
的
政
治
的
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
由
と
連
帯
性
の
理
念
に
基
づ
い
た
対

話
的
理
性
的
社
会
を
、
こ
の
ま
す
ま
す
専
門
技
術
化
す
る
社
会
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
技
術
的

科
学
的
知
織
と
そ
の
道
具
的
応
用
に
対
置
し
つ
つ
要
請
さ
れ
る
の
が
、
実
践
的
思
慮
の
回
復
と
教
養
の
完
成
な
の
で
あ
る
。

が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
自
己
理
解
は
、
鈴

れ
は
い
つ
も
た
だ
途
上
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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実
践
哲
学
は
一
般
に
、
そ
の
問
題
設
定
に
お
い
て
微
妙
で
暖
昧
な
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
ず
、
あ
る
い
は
又
、
あ
る
基
本
的
な
ア
ポ
リ

ァ
に
付
纏
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
元
来
、
「
実
践
哲
学
」
と
い
う
名
称
の
も
つ
二
義
性
に
由
来
し
て
い
る
と
い
え
る
。

即
ち
実
践
哲
学
は
一
方
で
、
「
震
に
つ
い
て
の
哲
学
」
と
し
て
ｌ
理
論
哲
学
と
の
対
比
に
お
い
て
ｌ
実
践
醤
考
察
の
主
題
内
容

と
し
た
哲
学
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
実
践
哲
学
は
あ
く
ま
で
「
学
」
と
し
て
理
論
的
態
度
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
考
究

対
象
と
し
て
の
人
間
の
実
践
的
行
為
を
一
般
的
ｌ
理
論
的
態
度
の
下
に
概
念
化
・
体
系
化
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
藝
論
と
実
践
は
二
分
化
き
れ
て
い
る
・
だ
が
他
方
で
実
践
哲
学
は
ｌ
そ
し
て
今
日
ま
す
ま
す
こ
ち
ら
の
方
向
性
が
重
視
誉
れ
ろ

２

わ
け
だ
が
ｌ
哲
学
と
い
う
営
為
自
体
の
実
践
的
性
格
を
農
と
す
る
の
で
あ
る
．
っ
霞
り
こ
の
闘
題
設
定
に
お
い
て
問
わ
れ
る
の
は
、

理
論
を
自
称
す
る
営
為
が
い
か
に
そ
の
対
象
で
あ
る
「
実
践
」
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
自

体
実
践
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
か
（
そ
し
て
あ
り
う
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
に
）
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
方
向
性
に
お

い
て
は
、
い
わ
ば
理
論
の
実
践
性
（
そ
し
て
逆
に
又
、
実
践
の
理
論
性
）
の
提
示
が
な
き
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
的
な
理
論
／
実
践

の
二
分
法
自
体
が
問
題
視
き
れ
、
相
対
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
実
践
哲
学
の
（
広
く
は
哲
学
一
般
の
）
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
「
理
論
と

実
践
」
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
実
は
こ
の
よ
う
な
二
方
向
の
緊
張
関
係
を
踏
ま
え
、
そ
こ
に
焦
点
を
定
め
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
故
に
又
、
前
節
ま
で
に
そ
の
基
本
的
主
張
を
確
定
し
た
実
存
的
状
況
倫
理
学
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
及
び
解
釈
学
的
倫
理
学
（
ガ
ダ
マ
ー
）

を
、
実
践
哲
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
両
者
が
い
か
な
る
形
で
把
握

し
、
い
か
に
し
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
検
討
は
、
両
者
が
倫
理

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

Ⅲ
、
理
輪
と
実
践
の
関
係
へ
の
問
い
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要
求
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
従
っ
て
ま
ず
実
存
的
（
状
況
）
倫
理
学
乃
至
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
倫
理
学
的
ｌ
実
存
哲
学
的
諸
言
明
の

考
究
に
着
手
す
る
時
、
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
一
定
の
困
難
さ
の
前
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
う
。
何
と
な
れ
ば
、
実
存
的
倫
理
学
に
つ
い
て

勺

は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
学
が
可
能
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
広
く
い
え
ば
、
実
存
哲
学
（
英
・
米
・
仏
的
に
い
え
ば
実
存
主
義
）
と
倫
理
学

３

は
相
容
れ
う
る
も
の
な
の
か
ど
う
胡
、
が
既
に
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

、
、
、
、

も
し
実
存
的
倫
理
学
が
「
実
存
に
つ
い
て
の
（
科
）
学
」
を
意
味
す
る
な
ら
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
そ
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
〉
」

と
に
な
る
。
彼
の
実
存
的
思
索
に
由
来
す
る
哲
学
的
諸
主
張
は
、
主
に
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
及
び
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
科
学
論
か
ら
引

き
出
さ
れ
た
彼
の
科
学
論
的
認
識
論
的
前
提
の
基
準
に
照
ら
し
て
い
え
ば
、
普
遍
妥
当
的
な
真
理
性
要
求
及
び
学
問
的
論
議
可
能
性
を
放

棄
す
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
真
実
存
在
と
し
て
の
実
存
は
一
切
の
対
象
性
の
彼
岸
に
あ
る
が
故
に
、
科
学
的
接
近
を
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
（
第
１
節
で
素
描
し
た
よ
う
な
）
「
哲
学
的
倫
理
学
」
を
構
想
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
彼
の
意
味

４

に
お
け
る
「
（
科
）
学
（
三
一
ｍ
の
：
呂
鼻
）
句
の
性
質
を
も
ち
え
な
い
。
む
し
ろ
、
可
能
的
実
存
に
対
し
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
責
任
を
も
っ

て
行
為
す
る
自
己
存
在
を
喚
起
し
覚
醒
す
る
倫
理
学
と
し
て
、
そ
れ
は
、
倫
理
的
実
存
の
諸
制
約
と
行
為
可
能
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
、

、
、

で
は
な
く
「
開
明
」
す
る
》
」
と
を
目
ざ
す
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
倫
理
的
諸
現
象
の
哲
学
的
解
釈
と
し
て
の
哲
学
的
倫
理
学
は
、
「
実

存
の
倫
理
学
的
開
明
」
を
意
味
す
る
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

的
諸
現
象
の
客
観
的
ｒ
ｌ
無
歴
史
的
理
論
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
へ
と
変
質
し
た
近
代
の
実
践
概
念
を
、
及
び

理
論
／
実
践
の
二
項
対
立
を
批
判
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
「
そ
れ
自
体
が
実
践
で
あ
り
う
る
よ
う
な
理
論
」
（
リ
ー
デ
ル
）
と
し
て
そ
れ
ら

の
実
践
的
志
向
（
そ
の
際
実
践
の
内
容
規
定
が
両
者
に
お
い
て
い
か
に
異
な
っ
て
い
よ
う
と
）
を
前
面
に
強
く
打
ち
出
し
、
そ
し
て
実
践

的
Ｉ
即
ち
歴
史
的
艫
決
断
し
行
為
す
る
Ｉ
個
人
の
状
況
艫
お
い
て
倫
理
的
間
題
を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
が
故
に
、
な
お
更
の
こ
と
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そ
し
て
他
方
に
お
い
て
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
的
意
味
で
の
実
存
が
、
実
現
さ
れ
る
べ
き
真
実
存
在
と
い
う
倫
理
的
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、

（
既
述
し
た
よ
う
に
）
彼
に
お
い
て
、
善
（
倫
理
的
当
為
）
の
問
い
が
、
自
己
存
在
の
無
制
約
的
な
可
能
性
と
し
て
の
実
存
の
実
現
の
問

題
に
結
び
つ
け
ら
れ
同
化
き
れ
る
限
り
、
自
由
の
可
能
性
に
訴
え
つ
つ
実
存
の
現
実
性
へ
超
越
し
て
い
く
こ
と
の
探
究
と
し
て
の
実
存
開

明
は
、
そ
れ
自
体
倫
理
的
な
企
て
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
「
倫
理
的
実
存
の
開
明
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
（
ざ

ら
に
い
え
ば
、
本
来
的
自
己
へ
の
訴
え
と
し
て
の
彼
の
哲
学
す
る
こ
と
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
か
ら
し
て
、
そ
の
哲
学
全
体
が
広
義
で
は
実

存
鬮
明
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
Ｉ
哲
学
の
一
一
ア
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
で
は
旗
く
と
も
Ｉ
「
倫
理
学
』
的
竣
企
て
な
の

実
存
開
明
は
、
実
存
的
現
実
性
の
可
能
な
限
り
の
明
断
化
に
よ
っ
て
、
可
能
的
実
存
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
そ
の
思
惟
を
迫
遂
行
さ

せ
、
そ
の
限
界
に
お
い
て
自
己
存
在
を
党
知
し
現
前
化
き
せ
る
こ
と
へ
の
訴
え
で
あ
る
が
、
実
存
開
明
の
こ
の
「
実
践
的
」
意
図
は
、
そ

の
理
論
的
体
制
に
独
特
な
諸
性
質
と
諸
制
約
を
付
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
対
象
的
ｌ
一
般
的
思
惟
（
言
語
）
と
非
対
象

的
ｌ
個
別
的
存
在
と
の
問
題
性
一
般
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
実
存
は
、
そ
の
端
的
な
個
別
性
二
回

性
）
・
代
替
不
可
能
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
客
観
的
に
言
表
可
能
な
対
象
存
在
で
は
な
い
。
然
る
に
思
惟
に
と
っ

て
、
存
在
（
実
存
）
を
対
象
化
す
る
こ
と
は
、
そ
し
て
自
己
明
断
化
と
交
わ
り
の
相
手
（
可
能
的
実
存
と
し
て
の
〔
内
的
〕
行
為
者
）
へ

の
伝
達
の
た
め
に
一
般
的
表
現
（
言
語
）
を
用
い
る
こ
と
は
、
不
可
避
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
実
存
開
明
の
諸
言
表
に
つ
い
て
の
第
一

践
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
と
相
宕

明
が
目
ざ
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
我
々
が
実
践
哲
学
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
、
実
存
的
状
況
倫
理
学
の
理
論
と
実
践
を
問
う
際
に
は
、

何
よ
り
も
彼
の
「
実
存
開
明
」
に
焦
点
を
定
め
、
そ
の
一
般
的
諸
言
表
と
そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
る
個
別
的
な
可
能
的
実
存
の
実

践
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
と
相
互
の
関
連
の
考
究
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
故
以
下
で
は
こ
の
こ
と
の
解

１ ５

で
あ
る
。
）

の
伝
達
の
た
め
に
一
般
的
表
現
（
言
語
）
を
用

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

、
、
、
、

の
特
質
が
帰
結
す
る
、
即
ち
、
実
存
的
経
験
の
明
断
化
の
た
め
に
は
、
実
存
開
明
は
一
方
で
、
実
存
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
ら
ざ
る
を
え

ず
、
そ
の
限
り
で
理
論
的
Ｉ
一
般
的
地
平
の
内
を
動
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
も
ち
ろ
ん
、
実
存
開
明
の
諸
命
題
は
、
そ
れ

ら
が
世
界
内
的
諸
事
象
に
つ
い
て
の
客
体
的
麗
織
の
命
題
で
は
な
い
以
上
、
実
存
自
体
の
科
学
的
諸
規
定
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
に

、
、
、
、
、
、

可
能
な
｝
」
と
は
、
た
だ
幽
玄
と
し
て
の
み
あ
る
実
存
の
周
囲
を
め
ぐ
る
｝
」
と
の
み
で
あ
り
、
対
象
的
に
固
定
さ
れ
た
「
知
」
の
枠
組
の
内

で
は
な
く
、
圖
由
の
賭
可
繼
性
を
各
自
に
「
確
信
蓉
菖
」
ｌ
こ
こ
で
ヤ
ス
バ
ー
ス
は
知
（
憲
一
と
確
信
（
覚
知
〉
の
二
分
法
に
従
っ

て
い
る
が
ｌ
枠
組
の
内
を
そ
れ
ら
は
動
く
の
で
あ
る
・
夷
存
に
つ
い
て
の
一
義
的
伝
達
は
可
能
で
は
な
い
故
、
実
存
開
明
の
諸
言
表
は
、

間
接
的
な
伝
達
と
し
て
の
い
わ
ば
メ
タ
フ
ァ
ー
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
一
般
的
対
象
的
諸
言
表
は
、
そ
の
形
式

（
性
）
に
お
い
て
特
殊
的
非
対
象
的
実
存
を
覚
醒
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
一
般
性
（
対
象
性
）
と
個
別
性
（
非
対
象
的

現
実
）
と
の
弁
証
法
的
緊
張
関
係
が
支
配
的
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
緊
張
関
係
は
、
最
終
的
に
は
個
別
的
主
体
性
の
優
位
と
な
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
現

実
的
実
存
の
実
現
で
あ
る
が
故
に
、
一
般
的
対
象
性
は
さ
し
当
た
り
、
超
越
し
て
い
く
運
動
の
道
標
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
止
揚
さ
れ

る
べ
き
単
な
る
媒
介
と
し
て
の
位
置
価
を
付
与
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
実
存
開
明
の
諸
言
表
の
も
つ
第
二
の
特
質
で
あ
る
。

現
実
的
実
存
へ
の
飛
鬮
は
、
た
だ
各
自
の
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
（
無
制
約
的
な
）
行
為
に
よ
っ
て
の
み
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
対
象

的
一
般
的
諸
言
表
は
、
そ
の
た
め
に
解
読
さ
れ
我
物
化
さ
れ
る
べ
き
「
信
号
」
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
真
理
性
は
、
実
存
的
行

為
と
の
連
関
の
中
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
我
々
の
、
実
存
開
明
の
思
惟
の
共
遂
行
に
よ
る
態
度
変
革
に
よ
っ

て
の
み
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
論
的
言
語
的
一
般
性
に
対
す
る
、
個
別
的
主
体
的
行
為
と
（
沈
黙
の
み
が
ふ
さ
わ
し
い
）
超
言
語
的

現
実
性
の
こ
の
優
位
（
別
言
す
れ
ば
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
一
般
的
言
表
に
付
す
る
消
極
的
意
義
）
の
背
後
に
あ
る
の
は
、
対
象
性
へ
の
存
在

論
的
固
定
に
よ
る
実
存
の
自
由
の
消
失
へ
の
彼
の
虞
れ
と
、
生
活
か
ら
乖
離
し
た
客
観
性
を
警
戒
す
る
（
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
由
来
す
る
）

￣

Ｐ
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し
か
し
な
が
ら
、
実
存
開
明
の
一
般
的
賭
言
明
は
、
こ
の
消
極
的
規
定
で
も
っ
て
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
「
訴
え
」
と

い
う
実
践
的
志
向
を
明
確
に
打
ち
出
す
と
同
時
に
、
他
方
に
お
い
て
交
わ
り
の
相
手
（
個
別
的
〔
内
的
〕
行
為
者
）
に
対
し
て
、
そ
の
理

解
の
た
め
に
一
定
の
倫
理
的
態
度
を
要
請
す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
実
存
の
一
般
的
開
明
と
可
能
的
実
存
に
よ
る
そ
の
「
我
物
化
」

と
の
関
係
は
、
対
象
中
立
的
（
乃
至
価
値
中
立
的
）
理
論
（
方
法
）
と
代
替
可
能
な
遂
行
者
に
よ
る
そ
の
一
義
的
応
用
１
－
つ
ま
り
そ
の

懲
久
を
行
け
ば
誰
も
が
到
達
す
る
と
い
っ
た
－
－
と
い
う
近
代
的
従
来
的
な
、
理
論
／
実
践
の
二
項
図
式
を
超
え
て
い
く
契
機
を
も
つ
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
実
践
哲
学
的
に
最
も
重
要
な
、
実
存
開
明
の
第
一
一
一
の
特
徴
で
あ
る
。
実
存
開
明
は
、
実
存
に
つ
い
て
の
脱

明
と
し
て
の
そ
の
形
式
性
に
お
い
て
実
践
に
関
わ
る
の
み
で
は
な
い
。
本
来
的
な
各
自
の
在
り
方
の
覚
醒
こ
そ
が
そ
の
目
標
で
あ
り
１
－

６

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
（
ヤ
ス
バ
ー
ス
に
限
ら
ず
）
「
存
在
と
時
闘
」
よ
り
以
前
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
学
の
意
図
で
も
あ
っ
た
ｌ
そ
の

形
式
的
説
明
に
つ
い
て
の
学
問
的
鶴
議
は
二
次
的
な
事
柄
で
あ
る
。
真
実
の
自
己
の
実
現
へ
の
訴
え
こ
そ
が
、
実
存
開
明
の
理
飴
的
地
平

、
、
、
、
、

を
推
進
す
る
実
践
的
前
提
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
い
わ
ば
そ
の
背
後
に
あ
る
「
誕
臓
関
心
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
｝
」
の
こ
と

と
表
奪
成
す
形
で
、
襄
存
關
鯛
の
一
般
譽
表
は
、
そ
れ
が
「
真
に
」
理
解
き
れ
る
た
め
に
は
ｌ
そ
の
言
表
の
「
正
確
な
」
璽
解
と

７

な
ら
ん
で
－
－
交
わ
り
の
相
手
（
読
者
）
の
「
可
能
的
実
存
の
翼
」
を
、
つ
ま
り
、
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
た
自
己
の
限
界
に
進
み
、
自

８

己
存
在
に
関
与
す
る
と
い
う
、
可
能
的
実
存
の
準
備
態
勢
（
解
釈
学
的
に
い
え
ば
「
先
行
理
解
列
）
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
｝
」

、
、
、
、
、

と
は
、
実
存
開
明
が
成
功
裡
に
成
就
す
る
た
め
の
実
践
的
制
約
を
形
作
る
の
で
あ
り
、
生
か
ら
乖
離
し
た
客
観
的
態
度
に
よ
る
、
あ
る
い

は
自
己
存
在
と
責
任
を
賭
す
る
つ
も
り
の
な
い
知
的
関
心
に
よ
る
接
近
に
対
し
て
は
、
実
存
開
明
は
、
そ
の
、
本
来
的
自
己
の
開
示
力
を

も
た
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
拠
れ
ば
、
実
存
開
明
の
諸
命
題
は
「
可
能
的
実
存
と
し
て
共
に
交
わ
り
に
入
る
そ
の
ひ
と
に

９

だ
け
訴
え
る
」
’
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
彼
は
、
そ
れ
ら
の
一
一
百
表
に
対
し
科
学
的
規
定
力
を
断
念
し
、
た
だ
思
惟
の
共
遂
行
の
手
引
き
で
あ

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

実
存
的
パ
ト
ス
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
先
述
し
た
、
科
学
的
認
識
と
個
別
的
実
存
的
覚
知
の
二
分
法
と
い
う
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
麗
織
儲
的
先
行
決
定
自
体
は

問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
知
る
」
と
「
確
信
（
覚
知
）
す
る
」
と
の
こ
の
二
分
法
乃
至
二
者
択
一
は
、
あ
く
ま
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
哲

学
の
先
行
的
根
本
前
提
乃
至
彼
の
「
普
遍
妥
当
的
知
」
と
い
う
科
学
理
解
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
倫
理
的
実
存
の
自
己
理
解

に
と
っ
て
は
全
く
外
在
的
な
先
行
決
定
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
可
能
的
実
存
の
実
存
的
確
信
の

リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
と
、
彼
の
哲
学
の
知
の
理
論
と
は
媒
介
さ
れ
ず
引
き
裂
か
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
倫
理
的
ｌ
実

０ ０

存
的
な
「
知
」
は
、
対
象
的
に
認
識
可
能
で
普
遍
妥
当
的
強
制
的
な
知
の
在
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
無
制
約
的
な
行
為
の
内

で
の
み
、
個
々
の
行
為
者
の
覚
知
乃
至
確
信
と
し
て
明
証
性
を
も
つ
「
状
況
知
」
で
あ
る
。
だ
が
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
い
て
は
そ
れ
が
、
根

・
拠
づ
け
不
可
能
な
超
越
者
と
い
う
根
源
と
の
個
別
的
繋
が
り
へ
と
直
ち
に
導
か
れ
る
た
め
に
、
こ
の
状
況
知
（
決
断
に
内
在
す
る
知
）
は
、

、
、
、
、

０ 旬

間
主
観
的
な
論
譲
や
承
認
の
視
野
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
共
同
知
と
し
て
の
倫
理
的
知
の
形
態
と
次
元

が
ｌ
例
え
ば
共
通
感
覚
（
鰯
…
。
§
…
）
と
か
判
断
力
と
い
っ
た
実
践
哲
学
的
人
文
主
義
的
知
の
次
元
が
ｌ
飛
び
越
え
ら
れ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
に
対
し
、
個
別
的
覚
知
乃
至
可
能
的
実
存
の
自
己
理
解
は
二
部
は
言
語
的
な
）
共
同
性
に
よ
っ
て

、
、

⑬

既
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
問
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
又
ｌ
ｌ
我
々
が
以
前
別
の
所
で
試
み
た
よ
う
に

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
も
っ
と
も
裏
返
し
て
い
え
ば
、
実
存
開
明
の
諸
命
題
は
、
そ
れ
故
可
能
的
実
存
の
間
だ
け
で
通
用
す
る
言
葉
と

な
り
、
従
っ
て
い
わ
ば
「
実
存
の
琴
線
に
触
れ
る
』
〈
ム
ー
ニ
エ
）
者
の
閥
だ
け
で
妥
豐
一
性
が
吟
味
誉
れ
ろ
も
の
、
あ
る
い
は
Ｉ
キ
ェ

０ ．

ル
ヶ
ゴ
ー
ル
が
彼
の
作
品
の
扉
に
引
用
し
て
い
る
言
い
圏
し
で
い
え
ば
ｌ
「
猿
が
覗
い
て
も
使
徒
の
顔
は
映
ら
ぬ
』
鏡
の
釦
…
の
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
か
ら
直
ち
に
実
存
総
自
学
を
「
エ
リ
ー
ト
主
義
」
乃
至
「
崇
（
孤
）
高
主
義
」
と
裁
断
す

る
の
は
早
計
に
過
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
は
〔
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
〕
伝
統
と
人
間
解
釈
の
問
題
性
の
内
で
さ
ら
に
考
究
さ
れ

る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
る
。
）
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き
て
、
実
存
的
状
況
倫
理
学
に
お
い
て
は
不
問
に
付
さ
れ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
状
況
知
・
実
践
知
の
次
元
を
解
釈
学
的
倫
理
学
は
た

り

し
か
に
確
保
し
て
い
勘
。
即
ち
（
我
々
が
第
Ⅱ
節
で
述
べ
た
よ
う
に
）
ガ
ダ
マ
ー
が
「
解
釈
学
的
根
本
徳
」
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
、

そ
し
て
彼
に
限
ら
ず
広
く
「
実
践
哲
学
の
復
権
」
の
潮
流
の
中
で
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
実
践
的
理

性
性
と
し
て
の
「
賢
慮
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

賢
慮
は
、
個
々
の
状
況
下
で
の
道
徳
的
事
柄
に
つ
い
て
の
適
切
な
判
断
力
・
実
践
的
洞
察
と
し
て
、
善
・
正
義
の
一
般
的
理
念
・
規
範

的
諸
観
点
と
、
歴
史
的
個
別
的
状
況
の
特
殊
性
と
を
媒
介
す
る
知
で
あ
り
同
時
に
徳
で
あ
る
。
こ
の
実
践
知
は
、
一
般
的
な
概
念
に
お
い

て
、
で
は
な
く
、
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
全
う
き
れ
る
の
で
あ
り
、
行
為
の
選
択
・
決
断
を
要
求
す
る
状
況
と
の
実
践
的
関
わ
り
に
お

い
て
現
れ
る
知
恵
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
姉
師
僻
←
い
つ
者
は
、
状
況
が
要
求
す
る
具
体
的
決
断
に
お
い
て
そ
れ
を
働
か
せ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
知
は
決
し
て
理
儲
的
知
職
で
は
な
い
。
賢
慮
は
、
理
飴
理
性
に
依
存
し
た
り
導
か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
決
断
を
引
き
受
け
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
い
か
な

る
決
定
機
関
も
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
と
が
、
そ
の
活
動
の
内
で
具
体
化
さ
れ
る
判
断
力
と
し
て
の
賢
慮
を
実
行
す
る
か
否
か
は
、
そ
れ
故

各
自
の
存
在
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
賢
慮
は
そ
の
具
体
的
な
状
況
へ
と
各
自
を
巻
き
込
み
関
わ
ら
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
距
離
を
お
く
知
」
は
状
況
を
満
足
さ
せ
る
に
は
不
適
切
な
の
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
う
よ
う
に
「
そ

れ
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
善
き
ひ
と
の
善
き
ひ
と
た
る
所
以
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
そ
れ
を
行
う
力

９０

を
加
え
る
わ
け
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
（
そ
れ
故
プ
ロ
ニ
モ
ス
は
決
し
て
「
専
門
家
」
で
は
な
い
）
。

ガ
ダ
マ
ー
に
拠
れ
ば
、
現
代
が
抱
え
る
諸
問
題
の
原
因
の
一
つ
は
、
こ
の
実
践
的
判
断
力
が
忘
却
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
わ

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

ｑ

－
－
－
前
一
述
し
た
一
一
分
法
を
相
対
的
に
流
動
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
哲
学
の
知
の
枠
組
を
改
変
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と

問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
以
上
か
ら
、
賢
慮
は
倫
理
的
ｌ
政
治
的
実
践
に
伴
う
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
内
在
す
る
知
の
次
元
で
あ
る
と
い
え
る
わ
け
だ
が
、

解
釈
学
的
倫
理
学
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
関
係
が
問
わ
れ
る
際
に
は
、
そ
れ
故
、
そ
の
よ
う
な
実
践
的
理
性
性
に
（
あ
る
い
は
具
体
的

、

状
況
に
お
け
る
判
断
行
為
に
）
学
と
し
て
の
》
」
の
倫
理
学
が
、
い
か
な
る
形
で
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
そ
の
理
論

構
成
の
諸
性
質
が
剛
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
は
、
こ
の
諸
性
質
を
三
点
に
お
い
て
提
示
し
う
る
と
考
え
る
。
、

、
、

ま
ず
第
一
に
い
い
う
る
｝
」
と
は
、
解
釈
学
的
倫
理
学
（
あ
る
い
は
よ
り
広
く
実
践
哲
学
一
般
）
は
、
あ
く
ま
で
そ
れ
自
体
は
理
論
な
の

で
あ
っ
て
、
具
体
的
状
況
に
お
け
る
実
践
知
・
現
実
的
行
為
知
（
あ
る
い
は
実
践
的
理
性
性
）
そ
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
そ
の
倫
理
学
は
、
学
問
的
認
識
の
問
題
設
定
に
従
う
限
り
、
一
般
性
の
地
平
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
反
省
的
営
為
な
の
で
あ
る
。

９０
伽

一
元
来
は
「
知
へ
の
普
遍
的
意
欲
」
に
、
あ
る
い
は
「
好
奇
心
と
い
う
原
事
実
に
そ
の
人
間
学
基
礎
を
も
つ
」
も
の
と
し
て
、
理
論
的
営
為

し
、
そ
の
蓄
積
桴

う
こ
と
で
あ
る
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

０

け
だ
鋼
、
し
か
し
》
」
の
判
断
力
は
、
一
般
的
教
説
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
っ
て
独
得
・
回
復
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
賢
慮
と

技
術
知
は
、
「
他
の
仕
方
に
お
い
て
も
あ
る
こ
と
の
で
き
る
事
柄
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
共
通
し
た
性
質
を
有
す
る
。
し
か
し
、
賢
慮

は
ｌ
教
え
ら
れ
学
ば
れ
う
る
も
の
で
は
あ
る
が
ｌ
技
術
知
と
ち
が
い
一
義
的
に
伝
誓
れ
た
ｉ
機
械
的
に
応
用
ぎ
れ
た
り
は
で
き
な

い
。
各
自
は
、
経
験
と
訓
練
を
、
あ
る
い
は
教
育
と
習
慣
化
（
い
わ
ば
「
第
二
の
自
然
」
化
）
を
通
じ
て
の
み
、
こ
の
能
力
を
徐
々
に
函

⑪

菱
す
る
の
で
あ
り
Ｉ
‐
そ
れ
故
そ
れ
は
「
真
夜
中
の
ひ
ら
め
き
の
罎
物
」
で
は
な
い
ｌ
薑
は
、
単
な
る
知
に
と
ど
ま
ら
ぬ
「
状
態

余
、
《
、
）
」
で
も
あ
る
。
（
従
っ
て
正
し
く
判
断
し
う
る
の
は
経
験
を
積
み
、
一
定
の
教
養
を
備
え
、
全
体
を
見
る
目
を
も
っ
た
者
だ

０ ３

け
で
あ
る
。
）
こ
の
こ
と
か
ら
示
し
う
る
賢
慮
の
重
要
な
性
質
は
、
｝
」
の
知
は
、
具
体
的
状
況
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
個
々
人
に
帰
せ

ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
個
々
の
主
体
に
相
対
的
な
知
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
共
同
体
的
Ｉ
歴
史
的
経
験
に
由
来

し
、
そ
の
蓄
積
に
基
づ
い
て
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
に
形
成
さ
れ
た
知
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
自
体
間
人
格
的
で
エ
ー
ト
ス
的
な
の
だ
、
『
と
い
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は
、
体
系
性
と
普
遍
性
を
ｌ
た
と
え
そ
の
考
究
対
象
が
「
実
践
」
と
い
っ
た
蓋
然
的
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
ｌ
目
ざ
す
の
で
あ
り
、

、
、
、
、

、
、

従
っ
て
そ
れ
（
実
践
に
つ
い
て
の
概
念
的
探
究
）
は
、
個
別
性
を
捨
象
し
、
．
そ
し
て
行
為
図
式
に
ま
で
は
至
る
も
の
の
、
個
々
の
具
体
的

、

行
為
は
射
程
外
に
極
か
ざ
る
を
え
な
蝿
。
別
言
す
れ
ば
、
》
」
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
一
般
的
理
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、

具
体
的
個
別
的
状
況
に
お
け
る
倫
理
的
－
政
治
的
問
題
の
解
決
に
直
接
仕
え
る
も
の
で
は
な
く
、
所
与
の
状
況
に
お
け
る
適
用
－
１
理
論

は
、
解
釈
学
的
ザ
ヅ
ヘ
と
し
て
の
「
善
』
「
正
義
」
を
一
般
的
・
抽
象
的
な
形
で
し
か
提
示
で
き
鞍
い
’
は
、
判
断
力
（
賢
慮
）
の
課

題
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
教
説
の
、
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
そ
れ
自
体
は
、
判
断
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
あ
り
（
も
し
取
っ
て
代
わ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
断
に
伴
う
責
任
を
行
為
主
体
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
責

任
性
こ
そ
が
実
践
知
を
技
術
知
か
ら
分
か
つ
契
機
な
の
で
あ
る
）
、
従
っ
て
又
、
ひ
と
を
し
て
「
有
徳
」
に
す
る
の
は
学
と
し
て
の
倫
理

幽

学
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
ガ
ダ
マ
ー
は
「
具
体
化
を
行
う
徳
は
賢
慮
な
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
者
の
特
別
の
目
印
で
は
な
い
」
と
い
い
、

鰯
幽

そ
し
て
又
「
学
問
的
に
訓
練
さ
れ
う
る
よ
、
７
に
想
定
き
れ
た
賢
慮
な
ど
理
解
し
え
な
い
」
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
第
二
に
提
示
し
う
る
こ
と
は
、
理
輪
と
し
て
の
解
釈
学
的
倫
理
学
は
、
決
し
て
無
前
提
な
’
ｌ
つ
ま
り
対
象
中
立
的
で

価
値
（
関
心
）
か
ら
自
由
と
い
う
意
味
で
無
前
提
な
１
－
学
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
実
践
的
で
あ
ら
ん
と
す
る
志
向
性
を
も
っ
た
、
あ
る

い
は
そ
の
目
標
を
あ
く
ま
で
具
体
的
実
践
そ
の
も
の
に
も
つ
と
こ
ろ
の
営
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て

以
下
の
こ
と
は
自
明
の
事
柄
で
あ
っ
た
、
即
ち
倫
理
学
は
、
純
粋
な
観
照
的
考
究
で
は
な
く
、
善
き
人
間
、
善
き
市
民
に
な
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
徳
が
何
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
善
く
な
る
た
め
に
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
の
が
重
要

間

な
の
だ
、
と
い
、
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
「
認
識
を
先
導
す
る
関
心
」
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
）
は
、
あ
る
い
は
そ
れ

に
由
来
す
る
、
理
論
的
営
為
の
前
提
と
し
て
の
何
ら
か
の
実
践
的
な
態
度
は
、
解
釈
学
理
論
に
も
当
て
嵌
ろ
の
で
あ
る
。

我
々
は
第
Ⅱ
節
に
お
い
て
、
「
自
己
自
身
の
た
め
の
知
」
と
し
て
の
賢
慮
は
同
時
に
、
他
者
の
状
況
に
身
を
置
き
共
同
判
断
さ
せ
る
能

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）
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き
て
最
後
に
第
三
に
、
そ
れ
で
は
一
体
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
倫
理
学
（
学
と
し
て
の
実
践
哲
学
）
は
、
具
体
的
倫
理
的
実
践
（
知
）

に
対
し
て
い
か
な
る
働
き
と
意
義
を
有
す
る
の
か
、
が
提
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
い
い
う
る
こ
と
は
、
第
一
の

点
で
述
べ
た
よ
う
に
、
倫
理
学
理
鵺
は
、
具
体
的
個
別
的
状
況
に
お
け
る
賭
問
題
の
解
決
に
は
仕
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
実

践
に
対
し
て
は
間
接
的
な
仕
方
で
の
み
影
響
力
を
行
使
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
理
論
は
、
実
践
的
な
経
験

閲

に
お
い
て
生
起
し
作
用
し
て
い
る
出
来
事
を
反
省
的
な
自
覚
に
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
そ
し
て
具
体
的
実
践
に
対
し
、
そ
の
可
能
性
の
超

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

力
と
し
て
の
「
理
解
凸
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
対
自
己
か
ら
対
他
者
関
係
へ
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
学
的
意
織
の
志
向
転

換
（
拡
大
）
は
、
ガ
ダ
マ
ー
に
お
け
る
「
経
験
」
概
念
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
厄
即
ち
経
験
は
、
一
方
で
科
学
主
義
的
狭
腔
化
か
ら
、
他
方

で
ヘ
ー
ゲ
ル
的
絶
対
知
へ
の
終
結
か
ら
解
放
き
れ
、
そ
の
完
成
を
新
た
な
経
験
へ
の
基
本
的
開
放
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
。
経
験
か
ら
学

ぶ
こ
と
は
開
放
性
と
相
互
承
潔
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
経
験
・
理
解
（
真
な
る
対
賭
）
の
可
能
性
の
前
提
条
件
を
形
成
す
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
（
既
述
し
た
よ
う
に
）
そ
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
コ
ム
ニ
カ
テ
ィ
フ
な
対
話
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
理
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
「
理
解
の
経
験
に
つ
い
て
の
高
め
ら
れ
た
理
鈴
的
自
覚
と
理
解
の
実
践
と
は
…
互
い
に
分
け
る
こ
と
は
で
き

閣
助

な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
又
「
自
己
の
解
釈
学
的
な
制
約
を
意
職
的
に
反
省
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
ま
す
ま
す
そ
れ
に
関
与
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
我
々
は
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
学
的
反
省
は
、
具
体
的
な
理
解
を
制
約
す
る
諸
条
件
を
、
己
れ
自
身
の
営
為

に
対
し
て
も
承
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
（
自
己
関
係
性
）
と
主
張
し
う
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
以
上
か
ら
、
具
体
的
な
理
解
－
実
践
の
可
能

、
、
、
、
、
、
、
、

性
の
条
件
と
し
て
の
、
理
解
に
基
づ
く
開
放
性
ど
相
互
承
認
は
、
解
釈
学
理
論
自
体
が
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
諸
制
約
で
も
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
こ
そ
ガ
ダ
マ
ー
は
「
理
性
性
…
…
へ
の
先
行
的
な
帰
依
が
前
提
ざ
れ

㈱

ろ
と
い
、
？
こ
と
が
、
人
間
的
生
活
実
践
の
領
域
に
お
け
る
理
論
的
な
知
識
欲
の
問
い
全
体
に
対
し
て
、
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
」
と
主
張



さ
て
、
以
上
に
お
い
て
我
々
は
、
実
存
的
状
況
倫
理
学
及
び
解
釈
学
的
倫
理
学
の
双
方
に
対
し
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
理
輪
と
実
践
と
の

尿
関
係
を
検
討
し
、
そ
の
諸
特
徴
を
副
出
し
提
示
す
る
よ
う
に
努
力
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
両
立
場
の
、
こ
の
関
係
の
問
い
に
対
す
る

１１

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

越
騰
的
な
先
行
的
潴
制
約
を
解
釈
学
的
次
元
と
し
て
説
明
し
、
伝
統
的
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
先
行
理
解
内
容
と
し
て
の
解
釈
学
的
ザ
ッ

ヘ
（
即
ち
「
善
」
「
正
義
」
の
一
般
的
イ
デ
ー
）
の
適
用
の
際
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
を
、
行
為
者
の
反
省
に
も
た
ら
す
と
共
に
、
そ
の
状
況

閏

に
つ
い
て
の
意
職
を
尖
鋭
化
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
所
与
の
規
範
的
内
容
を
明
瞭
に
し
具
体
化
す
る
の
を
手
助
け
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
時
理
騰
は
、
そ
れ
が
対
象
と
す
る
前
科
学
的
な
、
実
践
的
に
生
き
ら
れ
た
経
験
、
生
活
実
践
的
基
盤
－
－
エ
ー
ト
ス
と

し
て
の
ｌ
に
根
付
い
て
お
ら
ね
ば
竣
ら
ず
学
と
し
て
の
そ
の
反
省
は
、
そ
れ
賞
体
の
基
鑿
そ
れ
が
そ
こ
か
ら
成
立
し
て
く
る
と

即

こ
ろ
の
生
の
実
践
か
ら
受
け
取
る
の
で
あ
る
こ
と
が
忘
失
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
解
釈
学
的
倫
理
学
の
諸
一
宮
明
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
個
別
的
歴
史
的
実
践
行
為
に
投
錨
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
対
し
た
え
ず
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ざ
も

旗
く
ぼ
ｌ
つ
ま
り
理
論
が
篁
的
稜
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
実
践
の
方
か
ら
反
誓
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
ｌ
理
論
的
「
一
般
的

問
題
設
定
は
、
具
体
的
実
践
に
よ
っ
て
生
起
す
る
で
あ
ろ
う
出
来
事
を
、
予
め
既
に
そ
の
理
論
的
枠
組
の
内
に
説
明
し
つ
つ
取
り
込
ん
で

しまい、それによって解釈学的循環の閉鎖性を招来することとなる躯・だが、このように具体的歴史的実践に根付き、
そ
れ
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
て
も
な
お
、
理
論
は
、
普
遍
性
と
一
般
的
妥
当
性
を
確
保
せ
ん
と
す
る
位
置
に
己
れ
を
措

鬮

定
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
論
と
実
践
と
の
間
、
つ
ま
り
「
知
へ
の
普
遍
的
な
意
欲
と
具
体
的
な
実
践
的
思
慮
と
の
間
」
の
連
関
は
、

相
互
作
用
的
な
連
関
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
互
い
に
媒
介
し
合
い
な
が
ら
進
捗
す
る
動
態
に
お
い
て
己
れ
を
営
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
実
践
哲
学
と
哲
学
的
解
釈
学
は
「
超
越
飴
的
反
省
と
経
験
的
…
…
認
職
の
二
者
択
一
の
彼

．
□ ０

岸
」
に
あ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
者
に
と
っ
て
の
第
二
の
共
通
点
が
導
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
彼
ら
は
共
に
、
理
論
と
実
践
の
緊
張
の
止
揚
乃

至
そ
の
統
一
を
安
易
に
目
ぎ
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
ｌ
響
す
れ
ば
藝
論
に
対
し
て
過
剰
に
実
践
的
機
能
を
負
荷
き
せ
葱
い
と
い
う
こ

と
ｌ
で
あ
る
．
つ
ま
り
爾
鬘
｜
定
の
璽
騰
的
立
場
と
そ
の
意
義
を
確
保
し
な
が
ら
も
、
実
践
に
対
す
る
一
定
の
霞
を
そ
の
立
場

に
設
け
る
点
で
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
実
存
的
倫
理
学
の
特
徴
（
あ
る
い
は
そ
の
意
義
）
は
、
倫
理
学
的
諸
問
題
の
議
論
に
よ
る
解
決
や

理
論
豊
關
に
は
義
く
Ｉ
従
っ
て
価
値
と
か
道
徳
法
則
と
か
い
っ
た
倫
理
学
の
理
論
的
諸
問
題
は
必
要
以
上
に
考
究
さ
れ
な
い
１
１
実

存
の
実
現
へ
の
訴
え
と
倫
理
的
賭
問
題
と
の
結
び
つ
け
に
あ
る
。
そ
し
て
、
（
可
能
的
）
実
存
を
巡
る
諸
状
況
の
明
断
化
が
そ
こ
で
は
目

決
し
て
「
倫
理
》

解
消
で
は
な
い
。

両
者
は
ま
ず
第
一
に
、
無
前
提
な
学
と
い
う
客
観
主
義
的
自
己
理
解
の
下
に
立
つ
理
論
偏
重
主
義
に
反
旗
を
翻
え
し
、
己
れ
の
実
践
的

志
向
を
明
確
に
す
る
点
で
軌
を
一
に
す
る
。
別
言
す
れ
ば
両
者
は
、
客
観
化
し
対
象
化
す
る
理
論
が
射
程
外
に
手
放
し
て
し
ま
う
諸
現
象
、

あ
る
い
は
目
的
に
対
す
る
手
段
連
関
と
は
異
な
っ
た
（
乃
至
そ
れ
を
超
え
た
）
諸
現
象
に
己
れ
の
本
来
的
領
域
を
見
て
い
る
点
で
一
致
す

る
。
〈
た
だ
実
践
的
に
応
用
す
れ
ば
事
足
り
る
よ
う
な
客
観
的
に
証
明
可
能
な
知
の
次
元
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
）

そ
し
て
そ
の
時
、
そ
れ
ら
の
営
為
を
推
進
す
る
の
は
、
生
活
か
ら
乖
離
し
た
客
観
性
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
（
ヤ
ス
パ
ー
ス
）
で
あ
り
、
あ
る

い
は
技
術
的
思
考
と
そ
の
応
用
に
よ
る
生
活
世
界
の
侵
蝕
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
（
ガ
ダ
マ
ー
）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
ト

に
基
づ
い
て
彼
ら
が
そ
の
実
践
的
要
請
と
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
打
ち
出
す
の
が
、
可
能
的
実
存
か
ら
思
惟
し
つ
つ
無
制
約
的
行
為
に
お
い

て
真
の
自
己
に
飛
躍
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
技
術
知
の
一
義
的
応
用
の
下
に
科
学
的
に
組
織
さ
れ
た
管
理
に
よ
っ
て
脆
弱
化
さ
れ

、
、
、

た
実
践
的
思
慮
の
回
復
と
行
使
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
彼
ら
が
求
め
て
い
る
の
は
実
践
的
志
向
を
も
っ
た
倫
理
学
な
の
で
あ
っ
て
、

決
し
て
「
倫
理
学
な
き
道
徳
」
（
リ
ー
デ
ル
）
あ
る
い
は
、
（
例
え
ば
悲
意
的
な
決
断
主
義
に
至
る
よ
う
な
）
実
践
へ
の
、
理
騰
の
一
方
的

共
通
し
た
態
度
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
〉
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壁
ざ
さ
れ
て
も
、
実
際
に
其
の
自
己
へ
と
倫
理
的
に
生
成
す
る
か
否
か
は
、
各
自
に
委
ね
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
同
様
の
事
柄
は
、
解
釈
学

的
倫
理
学
に
対
し
て
も
当
て
嵌
ろ
。
即
ち
ガ
ダ
マ
ー
に
と
っ
て
「
実
践
の
世
界
は
、
自
己
充
足
的
で
あ
り
、
理
論
の
基
準
と
規
準
と
に
よ

国

る
よ
り
は
、
そ
れ
自
身
の
自
律
的
な
基
準
と
規
準
と
に
よ
っ
て
主
導
き
れ
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
理
議
と
実
践
と
の
関
係
へ
の
問
い
を
巡
る
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
立
場
は
、
歴
史
的
ｌ
社
会
的
状
況
に
お
け

る
人
間
存
在
に
対
す
る
そ
の
基
本
的
見
方
に
お
い
て
ま
さ
に
対
照
性
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
鮮
明
化
の
た

め
に
は
、
我
々
は
次
に
、
判
断
し
行
為
す
る
人
間
の
具
体
的
状
況
に
立
ち
戻
り
、
そ
こ
に
お
け
る
歴
史
（
性
）
と
理
性
の
、
あ
る
い
は
人

倫
と
道
徳
の
交
錯
の
問
題
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
続
）

(4)(3)(2) (1)(3)(2)（１） ヤ
ス
パ
ー
ス
に
つ
い
て
は
彼
の
豆
の
、
の
】
②
烏
、
、
冒
昌
◎
巨
烏
『
悶
①
】
【
（
川
の
闇
）
（
■
の
『
言
］
。
闇
）
ｍ
・
辰
参
照
。

ガ
ダ
マ
ー
に
つ
い
て
は
彼
の
エ
①
『
白
目
目
鼻
四
一
⑫
己
『
色
冨
⑫
向
冨
勺
亘
一
．
い
◎
已
巨
⑥
〈
Ⅱ
与
国
）
・
旨
姻
冨
・
国
巴
の
｜
〈
函
碩
）
宛
の
富
亘
冒
の
『
目
函
二
の
『
己
『
画
言
い
目
自
で
巨
一
。
．

⑫
８
宮
の
（
Ⅱ
昏
黒
）
巴
・
閂
（
『
『
の
旨
『
、
后
冒
）
⑪
．
⑬
農
参
照
。

ぐ
ぃ
一
・
コ
・
望
旨
一
色
己
・
勺
『
鳥
ｐ
い
、
冨
勺
匡
一
。
⑫
◎
己
屋
、
自
己
乏
厨
切
目
い
＆
呉
厨
岳
①
。
『
。
①
。
冒
丙
已
竪
・
口
』
・
閂
碗
・
巴
曽

ご
ｍ
一
・
尋
’
の
⑤
冒
一
制
．
。
『
目
：
『
◎
す
］
の
曰
の
。
の
『
向
島
房
（
勺
冒
一
三
函
ｇ
ｇ
ｇ
）
印
・
巳
い

く
巳
・
雪
・
宍
昌
一
曰
目
■
（
題
甲
）
三
．
『
旦
曰
＆
［
巨
曰
已
堕
巳
局
。
百
一
【
（
可
『
昌
冨
員
戸
へ
三
凹
冒
】
冨
①
）

状
況
（

の
。
】
●
［
【

石
戸
閂
・

石
戸
ロ
。

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

乃
至
「
状

を
参
照
。

の
。
』

の
。
い
や
函
竃
。

へ

I
、■〆

況
内
存
在
」
）
に
つ
い
て
は
、
【
・
］
四
⑫
己
の
『
い
・
宅
三
一
ｃ
ｍ
・
己
三
の
（
Ⅱ
厚
・
）
ロ
（
国
の
『
一
旨
ご
『
四
⑭
）
⑬
．
ｇ
］
［
［
・
・
恩
・
】
（
ロ
の
『
一
言
】
召
⑬
四
）
め
・
閏
・
・
の
閏
．
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⑪
○
三
・
一
『
い
・
巴
③

⑫
の
三
・
］
・
い
・
呂
昌
。

⑨
ぐ
ぬ
一
・
の
三
・
一
『
の
・
匿
』

⑩
く
函
一
・
○
四
目
白
の
『
・
Ｆ
ｃ
ウ
ニ
の
『
『
胃
。
『
】
の
（
Ⅲ
Ｆ
日
ロ
）
（
句
『
目
弄
旨
『
［
へ
三
四
旨
］
・
恩
）
の
．
閉

⑧
ご
苞
．

⑥
の
三
・
函
功
・
雪
。

、
壷
・
‐
○
・
○
且
色
目
〔

(5)(4)(3)(2)(1)

以墾留守下．．．｡

0,00個⑫０１)(101(９

Ｐ９．８Ｐ,ＰＰ,Ｐ
ＰＰ、具Ｐ９ＰＤＰＤＰＤ

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

四
以
下
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
］
園
已
の
『
い
・
国
己
曽
ヶ
『
目
的
旨
昌
の
石
三
一
ｃ
ｍ
。
□
三
の
（
目
１
島
】
鵠
◎
）
印
・
切
望
［
’
を
参
照
。

⑫０１)UCI(9)(8)(7)(6)

ＰＤＰＰＤＰＰｐＰＤ勺

②ｐＤｐＤｐＤｐＤｐＤ宮
ら●●●●●

○○・・・○￣
●●■●●Ｃｅ

“②Ｃ/、の⑫のＣＤ
●s●●◆●■

□、￣CAD［ぬ上。￣Ｃ○
GJ1mD･ＴＲＱＧ･ＧＪ１ｏｐ
ＧｎＥ□←￣←￣

罠

１旧
Ｐ
Ｐ
Ｃ
・
め
・
沼

壷
・
’
○
・
○
画
』
色
目
の
『
ご
弓
声
の
石
『
。
こ
の
ロ
］
。
〔
餌
厨
ｓ
ユ
⑤
餌
一
○
．
□
⑫
ｇ
ｏ
臣
切
ヨ
⑩
、
い
つ
ご
叩
勺
・
勾
凸
亘
回
曰
二
陣
二
一
・
ｍ
巨
一
一
一
ご
画
曰

（ロの『宍の斤量）石・〕一心

の
三
．
い
め
．
』
圏

以
下
の
叙
述
は
、
拙
稿
『
哲
学
的
解
釈
学
つ

と
一
部
重
複
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

○
・
ｍ
．
』
］
①

○
・
ｍ
・
酉
③
国
［

○
口
」
陣
白
の
『
・
の
、
い
ぃ
日
日
⑲
一
后
己
『
、
『
戸
の
（
Ⅱ
の
ご
く
）
】
，
（
『
回
す
旨
い
目
后
⑭
、
）
の
．
⑬
。
『

］
。
、
。
』
。
『
臣
・
閨
・
い
・
函
『
】

』
の
。
』
Ｃ
『

冴白、

Ⅱ
～ジ

拙
稿
『
哲
学
的
解
釈
学
（
ガ
ダ
マ
ー
）
に
お
け
る
理
鶴
と
実
践
』
百
本
倫
理
学
会
編
「
倫
理
学
年
報
・
第
三
十
九
集
」
一
九
九
○
年
）

（
の
旦
瞬
・
）
旨
〔
の
『
己
『
の
こ
こ
の
⑫
。
、
愚
－
，
日
の
冒
巴
酎
尹
宛
圏
』
の
『
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、
」
閉
已
曾
②
．
二
・
罠
｛
．
⑪
。
】
】

⑧
こ
の
点
で
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
開
明
と
、
「
聖
哲
の
非
神
賭
化
」
鼈
争
に
お
い
て
彼
の
陰
敵
で
あ
っ
た
プ
ル
ト
マ
ン
の
実
存
鶴
的
解
釈
学
と
は
一
致
す
る
。

即
ち
プ
ル
ト
マ
ン
に
拠
れ
ば
、
新
約
聖
書
の
其
の
理
解
（
ケ
リ
ュ
グ
マ
と
の
出
会
い
）
の
た
め
に
は
、
解
釈
者
が
己
れ
自
身
の
実
存
の
問
い
に
よ
っ
て
動

か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
く
ぬ
一
・
両
’
胃
一
目
Ｐ
目
・
の
一
回
目
目
巨
己
く
の
『
い
［
の
。
目
星
〔
『
冒
畠
の
回
］
ｃ
ｓ
ｊ
ｍ
・
』
畠
）

⑨
厚
・
口
・
印
・
鶴
』

⑩
ｍ
・
毎
円
冨
箇
閏
。
》
の
白
ａ
ｍ
ｐ
餌
員
二
冊
Ｐ
⑮
冨
弓
⑫
重
の
、
（
弓
の
『
い
；
［
ご
自
両
・
霞
『
間
す
）
〈
冒
協
の
一
旦
Ｃ
ミ
百
］
己
巳
留
）
の
。
ｃ

⑪
因
み
に
カ
ン
ト
は
、
真
理
と
善
と
を
峻
別
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
（
実
践
的
）
判
断
力
の
特
徽
づ
け
か
ら
「
知
」
を
排
除
し
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｒ
・

ペ
イ
ナ
ー
「
政
治
的
判
断
力
」
〔
浜
田
監
訳
法
政
大
学
出
版
局
一
九
八
八
年
〕
八
九
頁
以
降
参
照
）
。
だ
が
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
実
存
的
次
元
か
ら
「
知
」
を

排
除
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
全
く
別
の
事
情
に
お
い
て
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
実
存
的
な
事
柄
に
お
い
て
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
真
理
〈
の
実
現
）
の
問

い
と
讐
（
の
実
現
）
の
問
い
は
一
致
す
る
か
ら
で
あ
り
Ｉ
Ｉ
こ
こ
に
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
独
自
の
「
真
理
」
概
念
の
鍍
大
が
あ
る
が
ｌ
ま
た
、
「
知
」
に
関
し

⑪
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
饅
・
司
昌
『
ｇ
ｇ
ｐ
戸
国
ロ
で
『
Ｃ
、
『
目
冒
昌
切
呂
の
『
尹
皀
『
局
烏
『
で
『
◎
ワ
ー
の
己
一
四
ｍ
の
巨
圖
亀
②
【
の
【
菌
冒
呂
の
ロ
ン
園
呉
目
一
目
一
一
ｎ
房
の
胃
包
胃
国
冨
の
島
の
『

瑁
冨
Ｃ
ｍ
Ｃ
已
蔦
・
旨
智
專
・
田
・
閂
巴
胃
．
及
び
言
、
両
目
『
色
．
四
・
○
・
ぬ
．
、
ｇ
【
を
参
照
。

②
こ
こ
○
・
石
・
恩
の
一
ｍ
『
・
豆
の
①
目
⑫
目
「
已
○
言
⑫
の
富
国
白
目
凰
目
烏
『
房
『
目
８
⑩
目
印
呂
圏
や
三
一
Ｃ
い
◎
己
冨
の
．
旨
”
の
。
‐
。
・
の
圃
巨
（
函
頃
）
可
『
。
こ
の
日
烏
『
同
旨
戸

（
『
『
の
写
巨
『
い
へ
三
口
己
島
⑰
ロ
】
迫
冨
）
⑪
．
ｇ

③
実
存
哲
学
に
対
す
る
体
系
的
な
倫
理
学
的
研
究
と
し
て
は
ェ
・
『
：
『
ｍ
ｐ
ｇ
ｎ
ｐ
・
面
昌
⑫
［
の
冒
已
三
一
．
”
。
ご
亘
目
己
向
冒
声
（
『
『
目
匡
巨
『
こ
爵
冒
ｓ
『
Ｃ
）
を
、
そ
し
て

最
近
に
お
い
て
実
存
主
義
と
倫
理
学
と
の
関
連
づ
け
を
問
題
に
し
た
も
の
と
し
て
ロ
・
両
．
〔
〉
○
○
つ
の
『
・
厚
剪
の
昌
画
一
一
⑫
己
（
。
Ｈ
旨
ａ
】
垣
ｇ
）
宅
・
忌
冒
・
を
参
照
。

側
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
、
闇
学
概
念
の
一
一
一
つ
の
意
味
を
区
別
し
て
い
る
。
（
宛
の
同
冨
目
②
の
冨
浄
臣
且
菅
⑬
三
島
〔
三
目
鳥
目
巳
臼
〕
②
・
巴
Ｃ
）
即
ち
Ｈ
普
遍
妥
当
的
真
理

に
関
わ
る
近
代
科
学
、
口
方
法
的
体
系
的
な
哲
学
的
全
体
知
、
曰
思
惟
に
お
い
て
明
白
に
な
る
信
仰
の
真
理
、
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
い
つ
も
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
萌
芽
を
も
ち
つ
つ
も
近
代
に
な
っ
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
い
の
意
味
に
己
れ
を
限
定
し
て
い
る
。

⑤
く
ぬ
一
・
三
・
の
呂
口
畳
の
厨
・
宍
凹
『
こ
②
い
つ
の
『
い
旨
烏
『
【
『
冒
弄
（
国
○
目
】
②
＄
）
の
。
］
農
【

⑥
瀧
口
宏
平
『
解
釈
学
の
哲
学
と
し
て
の
資
格
と
梅
能
』
（
現
象
学
・
解
釈
学
研
究
会
鯛
「
現
象
学
と
解
釈
学
山
」
世
界
香
院
一
九
八
八
年
所
収
）
六
五
頁
参

㈹
。
且
凹
日
⑦
『
・
両
の
四
ｍ
目
旨
巳
の
曇
歯
：
［
印
巳
の
旨
の
（
【
『
．
ご
句
・
Ｐ
量
『
『
⑱
ロ
：
）
〈
○
自
邑
『
】
目
の
］
畠
の
）
勺
・
や

四
○
三
・
』
》
切
・
圏
⑭
（
ぐ
ぬ
一
・
の
・
巴
、
）

旧
口
・
Ｐ
。
．
⑪
・
窓
、

眼
Ｐ
画
・
○
・
切
畠
」

照
０

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

－、

、
－戸
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実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

て
は
実
旺
的
知
繊
が
考
戊
も
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑫
こ
の
こ
と
は
何
も
、
翼
際
の
繍
鱗
や
承
潔
の
介
在
の
可
鱸
性
（
必
要
性
）
の
み
を
露
醸
し
て
い
る
の
で
は
な
い
．
例
え
ば
Ｋ
ｌ
ｑ
ア
ー
ペ
ル
は
ｌ
こ

の
室
鎮
の
邊
否
は
馴
闘
題
と
し
て
ｌ
「
単
独
な
決
断
の
…
状
況
に
お
い
て
も
、
理
想
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
團
ン
共
同
体
の
可
鱸
的
鍵
劉
を
賞
分
團
身
の

反
省
的
自
己
理
解
の
中
で
押
し
通
す
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
以
上
に
良
い
倫
理
的
規
程
は
な
い
」
（
目
『
目
呂
。
『
曰
昌
目
烏
『
勺
菖
。
⑫
Ｃ
己
亘
の
巴
・
国

〔
匂
『
目
冨
員
只
冨
口
旨
］
召
句
〕
ｍ
・
色
切
）
と
主
張
す
る
。

⑬
拙
稿
『
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
実
存
開
明
』
（
日
本
ヤ
ス
パ
ー
ス
協
会
編
「
コ
ム
ニ
カ
チ
オ
ン
」
第
三
号
一
九
八
六
年
所
収
）
鐘
者
は
そ
こ
に
お
い
て
、
実

存
の
信
号
の
導
出
に
絡
ん
で
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
根
源
的
理
解
」
と
い
う
概
念
に
藩
目
し
た
。
そ
れ
は
、
科
学
的
麗
臘
を
含
め
た
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
お
け
る

よ
り
包
括
的
な
「
知
」
の
作
用
で
あ
る
。

Ｍ
も
っ
と
も
、
実
存
哲
学
の
い
う
「
限
界
状
況
」
に
お
い
て
、
（
ざ
し
当
た
り
規
範
化
さ
れ
た
行
為
に
お
い
て
働
く
）
解
釈
学
的
実
践
知
が
果
た
し
て
ど
れ
程
、

あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
有
効
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
は
（
後
に
考
慮
す
る
よ
う
に
）
別
問
題
で
あ
る
。

燗
シ
『
】
⑭
Ｓ
【
の
一
＄
・
国
三
８
三
８
息
号
困
（
Ⅱ
同
室
・
）
巨
溢
ワ
圏
【
声

”
の
昌
圓
の
『
・
国
戸
め
・
巴
【

⑰
］
６
ｍ
已
巨
［
Ｐ
宛
昌
一
３
－
房
『
曰
目
自
画
ｎ
ｍ
（
ロ
－
８
日
百
日
。
■
四
目
『
己
】
目
ｇ
ｏ
一
房
邑
函
『
）
で
・
圏
◎

⑬
こ
の
こ
と
か
ら
Ｒ
・
バ
ー
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
も
つ
エ
リ
ー
ト
主
義
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
指
摘
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
ｐ
ガ
グ
マ
ー
は
対

話
の
強
鯛
に
よ
っ
て
こ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
和
ら
げ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
Ｑ
・
幻
・
国
の
目
⑫
国
Ｐ
国
ｇ
ｏ
且
◎
ど
の
呂
菖
⑫
冒
凹
且
丙
⑩
］
日
ご
】
晩
日
（
。
Ｈ
ざ
『
」
ご
忠
）

”
の
凰
自
］
の
『
・
缶
『
ず
．
⑫
．
『
農

⑳
く
巳
，
三
量
目
二
・
Ｐ
ｍ
ｏ
○
・
ｍ
・
忠
『

鰯
の
且
目
缶
『
．
ご
ワ
の
『
＆
の
三
○
ｍ
一
局
冨
鼻
の
旨
の
『
宅
三
一
．
い
◎
已
亘
幽
呂
日
向
昏
涛
・
冒
卯
需
一
の
旨
の
ｍ
ｓ
１
胃
。
円
く
『
弓
冒
、
⑩
回
』
。
ｓ
）
⑫
．
］
雪

⑬
バ
ー
ン
ス
タ
ィ
ン
前
掲
書
所
収
の
ガ
ダ
マ
ー
か
ら
の
バ
ー
ン
ス
タ
〃
シ
へ
の
手
紙
〈
尹
瑁
の
彊
）
黙
〉
一
石
胃
『
ご
己
『
。
【
・
西
・
‐
。
・
の
國
島
曰
の
『
）
二
六
三
頁
。
な

お
こ
の
主
張
は
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
次
の
よ
う
な
考
え
、
即
ち
「
賢
き
（
雪
長
冨
】
［
）
の
方
法
的
鍛
練
」
（
霞
ロ
の
『
已
画
⑫
．
旨
『
Ｐ
Ｃ
日
丙
：
『
⑫
。
凰
凹
一
員
い
ぃ
の
目
，

ロ
富
篇
目
〔
『
『
目
宍
二
『
一
へ
富
国
ご
】
召
］
〕
ｍ
・
函
困
）
を
求
め
、
そ
こ
に
理
論
と
実
践
の
統
一
的
在
り
方
を
み
る
と
い
っ
た
考
え
に
対
す
る
批
判
と
し
て
銃
み
う
る
・

四
理
論
的
態
度
あ
る
い
は
概
念
的
学
問
の
立
場
に
対
す
る
、
こ
の
よ
う
な
「
消
極
的
」
評
価
は
、
ガ
ダ
マ
ー
の
そ
の
研
究
生
活
の
始
ま
り
の
時
期
に
お
い
て

特
に
極
立
っ
て
い
た
。
即
ち
サ
リ
ヴ
ァ
ン
に
よ
る
初
期
ガ
ダ
マ
ー
に
閲
す
る
研
究
（
両
．
⑫
巨
言
く
目
『
田
◎
言
日
田
の
『
ョ
目
の
昌
厨
〔
で
の
目
堕
】
く
目
旨
〕
呂
巴
）
に

拠
れ
ば
、
ガ
ダ
マ
ー
が
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
相
違
と
し
て
見
る
も
の
は
、
芸
術
家
と
芸
術
に
つ
い
て
の
研
究
者
と
の
相
違
に
類
似
し
て
お
り
、

あ
ら
ゆ
る
学
問
的
哲
学
は
、
概
念
に
携
わ
る
限
り
、
対
賭
的
三
次
元
的
プ
ラ
ト
ン
を
離
れ
、
モ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
え

な
い
、
と
す
る
（
で
。
『
、
）
。
そ
し
て
又
『
実
践
知
』
騰
文
（
。
且
色
目
の
『
・
の
雪
・
ｍ
ｂ
・
腿
Ｃ
［
［
・
）
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
手
解
き
に
よ
っ
て
轡
か
れ
た
と
は
い
え
、
そ

れ
は
ゲ
オ
ル
ゲ
・
サ
ー
ク
ル
の
影
裡
下
の
も
の
で
あ
り
、
ガ
ダ
マ
ー
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
が
実
存
に
つ
い
て
の
概
念
化
で
あ
る
と
既
に
洞
察
し
て
い
た
、

戸
惇
の
Ｃ

⑬
の
餌
目
白
の
『
・
エ
ロ
で
ｐ
．
ｍ
．
哩
猿
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“
の
言
，
一
・
ｍ
・
含
冒

鬮
ベ
イ
ナ
ー
前
掲
釈
鱒
四
○
頁
。

閏
昏
厚
・
の
．
酉
薩

働
く
随
一
・
与
專
・
⑫
・
農
箪
・

剛
警
ら
に
ガ
ダ
マ
ー
は
、
解
釈
学
騰
勢
の
締
め
括
り
の
響
弁
で
ｌ
明
ら
か
に
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
歩
み
霧
り
っ
っ
－
－
澆
践
哲
学
の
璽
麟
は
、
客
観
主
蕊
の

誤
っ
た
自
己
理
解
に
陥
っ
て
い
る
行
為
者
に
対
す
る
「
批
判
的
反
省
知
」
と
し
て
機
能
す
る
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
（
の
ぎ
．
い
い
．
画
麗
［
・
）
。

剛
旨
一
・
○
三
・
函
・
罵
黒
・

“
こ
れ
と
類
似
し
た
危
険
は
、
別
の
問
題
股
定
に
お
い
て
で
は
あ
れ
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
開
明
に
対
し
て
も
考
慮
き
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
実
存

開
明
の
賭
言
明
の
我
物
化
に
よ
っ
て
、
醜
者
は
挫
折
乃
至
限
界
状
況
の
必
然
性
を
先
取
り
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
の
挫
折
に
対
す
る
殻

（
屏
冨
巨
儲
）
と
し
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
究
と
解
決
の
方
向
提
示
に
関
し
て
は
、
拙
稿
『
実
存
と
解
釈
』

（
日
本
倫
理
学
会
編
「
倫
理
学
年
報
・
第
三
十
五
集
」
一
九
八
六
年
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑰
の
乏
・
い
め
．
－

㈱
Ｐ
『
戸
②
鼠

蓬
議
蕊
蕊
麓
態
聰
騒
灘
饗
蕊
蝉
鑓
潔
蕊
罐
：

㈱
』
『
厨
ｓ
忘
一
⑩
⑫
・
団
室
・
】
Ｓ
ｍ
ｇ
Ｄ

㈱
題
弓
百
ｍ
・
』
薩

勧
の
乏
・
』
ｂ
・
や
９

実
存
的
状
況
倫
理
学
と
解
釈
学
的
倫
理
学
（
上
）

ガ
ダ
マ
ー
を
し
て
「
真
理
と
方
法
」
に
お
け
る


