
研
究
発
表

人

１
　
道
徳
論
に
お
け
る
印
象
と
観
念

ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
論
解
釈
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
感

情
が
現
実
に
感
じ
ら
れ
る
「実
在
的
な
感
情
」
を
指
す
の
か
、
そ

れ
と
も
理
想
的
観
察
者
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
「仮
想
的
な
感
情
」

を
指
す
の
か
が
解
釈
上
の
論
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の

目
的
は
、
こ
の
問
題
の
検
討
を
通
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
人
間

本
性
と
道
徳
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
は
通
常
道
徳
感
情
学
説
に
分
類
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
精
神
に
現
わ
れ
る
知
覚
の
事

実
を
出
発
点
と
し
て
議
論
を
始
め
る
た
め
、
道
徳
感
情
の
発
生
過

程
に
関
し
て
は
不
可
知
論
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に

道
徳
感
情
の
発
生
源
と
し
て
一種
の
直
観
能
力
や
、
道
徳
感
官
を

想
定
し
た
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
や
、
ハ
チ
ソ
ン
ら
の
道
徳
感
情
学
説
と

は
異
な
っ
た
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
感
情
学
説
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

ま
ず
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
の
立
て
方
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

的

自

然

と

道

徳

ュ
ー
ム
に
お
け
る
道
徳
の
基
礎
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

1間
ヒ

矢

嶋

直

規

ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、
精
神
に
現
わ
れ
る
も
の

は
知
覚
以
外
に
な
く
、
そ
し
て
知
覚
は
印
象
と
観
念
の
二
種
類
に

分
か
れ
る
と
述
べ
、
道
徳
判
断
が
理
性
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
情
念
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
二
者
択
一的
な
問
題
設
定
を

行
な
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
知
覚
は
二
種
類
に
、
す
な
わ
ち
印
象
と
観
念
に
分

か
れ
る
の
で
、
こ
の
区
別
が
一
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の

問
題
か
ら
道
徳
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
当
面
し
て
い
る
研
究
を

始
め
よう。
それ
は、月悧渕鮒瑚相「劃翻「日副翻釧冽Ｎ

洲馴引測目矧副冽Ｎ割鋼「馴り則コ到川例剣Ｊ引到Ч川

網割日襴捌刻測割劃刷刻渕悧「翻剛引「引∃劇引例翻「

そ
れ
と
も
印
象
に
よ
っ
て
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
（強

調
ヒ
ュ
ー
ム
）。
公〓
８
）

そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
判
断
が
理
性
に
由
来
し
得
な
い
こ
と
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を
詳
細
に
論
証
し
、
道
徳
判
断
は
印
象
に
由
来
せ
ぎ
る
を
得
な
い

と
結
論
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
ヒ
ュー
ム
が
立
て
た
理
性
と
情
念

と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
は
、
か
れ
の
認
識
論
的
前
提
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
生
論
の
冒
頭
に
お
い
て
、
印
象
と

観
念
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

人
間
の
精
神
に
現
わ
れ
る
す
べ
て
の
知
覚
は
、
二
つ
の
異
な
っ

た
種
類
に
分
か
れ
る
。
私
は
そ
の
一方
を
「印
象
」、
も
う
一

方
を
「観
念
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
間
の

相
違
は
、
そ
れ
ら
が
心
に
働
き
か
け
、
思
考
も
し
く
は
意
識
の

内
容
と
な
る
時
の
勢
い
と
生
気
と
の
違
い
に
あ
る
。
き
わ
め
て

勢
い
よ
く
、
激
し
く
入
り
込
む
知
覚
を
印
象
と
名
付
け
て
も
さ

し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
、
心
に
初
め
て
現
わ
れ
る

時
の
感
覚
、
情
念
、
感
動
の
す
べ
て
を
こ
の
名
称
で
包
括
す
る

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
観
念
と
い
う
言
葉
で
、
思
考
や
推
論
の

際
の
勢
い
の
な
い
こ
れ
ら
の
心
像
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
…
印

象
と
観
念
と
の
こ
の
区
別
を
説
明
す
る
の
に
多
く
を
語
る
必
要

は
あ
ま
り
な
い
と
私
は
思
う
。
だ
れ
で
も
、
感
じ
る
こ
と
と
思

考
す
る
こ
と
の
違
い
は
自
分
自
身
す
ぐ
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

（ロワト　）

道
徳
判
断
は
知
覚
の
一種
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「す
べ
て
の
知

覚
」
が
「印
象
」
と
「観
念
」
と
に
分
類
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

道
徳
判
断
も
そ
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
述
は
、
道
徳
論
が
知
識
論
と
同
一
の
認
識
論

的
立
場
で
考
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
道
徳

判
断
が
「印
象
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
は
具
体
的
に

道
徳
判
断
を
行
な
う
主
体
と
し
て
の
道
徳
感
情
を
積
極
的
に
論
証

し
た
結
果
で
は
な
く
、
い
わ
ば
消
極
的
な
選
択
の
結
果
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
「印
象
」
と
い
う
用
語
に
き

わ
め
て
広
範
な
含
意
を
持
た
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
理
性
が
そ
の
選
択
に
お
い
て
棄
て
ら
れ
た
の
は
、
も
っぱ

ら
、
理
性
が
因
果
的
効
果
を
持
た
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
い

る
。
道
徳
判
断
は
人
間
の
行
動
や
情
念
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
論
の
最
も
根
本

的
な
前
提
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
が
道
徳
判
断
に
果
た
す
理
性
の
役
割
を
限
定
す
る
こ

と
に
力
を
注
い
だ
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
が
、
ウ
オ
ラ
ス
ト

ン
ら
の
理
性
主
義
的
道
徳
学
説
の
論
駁
を
主
た
る
目
的
の
一
つ
に

し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
論
証
方
法
の

故
に
、
道
徳
感
情
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
は
十
分
に
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
道
徳
感
情
を
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そ
の
他
の
感
情
と
わ
ず
か
に
感
情
と
い
う
名
称
を
共
に
し
て
い
る

と
い
う
だ
け
の
あ
る
特
別
な
感
情
と
み
な
し
、
そ
れ
以
外
の
感
情

と
の
違
い
は
、
ち
ょ
う
ど
音
楽
の
快
と
食
べ
物
の
快
が
異
な
っ
た

種
類
の
快
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
だ
れ
に
と
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
感
情
が

「あ
る
特
殊
な
感
情
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
道
徳
性
は
、
判
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、　
一層
適

切
に
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
感
じ
ま
た

は
心
持
ち
は
、普
通
に
は
き
わ
め
て
柔
ら
か
く
温
和
（８
Ｐ
彗
ヽ

器
ユ
【Φ）で
あ
る
。
そ
の
た
め
我
々
は
、
類
似
の
も
の
を
す
べ

て
同
じ
も
の
と
す
る
普
通
の
習
慣
に
し
た
が
っ
て
、
と
も
す
れ

ば
道
徳
性
の
感
情
ま
た
は
情
念
を
観
念
と
混
同
じ
が
ち
な
の
で

あ
る
。
（ロミ
ｅ

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「柔
ら
か
く
温
和
」
な
情
念
は
明
ら
か

に
『人
性
論
』
第
二
巻
で
説
明
さ
れ
て
い
る
「穏
や
か
な
情
念
」

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
『人
性
論
』
第
二
巻
に
お
い
て
ヒ
ュ
ー

ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

厳
格
な
哲
学
的
観
察
眼
を
も
っ
て
物
事
を
検
討
し
な
い
人
は
、

異
な
っ
た
感
覚
を
与
え
も
せ
ず
、
感
情
や
知
覚
と
直
接
に
区
別

で
き
な
い
よ
う
な
諸
々
の
精
神
活
動
を
、
全
く
同
じ
も
の
だ
と

思
っ
て
し
ま
う
の
も
当
然
で
あ
る
。
…
従
っ
て
一瞥
し
て
外
見

か
ら
物
事
を
判
断
す
る
人
々
は
、
同
じ
よ
う
に
穏
や
か
で
平
静

に
働
い
て
い
る
精
神
活
動
全
体
を
理
性
と
混
同
す
る
こ
と
に
な

２つ。と
こ
ろ
で
、
確
か
に
あ
る
種
の
穏
や
か
な
欲
求
と
傾
向
が
あ

り
、
そ
れ
ら
は
本
当
に
情
念
で
は
あ
る
が
、
精
神
に
情
動
を
も

た
ら
す
こ
と
な
く
、
直
接
の
感
情
や
感
覚
よ
り
は
そ
の
結
果
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（日含
じ

こ
れ
以
外
に
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
わ
ゆ
る
「理
性
」
と
さ
れ
て
い

る
も
の
が
、
「情
念
の
一般
的
で
穏
や
か
な
決
定
に
ほ
か
な
ら
な

い
」（↓
認
じ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
感
情
は
『人
性
論
』
第
二
巻
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
「穏
や
か
な
情
念
」
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
観
念
と
印
象
が
区
別
で
き
な
く
な
る
よ

う
な
い
く
つ
か
の
例
外
的
な
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
『人
性
論
』

の
い
く
つ
か
の
箇
所
に
お
い
て
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
い
う
感
情
と
は
、
連
合
心
理
学
の
原
理
の
基
づ
い
て
変
化
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「穏
や
か
」
で
あ
る
こ
と
が
道
徳
感
情
で

あ
る
こ
と
の
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
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道
徳
「感
情
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
定
義
に
お
い
て

ヒ
ュ
ー
ム
が
、
道
徳
「感
情
」
を
、
と
も
す
れ
ば
「理
性
」
と
区

別
し
難
い
よ
う
な
「柔
ら
か
く
温
和
」
な
感
情
と
説
明
し
た
こ
と

が
、
道
徳
感
情
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
混
乱
を
も
た
ら
す
一因
に
な
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

た
だ
し
こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
理
性
と
い
う
概
念
は
、
観
念
相
互
の
関
係
を

扱
う
働
き
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
独
自
の
認
識
論
的
枠
組
み
に
お
い
て

定
義
さ
れ
て
い
る
意
味
で
の
み
用
い
ら
れ
て
お
り
、
私
た
ち
の
日

常
の
言
語
使
用
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
に
お
い
て
や
、

あ
る
い
は
カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
、
道
徳
論
に
お
い
て

批
判
さ
れ
て
い
る
理
性
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
意
味

で
の
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

２
　
一般
的
観
点

ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
感
情
が
「理
性
」
と
区
別
し
難
い
「柔
ら
か

く
穏
や
か
」
な
情
念
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
ほ
か
に
、
現
実
の
感

情
が
必
ず
し
も
道
徳
判
断
に
対
応
す
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
道
徳
判
断
は
、
個
人
的
な

状
況
、
あ
る
い
は
一時
的
心
理
状
態
に
由
来
す
る
偏
り
を
避
け

「不
変
で
一般
的
観
点
」
に
立
っ
て
下
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
彼
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
る
性
格
が
自
己
を
道
徳
的
に
善
、
ま
た
は
悪
と
呼
ば
せ
る

よ
う
な
感
じ
ま
た
は
心
持
ち
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
そ
の
性
格

を
我
々
の
特
殊
利
害
と
の
関
連
な
し
に
一般
的
に
考
察
す
る
時

だ
け
な
の
で
あ
る
。（日ミ
じ

個
人
的
な
状
況
に
由
来
す
る
矛
盾
を
避
け
て
、
物
事
に
関
す

る
よ
り
安
定
し
た
判
断
を
行
な
う
た
め
に
、
私
た
ち
は
あ
る
不

変
で
一般
的
な
観
点
を
決
め
、
私
た
ち
の
現
在
の
状
況
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
つ
も
自
分
自
身
を
そ
の
一般

的
観
点
に
置
く
の
で
あ
る
（強
調
ヒ
ュ
ー
ム
）。（弓認
じ

周
知
の
よ
う
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
そ
の
概
念
を
さ
ら
に
発
展

さ
せ
て
、
「公
正
な
観
察
者
」
と
し
て
定
式
化
し
、
そ
れ
を
彼
の

道
徳
哲
学
の
主
要
な
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
ま
た
そ
う
し
た

形
で
ヒ
ュ
ー
ム
の
一般
的
観
点
を
発
展
さ
せ
た
の
は
ア
ダ
ム
・
ス

ミ
ス
ば
か
り
で
は
な
い
。
道
徳
的
規
範
を
導
出
す
る
方
法
の
定
式

化
が
、
近
代
以
降
の
道
徳
哲
学
・倫
理
学
の
主
要
な
課
題
ど
な
り
、

普
遍
性
を
道
徳
性
の
要
件
と
主
張
す
る
哲
学
者
は
、し
ば
し
ば
ヒ
ュー

ム
の
一般
的
観
点
を
そ
の
代
表
例
と
し
て
援
用
し
て
き
た
。
例
え

ば
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
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ヒ
ュ
ー
ム
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
を
思
わ
せ
る
次
の
よ
う
な
定

義
を
考
え
て
み
よ
う
。
あ
る
事
柄
、
例
え
ば
社
会
シ
ス
テ
ム
が
正

し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
る
理
想
的
に
合
理
的
で
公
正
な
観
察
者

が
、
そ
の
状
況
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
知
識
を
所
有
す
る
と

し
た
場
合
に
一般
的
な
観
点
か
ら
是
認
す
る
で
あ
ろ
う
時
で
あ
る
。

合
正
義
論
』

，
あ
じ

ロ
ー
ル
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
道
徳
論
を
同
じ

も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
ル
ズ
は
こ
こ
で
ヒ
ュー

ム
解
釈
を
提
案
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
体

系
に
お
け
る
「
一般
的
観
点
」
の
位
置
付
け
は
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
と

は
別
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け

る
道
徳
感
情
の
意
義
付
け
を
め
ぐ
る
解
釈
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
感
情
を
実

際
に
感
じ
ら
れ
る
感
情
で
は
な
く
、
理
想
的
な
観
察
者
に
よ
っ
て

一般
的
な
観
点
を
と
っ
た
時
に
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
「仮
想
的

な
感
情
」
と
見
な
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
道
徳
感

情
と
現
実
の
感
情
の
厳
密
な
対
応
関
係
を
否
定
し
て
お
り
、
そ
の

こ
と
が
そ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
解
釈
の
主
要
な
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
私
に
は
こ
う
し
た
解
釈
は
、
適
切
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。

そ
う
し
た
解
釈
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
「
一般
的
観
点
」
は
、

ヒ
ュ
ー
ム
自
身
の
思
惑
を
越
え
過
大
に
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
私
は
思
う
。
と
い
う
の
も
「仮
想
的
な
感
情
」
は
、
ヒ
ュ
ー

ム
の
考
え
る
感
情
の
定
義
に
照
ら
し
て
形
容
矛
盾
で
あ
り
、
な
に

よ
り
も
そ
う
し
た
解
釈
は
、
道
徳
の
根
本
的
な
要
件
を
因
果
的
な

観
点
か
ら
捉
え
、
人
間
を
つ
き
動
か
す
因
果
性
を
有
す
る
こ
と
と

考
え
た
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
哲
学
の
根
本
的
な
前
提
に
適
合
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

『人
性
論
』
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
が

「
一般
的
観
点
」
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
時
代
や
場
所
の
隔
た
り

に
よ
る
道
徳
判
断
の
「矛
盾
を
防
止
し
て
、
も
の
ご
と
の
さ
ら
に

安
定
し
た
判
断
に
澤
す
る
た
り
」
の
方
法
と
し
て
で
あ
っ
た
。

コ
般
的
観
点
」
は
そ
れ
だ
け
に
よ
っ
て
道
徳
判
断
を
可
能
に
す

る
よ
う
な
道
徳
判
断
の
根
本
的
前
提
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
感

情
が
偏
り
の
な
い
形
で
現
わ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
補

助
的
な
手
段
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
「
一般
的
観
点
」
を
取
る
こ
と
は
、

他
者
と
の
想
像
上
の
立
場
の
交
換
を
可
能
に
す
る
手
続
き
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
そ
の
場
合
、
道
徳
感
情
は
自

己
の
も
の
で
は
な
い
、
別
の
個
人
の
も
の
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
「個
人
的
な
状
況
に
由
来

す
る
矛
盾
」
か
ら
自
由
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

こ
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「公
正
な
観
察
者
」
や
、
現
代
倫
理
学
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で
い
わ
れ
る
道
徳
判
断
の
普
遍
化
可
能
性
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
一

般
的
観
点
と
の
違
い
が
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
道
徳
の
普
遍

性
が
求
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
各
々
独
立
し
て
存
在
す
る

諸
個
人
の
共
通
項
を
ま
と
め
て
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
一般
的
観
点
」
か
ら
「理
想
的
観
察
者
」
道
徳
論

へ
の
発
展
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
は
本
来
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
道
徳
判
断
は
、
あ

く
ま
で
も
「普
通
の
人
間
」
に
よ
っ
て
、
た
だ
妨
げ
な
い
条
件
に

お
い
て
下
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「公
正
な
観
点
は
」
「
一般
的
観
点
」
と
明
確
に
区
別
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
先
ず
始
め
に
「公
正
」
と

は
何
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
道
徳
判
断
を

「公
正
な
観
点
」
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
定
義
す
る
こ
と
は
論
点

先
取
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
立
場
で
は
、
道
徳
判
断
は
一般
の
人
間
か
ら
か
け

離
れ
た
「聖
人
」
―
―
た
と
え
ば
、　
一般
の
人
間
が
持
つ
よ
う
な

自
己
の
福
利
に
対
す
る
配
慮
が
極
度
に
薄
く
、
人
間
の
行
動
の
直

接
的
な
関
心
対
象
で
あ
る
物
質
的
所
有
、
社
会
的
承
認
の
欲
求
を

ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
人
物
―
―
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
う
し
た
道
徳
判
断
を

『道
徳
原
理
探
究
』
に
お
い
て
「僧
侶
的
美
徳
」
と
し
て
批
判
し

て
い
る
。
（日Ｎ
ｅ

ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
人
間
本
性
と
い
わ
れ
る
時
の
「人
間
」
は

個
々
の
人
間
を
越
え
た
類
的
な
次
元
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
が
ヒ
ュ
ー
ム
が
『人
性
論
』
第
一巻
で
お
こ
な
っ
て
い
る
パ
ー

ク
リ
ー
的
な
精
神
の
実
体
的
理
解
に
対
す
る
批
判
の
積
極
的
な
意

味
で
あ
る
。
と
同
時
に
精
神
の
実
体
的
理
解
の
否
定
は
、
共
感
に

基
づ
い
て
可
能
に
な
る
人
間
の
あ
り
方
を
基
礎
付
け
る
た
め
の
理

論
的
準
備
で
も
あ
る
。
人
間
は
「印
象
の
東
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
各
々
の
も
つ
印
象
を
伝
達
し
あ
い
な
が
ら
全
体
と
し

て
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
つ
つ
存
在
し
得
る
も
の
と
な
る
。
道

徳
と
は
こ
う
し
た
人
間
の
類
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
自
然
的
な

存
在
の
仕
方
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
道
徳
は
奇
特
な
個
人
の
特
性
で
は
な
く
、
本
来
だ
れ
に

と
っ
て
も
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
道
徳

は
現
実
の
人
間
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

た
と
え
、
「理
想
的
」
な
道
徳
判
断
が
下
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ

が
人
間
本
性
に
適
合
し
な
い
な
ら
ば
他
者
と
の
道
徳
的
連
関
の
原

理
で
あ
る
「共
感
」
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
な
く
、
人
間
の
行
動

の
原
理
と
し
て
は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
、

道
徳
判
断
は
あ
く
ま
で
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
本
来
共
有
し
て
い

る
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
も
そ

の
た
め
で
あ
る
。
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
は
そ
れ
自
体
で
価
値
の
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あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
本
性
を
前
提
に
し
た
適
切
な
あ
り
方

で
し
か
な
い
。
ま
た
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
道
徳
性
の
基
準
は
あ
く

ま
で
も
こ
う
し
た
「人
間
本
性
」
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
道
徳
的

卓
越
性
を
測
る
尺
度
は
存
在
し
な
い
。

３
　
人
間
的
自
然
と
道
徳

ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
人
間
本
性
の
斉
一性
と
は
、
す
べ
て
の
人
間

が
一
つ
の
道
徳
的
問
題
に
対
し
て
同
一
の
道
徳
判
断
を
下
す
こ
と

を
意
味
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
人
間
本
性
の
斉
一性
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
、
お

よ
そ
人
間
的
で
あ
る
限
り
善
悪
（徳
、
悪
徳
）
の
知
覚
を
根
拠
に

し
て
行
動
し
う
る
素
質
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
善

悪
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
対
象
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
ま
た
そ
う
し
た
道
徳
性
の
領
域
の
全
体
が
「物
質
的
自
然
」

や
「動
物
的
自
然
」
と
区
別
さ
れ
る
「人
間
的
自
然
」
な
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
人
間
的
自
然
が
、
人
間
の
本
性
と
し
て
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
こ
そ
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
張
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
徳

も
悪
徳
も
「奇
跡
」
と
反
対
の
意
味
に
お
い
て
自
然
的
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
奇
跡
が
存
在
す
る
こ
と
が
驚
異
な
の
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
奇
跡
は
な
ん
ら
か
の
調
和
的
な
秩
序
を
前
提
と
す
る
こ

と
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
奇
跡
を
考
え
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
よ
う
な
秩
序
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
哲
学

的
な
課
題
と
な
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
独
創
性
は
、
こ
う
し
た
人
間
的

自
然
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
に
よ
っ
て
道
徳
を
哲
学
的
に
基
礎

付
け
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
「自
然
」
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
経
験
論
的
に
最
も
堅
固
な
基
礎
付
け
と
な
り
う
る
の
で

あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
は
第
一義
的
に
善
に
つ
い
て
の
考
察
を
主

題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
「徳
も
悪
徳
も
同
じ
よ

う
に
自
然
的
で
あ
る
六
霊
蛍
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
自

然
的
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
「人
間
に
と
っ
て
」
自
然
的
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
道
徳
と
は
、
徳
、

悪
徳
（善
、
悪
）
と
い
う
基
準
で
理
解
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
人
間
行
為
の
全
体
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら

ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
〓
“８
”口
Ｚ
摯
日
Φは
、
道
徳
論
に
お
い
て
は
認

識
論
的
な
地
平
に
現
わ
れ
る
狭
義
の
知
覚
を
意
味
す
る
も
の
と
だ

け
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ヒ
ュ
ー
ム
の
功
績

は
、
「人
間
的
自
然
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
人
間
の
道
徳
的

世
界
の
全
体
を
基
礎
付
け
た
点
に
こ
そ
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
「人
間
本
性
」
の
特
徴
は
、
現
実
と
理
想

（道
徳
的
規
範
）
を
二
元
的
に
捉
え
る
理
想
主
義
的
な
道
徳
論
と

対
比
し
て
考
え
る
と
一層
鮮
明
に
な
る
。
つ
ま
り
、
理
想
主
義
的

な
道
徳
論
が
、
到
達
す
べ
き
目
的
と
し
て
、
道
徳
的
規
範
を
現
実
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の
彼
方
に
想
定
す
る
の
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
的
規

範
は
、
人
間
に
と
っ
て
い
わ
ば
そ
の
皮
膚
の
下
に
存
在
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
字
通
り
「人
間
的
自
然
」
で
あ
っ
て
、

現
実
と
無
関
係
に
存
在
す
る
諸
観
念
相
互
の
関
係
を
取
り
扱
う
能

力
で
あ
る
「理
性
」
に
よ
る
妨
げ
も
な
く
、
ま
た
は
病
的
な
意
識

障
害
な
ど
の
存
在
し
な
い
状
態
で
最
も
純
粋
な
形
で
現
わ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
私
た
ち
の
基
本
的
な
道

徳
的
概
念
が
人
間
的
自
然
（人
間
本
性
）
に
由
来
す
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
　
結
　
び

こ
こ
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
判
断
が
現
実
の
道
徳
感
情
を
前
提

と
す
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
一般
的
な
観
点
を
と
っ
た
時
に
考
え

ら
れ
る
仮
想
的
な
感
情
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
一

応
の
回
答
を
提
示
し
た
い
。

ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
感
情
の
実
在
性
の
定
義
は
、
道
徳
的
な

意
識
が
知
覚
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か

な
る
形
で
あ
れ
道
徳
判
断
が
下
さ
れ
る
時
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳

感
情
は
実
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
静
か
な
情
念
と
い
わ
れ

る
も
の
は
そ
の
判
断
自
体
を
意
味
し
て
い
る
。

私
た
ち
は
通
常
自
己
と
疎
遠
な
他
者
の
行
為
に
関
す
る
道
徳
判

断
を
行
な
う
さ
い
に
は
現
実
の
感
情
と
道
徳
判
断
の
一致
を
認
め

る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
自
己
、
及
び
自
己
と
親
し
い
関
係
に
あ

る
人
々
の
利
害
に
反
す
る
道
徳
判
断
に
関
し
て
は
両
者
が
対
応
し

な
い
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
だ
が
こ
の
場
合
に
も
、
道
徳
感
情
が

現
実
の
感
情
と
厳
密
に
対
応
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、

道
徳
感
情
が
現
実
の
感
情
と
し
て
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
道
徳
感
情
の
他
に
、
も
う
一
つ
そ
れ
と
は

別
の
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
道

徳
感
情
は
そ
れ
以
外
の
感
情
と
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
と
ヒ
ュ
ー

ム
が
い
う
時
、
こ
う
し
た
道
徳
感
情
の
存
在
の
あ
り
か
た
の
こ
と

を
述
べ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
が
道

徳
的
当
為
の
意
識
を
も
つ
こ
と
が
、
道
徳
的
に
動
機
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
必
要
十
分
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
性
論
第
二
巻

に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
情
念
の
分
類
に
お
い
て
は
、
道
徳
感

情
は
ど
の
特
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
も
な
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う
道
徳
的
世
界
の
秩
序
は
道
徳
的
に

望
ま
し
い
こ
と
の
み
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
る
道
徳
的
世
界
と
は
、
道
徳

的
に
望
ま
し
い
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

道
徳
的
に
望
ま
し
く
な
い
こ
と
も
行
な
わ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
道
徳

的
に
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
文
脈
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
さ
れ
る
過
程
全
体
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
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論
が
天
上
的
世
界
を
描
い
た
形
而
上
学
で
は
な
い
こ
と
の
意
義
は

こ
の
点
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
経
験
論
者
ヒ
ュ
ー
ム
道
徳
論
の

長
所
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
社
会
哲
学
や
正
義
論
の
基
礎
付
け
に
直

接
結
び
つ
く
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
『人
性
論
』
を
貫
く
哲
学
的
視
点
の
特
徴
は
、
原
因

と
結
果
の
観
点
か
ら
世
界
を
解
釈
す
る
こ
と
、
そ
し
て
原
因
結
果

の
関
係
が
普
遍
的
な
法
則
で
あ
る
と
す
る
説
に
対
す
る
批
判
に
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
視
点
は
「道
徳
論
」
に
お
い
て
も
揺
る
ぎ
な
く

一貫
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
原
因
性
を
持
た
な
い

理
性
を
道
徳
判
断
の
主
た
る
働
き
か
ら
排
除
し
、
道
徳
判
断
の
主

体
は
、
因
果
的
効
果
に
よ
っ
て
世
界
を
構
成
し
う
る
原
因
性
を
持

つ
「印
象
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
道
徳
感

情
と
は
人
間
に
だ
け
適
用
さ
れ
る
特
殊
な
因
果
性
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
因
果
性
は
、
人
間
に
固
有
の
因
果
性
で
あ
り
、
で
あ
る
か
ら

こ
そ
そ
れ
は
「人
間
的
」
自
然
で
あ
る
。
し
か
も
、
ま
さ
に
そ
れ

が
因
果
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
的
に
結
合
し
た
一
つ
の

世
界
を
生
み
だ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
因
果
的
効
果
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
が
人
間
的
自
然
の
世
界
、
す
な
わ
ち
道

徳
的
世
界
で
あ
る
。
道
徳
的
世
界
の
本
質
を
ヒ
ュ
ー
ム
は
こ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
超
越
性
を
排
し
た
道

徳
論
に
経
験
論
者
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
論
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

文

献

ヒ
ュ
ー
ム
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
『人
性
論
』
を
弓
『道

徳
原
理
探
究
』
を
国と
し
ゼ
ル
ピ
ー
・
ビ
ッ
グ
版
の
ペ
ー
ジ
数
を

記
し
た
。
邦
訳
は
岩
波
文
庫
版
、
中
央
公
論
社
版
を
参
照
さ
せ
て

頂
い
た
。
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