
社
会
倫
理
の
基
礎良

心
｜
｜
倫
理
的
判
断
能
力
な
ら
び
に
人
格
的
責
任
の
源
泉
｜
｜

エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
シ
ョ
ッ
ケ
ン
ホ
フ

山

田

秀

訳

倫
理
的
葛
藤
問
題
に
か
ん
し
て
は
、
私
的
な
会
話
を
交
わ
す
に
し
て
も
、
公

的
な
討
論
を
行
う
に
し
て
も
最
後
に
な
っ
て
し
ば
し
ば
次
の
文
に
お
目
に
か
か

る
こ
と
に
な
る
。「
そ
れ
は
誰
も
が
自
分
の
良
心
に
聞
き
入
っ
て
対
処
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
と
。
そ
こ
に
籠
め
ら
れ
た
諦
念
の
響
き
は
、
対
話
参
加
者
に
対

し
て
、
理
性
的
な
理
解
の
限
界
点
ま
で
進
ん
で
き
て
、
当
該
問
題
に
か
ん
し
て

は
こ
れ
以
上
理
性
的
な
同
意
が
期
待
で
き
な
い
、と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

個
人
の
良
心
に
訴
え
る
こ
と
は
、
善
悪
に
向
け
て
の
問
い
か
け
に
対
し
て
一
般

的
に
妥
当
し
万
人
を
拘
束
す
る
答
え
を
一
緒
に
獲
得
し
よ
う
と
の
努
力
に
取
っ

て
代
わ
る
。
具
体
的
な
状
況
下
で
個
々
人
に
と
っ
て
厳
し
い
試
練
に
耐
え
抜
か

ね
ば
な
ら
な
い
共
通
の
倫
理
的
な
知
を
前
提
に
し
て
い
る
、sy

n
-eid

esis

や

co
n
-scien

tia

と
い
っ
た
古
代
語
の
相
当
語
と
は
異
な
っ
て
、
現
在
の
用
法
に

み
ら
れ
る
ド
イ
ツ
語” G

ew
issen

“

﹇
良
心
﹈
は
、
普
遍
的
倫
理
的
原
理
と
拘
束

的
な
価
値
確
信
へ
参
照
す
る
こ
と
を
公
衆
か
ら
大
幅
に
取
り
除
い
て
し
ま
う
。

良
心
｜
主
観
的
な
恣
意
な
の
か
、
そ
れ
と
も
拘
束
力
あ
る
決
定

機
関
な
の
か
？

こ
う
し
た
こ
と
は
一
見
重
要
で
な
い
言
葉
の
変
化
に
即
し
て
明
白
と
な
る
。

哲
学
的
お
よ
び
神
学
的
伝
統
が
良
心
判
断
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
故
に
良
心
が

人
間
の
倫
理
的
理
性
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
に
対
し

て
、
現
代
の
語
法
に
お
い
て
は
大
抵
の
場
合
、
良
心
決
定
な
い
し
自
律
的
良
心

の
自
己
決
定
が
語
ら
れ
て
い
る
。
良
心
に
関
わ
ら
し
め
た
と
こ
ろ
で
、
個
々
人

が
こ
の
生
起
﹇
良
心
に
訊
ね
る
こ
と
﹈
に
よ
っ
て
倫
理
的
真
理
の
要
求
に
従
う

と
い
う
希
望
は
あ
ま
り
抱
か
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
個
人
の
良
心
に
頼
る
こ
と
は
、

こ
の
要
求
か
ら
の
自
己
﹇
の
責
任
﹈
免
除
に
役
立
つ
。
即
ち
、
良
心
の
決
定
を

下
す
者
は
国
家
や
教
会
と
い
う
共
同
体
の
前
で
自
己
の
行
為
の
正
当
化
を
な
す

た
め
の
強
制
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

良
心
は
決
疑
論
的
な
決
定
権
能
を
与
え
る
が
、
こ
の
権
能
の
お
蔭
で
個
人
は
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倫
理
的
真
理
の
要
求
を
自
己
の
生
活
状
況
に
適
合
さ
せ
、
自
ら
に
役
立
つ
程
度

に
限
定
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
公
的
な
議
論
の
場
で
「
良
心
」
と
い
う
言
葉

が
頻
繁
に
使
わ
れ
す
ぎ
て
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
し
て
し
ま
い
、
単
語
を
安
易
な
是

認
硬
貨
に
し
て
し
ま
う
（
ヨ
ー
ゼ
フ
・
イ
ー
ゼ
ン
ゼ
ー
）。
過
去
の
偉
大
な
良
心

の
証
し
人
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
を
経
て
、
二

十
世
紀
の
宗
教
的
・
政
治
的
殉
教
者
が
そ
の
良
心
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
高
い
代
価
を
払
っ
た
、
即
ち
、
極
端
な
場
合
に
は
己
が
命
で
さ
え
も
犠
牲
に

し
た
、
こ
の
こ
と
に
比
し
て
、
今
日
で
は
し
ば
し
ば
良
心
の
援
用
が
、
良
心
決

定
の
個
々
人
の
犠
牲
を
低
下
さ
せ
、
現
存
す
る
良
心
葛
藤
状
況
下
で
は
犠
牲
の

よ
り
少
な
く
て
済
む
選
択
肢
の
選
択
を
正
当
化
す
る
目
的
を
追
求
し
て
い
る
。

自
律
的
良
心
に
は
、
自
己
正
当
化
お
よ
び
道
徳
的
免
責
へ
の
意
図
が
内
在
し
て

い
る
。
そ
の
自
律
的
良
心
は
、
と
り
わ
け
、
や
ま
し
い
と
こ
ろ
の
な
い
良
心
と

し
て
、
即
ち
、
社
会
の
そ
の
時
々
の
道
徳
基
準
と
一
致
し
て
選
択
さ
れ
た
行
為

態
様
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
良
心
と
し
て
、
自
己
証
言
し
た
が

る
も
の
で
あ
る
。

全
体
主
義
国
家
に
お
け
る
良
心

上
記
の
良
心
の
意
味
変
化
は
、
二
つ
の
典
型
的
な
良
心
状
況
に
よ
っ
て
描
写

さ
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
農
夫
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ツ
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
シ
ュ
テ

タ
ー
（
一
九
〇
七
｜
一
九
四
三
年
）
が
ヒ
ト
ラ
ー
の
軍
隊
へ
の
兵
役
を
拒
否
し

た
こ
と
と
、
妊
娠
葛
藤
状
況
下
で
出
生
前
の
子
﹇
胎
児
﹈
の
生
命
を
自
己
の
利
益

に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
決
断
﹇
自
己
決
定
権
の
優
先
﹈
を
多
く
の
親
が
し
た
こ
と
の

二
例
で
あ
る
。
第
一
事
例
の
ば
あ
い
に
は
、
自
己
の
良
心
に
対
す
る
忠
誠
が
、

社
会
道
徳
の
一
般
的
な
期
待
を
超
え
出
て
最
終
的
に
は
そ
れ
を
拒
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
行
為
を
と
ら
し
め
た
。
イ
ェ
ー
ガ
ー
シ
ュ
テ
タ
ー
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦

し
み
の
戦
い
に
あ
っ
て
も
、
拘
禁
の
孤
独
の
中
で
も
最
後
ま
で
良
心
が
納
得
し

な
い
と
い
う
態
度
を
貫
い
た
。
国
家
や
教
会
と
い
っ
た
最
高
権
威
機
関
が
家
族

に
対
し
て
払
う
べ
き
配
慮
を
、
そ
し
て
国
民
や
祖
国
へ
の
道
徳
的
義
務
と
や
ら

を
思
い
起
す
よ
う
彼
に
語
り
か
け
て
時
で
さ
え
、
彼
は
自
分
の
良
心
に
忠
実
で

あ
り
続
け
た
。

そ
の
日
記
帳
に
は
山
上
の
垂
訓
か
ら
「
誰
も
二
人
の
主
に
兼
ね
仕
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
」（
マ
タ
イ
六
・
二
四
）
と
い
う
一
文
と
、
既
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
告

発
者
に
対
し
て
語
っ
た
ア
ポ
ロ
ギ
ア
（5,

29

）
の
「
人
は
人
に
従
う
よ
り
も
む

し
ろ
神
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
た
。

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
第
七
章
一
三
以
下
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
道
の
比
喩

B
ild

は
彼
に
己
が
良
心
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
で
狭
く
険
し
い
道
を
歩
む
力
を

与
え
た
。
キ
リ
ス
ト
に
対
す
る
決
然
と
し
た
然
り
、
こ
れ
こ
そ
、
与
え
ら
れ
た

公
言
の
機
会
に
、
よ
り
容
易
な
道
を
選
ぶ
こ
と
｜
た
と
い
同
時
代
の
他
の
無
数

の
男
た
ち
同
様
、
一
般
道
徳
の
基
本
原
則
か
ら
み
て
こ
の
道
が
彼
に
も
選
択
可

能
で
あ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
﹇
そ
し
て
じ
っ
さ
い
可
能
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
﹈

｜
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
抵
抗
へ
の
倫
理
的
義
務
が

た
と
い
己
が
生
命
の
犠
牲
ま
で
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

イ
ェ
ー
ガ
ー
シ
ュ
テ
タ
ー
は
、
こ
の
よ
り
困
難
な
道
を
彼
自
身
に
も
家
族
に
も

期
待
し
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
、
自
分
自
身
に
よ
っ
て
要
求
せ
ら
れ
た
決
定
が
、

神
と
偶
像
と
の
間
で
の
、
キ
リ
ス
ト
と
悪
魔
と
の
間
で
の
、
真
理
と
虚
偽
と
の

良 心
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間
で
の
選
択
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。
彼
に
教
会
の
正
戦
論
と
祖
国
防
衛
を

な
す
べ
き
兵
士
の
義
務
を
想
い
起
こ
さ
せ
た
司
教
に
対
し
て
、
彼
は
次
の
よ
う

に
答
え
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
の
戦
争
は
不
正
な
侵
略
戦
争
で
あ
り
、
そ
の
支
配

体
制
は
「
残
忍B

a
rb
a
rei

」
で
あ
り
、
腐
敗
に
し
か
帰
着
し
な
い
も
の
で
あ
る
、

と１
）

。良
心
判
断
に
基
づ
く
以
上
、
彼
に
は
他
の
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。
キ
リ
ス
ト

に
従
う
決
定
と
良
心
へ
の
忠
実
、
こ
れ
こ
そ
が
人
間
を
侮
蔑
す
る
不
法
体
制
に

否
を
通
す
勇
気
を
彼
に
与
え
た
。
そ
の
体
制
が
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
彼
は
烱
眼

で
も
っ
て
見
抜
い
て
い
た
。
現
在
の
道
徳
哲
学
の
概
念
用
語
に
お
い
て
は
殉
教

と
い
う
行
為
は
、
通
常
の
期
待
義
務
を
超
過
す
る
行
為
で
あ
り
、
賞
賛
に
値
す

る
超
過
行
為
な
い
し
象
徴
的
な
表
現
行
為
で
あ
っ
て
、
法
と
道
徳
の
要
求
な
い

し
社
会
に
対
し
て
負
う
べ
き
程
度
を
超
過
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
良
心
の
証

言
の
そ
の
感
銘
深
い
信
憑
性
は
、
こ
れ
は
二
十
世
紀
の
信
仰
の
生
涯
を
考
察
す

る
者
は
誰
も
否
定
で
き
な
い
も
の
で
、
同
様
な
場
面
で
他
者
に
期
待
さ
れ
う
る

以
上
を
自
ら
に
求
め
る
と
い
う
覚
悟
の
結
果
で
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、

彼
が
国
家
社
会
主
義
と
い
う
不
法
体
制
に
良
心
に
基
づ
い
て
抗
議
し
た
こ
と

は
、
善
悪
の
基
準
な
る
も
の
は
、
た
と
い
当
時
の
時
代
精
神
に
よ
っ
て
倒
錯
し

た
公
共
道
徳
に
ほ
と
ん
ど
反
響
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
厳
然
と
し
て
動
か
ぬ

も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
。

妊
娠
時
葛
藤
に
お
け
る
良
心

こ
れ
に
対
し
て
、
両
親
が
そ
の
「
良
心
に
か
け
て
」
出
生
前
の
子
供
﹇
胎
児
﹈

の
生
命
権
に
反
す
る
決
定
を
下
す
事
例
に
お
い
て
は
、
個
々
人
の
良
心
要
求
と

一
般
倫
理
学
の
最
低
基
準
と
の
間
で
の
関
係
が
す
っ
か
り
逆
に
な
っ
て
い
る
。

今
や
良
心
は
、
犠
牲
を
甘
受
す
る
と
か
自
己
の
利
益
を
差
し
控
え
る
こ
と
は
命

じ
は
せ
ず
、
却
っ
て
、
自
分
の
利
益
と
一
致
す
る
行
為
を
、
し
か
も
、
法
と
道

徳
が
固
有
の
人
間
の
尊
厳
を
有
す
る
子
供
の
承
認
と
不
可
譲
の
生
命
権
の
尊
重

を
命
ず
る
と
こ
ろ
で
す
ら
、
許
す
の
で
あ
る
。

我
々
の
時
代
の
公
共
道
徳
か
ら
中
絶
の
不
法
な
性
格
に
対
す
る
洞
察
が
消
失

し
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
の
連
関
を
よ
り
詳
細
に
論
じ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

自
己
の
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
い
そ
れ
が
意
欲
さ
れ
ず

に
発
生
し
た
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
或
い
は
具
体
的
な
あ
り
方
が
予
見
で
き
な

か
っ
た
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
引
き
受
け
る
と
い
う
の
は
、
結
果
責
任
の

エ
ー
ト
ス
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
こ
の
エ
ー
ト
ス
は
民
主
主
義
社
会
の
正
し
い

共
同
生
活
を
は
じ
め
て
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
計
画
外
の
妊
娠
と

い
う
限
界
事
例
に
お
い
て
も
、
予
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
責
任
を
引
き
受
け
よ

う
と
い
う
覚
悟
を
含
ん
で
い
る
。
両
親
と
子
供
と
が
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
、
そ

の
特
別
の
関
係
は
、
｜
両
親
が
道
徳
的
自
己
決
定
に
お
い
て
克
服
で
き
る
｜
盲

目
的
な
自
然
の
気
分
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
人
が
共
同
し
て
子
供
を

つ
く
っ
た
と
い
う
単
純
な
事
実
に
由
来
す
る
。
こ
の
事
実
に
、
子
供
を
世
話
し

養
育
す
る
共
通
の
義
務
が
根
拠
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
更
に
子
供
を

九
ヶ
月
間
妊
娠
し
つ
づ
け
る
母
の
義
務
が
由
来
す
る
。

子
供
の
生
命
権
に
対
応
す
る
こ
う
し
た
道
徳
義
務
は
両
親
の
恣
意
に
属
す
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
の
妥
当
性
は
個
々
人
の
良
心
決
断
に
よ
っ
て
も
当
事
者
の

自
己
決
定
権
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
無
効
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
普

社 会 と 倫 理
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及
し
て
い
る
見
解
に
反
し
て
、
両
親
の
良
心
の
自
由
も
自
己
決
定
権
も
子
供
の

生
命
権
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な
い
仕
方
で
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
正
し
く
良
心
の
自
由
と
い
う
包
括
的
な
概
念
が
、
両
者
が
道
徳
的
お
よ
び

法
的
根
本
意
味
に
お
い
て
何
の
問
題
も
な
く
一
致
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

良
心
の
権
限
に
自
己
の
生
活
遂
行
と
い
う
す
べ
て
の
範
囲
が
、
従
っ
て
ま
た
性

的
な
行
動
も
服
し
て
い
る
。
個
人
的
に
或
い
は
共
同
で
行
使
さ
れ
た
両
親
の
自

己
決
定
権
と
い
う
も
の
は
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
が
判
っ
た
段
階
で
は
じ
め
て

計
画
に
上
っ
て
き
て
、
両
親
は
子
供
に
対
す
る
責
任
を
と
る
意
志
が
あ
る
の
か

ど
う
か
に
つ
い
て
再
度
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。
子
供
を
両
親
は
自
分
の
行
為
で
援
助
の
必
要
な
状
況
に
も
た
ら
し
、
し
か

も
最
大
の
侵
害
に
さ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
施
し
て
き
た
考
察

に
基
づ
い
て
考
え
る
と
、
妊
娠
時
葛
藤
に
お
け
る
個
人
の
良
心
の
機
能
は
次
の

場
合
に
の
み
成
立
し
得
る
、
即
ち
、
良
心
が
両
親
を
そ
れ
も
特
に
父
親
を
、
二

人
に
託
さ
れ
た
子
供
の
た
め
の
配
慮
を
正
当
に
果
た
す
よ
う
、
決
定
的
に
有
無

を
言
わ
さ
ぬ
や
り
方
で
警
告
す
る
場
合
に
の
み
成
立
し
得
る
。
し
か
も
、
国
家

の
法
秩
序
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
義
務
づ
け
の
遵
守
が
強
制
さ
れ
得

ず
と
も
、
そ
し
て
、
中
絶
が
支
配
的
な
社
会
風
潮
に
お
い
て
大
い
に
許
容
さ
れ

て
い
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

出
生
前
の
子
供
﹇
胎
児
﹈
の
生
命
権
の
尊
重
が
多
く
の
人
々
の
意
識
に
も
は
や

し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
で
は
人
権
の

根
本
要
求
の
侵
害
に
対
し
て
ひ
じ
ょ
う
に
敏
感
に
反
応
す
る
、
民
主
主
義
社
会

の
公
共
道
徳
に
お
け
る
盲
点
を
つ
い
て
い
る
。
民
主
主
義
社
会
は
、
多
数
決
原

理
を
政
治
的
固
有
問
題
の
決
定
を
超
え
て
押
し
広
げ
、
道
徳
的
問
題
に
つ
い
て

も
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
従
っ
て
行
動
す
る
傾
向
が
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

多
数
が
正
し
い
と
み
な
す
こ
と
は
間
違
い
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
帰
結
と
し

て
、
個
々
人
の
良
心
は
徐
々
に
そ
う
し
た
多
数
に
な
っ
て
い
く
基
準
に
同
調
し

て
い
き
、
初
め
の
う
ち
は
ま
だ
喚
起
さ
れ
て
い
た
小
さ
な
疑
念
の
声
が
や
が
て

聞
か
れ
な
く
な
る
。

良
心
形
成
の
必
要
性

自
己
の
生
命
の
犠
牲
ま
で
も
含
ん
だ
全
体
主
義
国
家
で
の
兵
役
拒
否
と
無
防

備
の
子
供
の
殺
害
に
よ
る
妊
娠
時
葛
藤
の
解
消
と
い
う
倫
理
的
問
題
状
況
は
、

そ
れ
自
体
、
な
る
ほ
ど
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
二
者
は

一
方
で
個
人
の
良
心
の
偉
大
さ
、
尊
厳
、
等
級
を
、
他
方
で
誤
用
可
能
性
、
対

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
脆
弱
性
、
内
面
的
危
険
性
を
説
明
す
る
限
り
に
お
い
て
、
相
互

に
関
連
付
け
ら
れ
得
る
。
倫
理
原
則
お
よ
び
道
徳
規
範
に
拘
束
的
に
定
位
さ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
良
心
は
主
観
的
恣
意
の
大
仰
な
表
明
で
し
か
な
い
。

民
主
主
義
に
お
け
る
良
心
の
自
由
と
い
う
美
名
の
も
と
で
遂
行
さ
れ
る
「
自
己

の
爆
発
」（
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
）
は
、
倫
理
的
真
理
の
要
求
と
の
直
面
に
辿

り
着
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
個
々
の
行
為
企
画
の
正
当
化
に
、
そ
し

て
外
部
か
ら
の
道
徳
的
批
判
に
対
抗
す
る
の
に
役
立
つ
。
要
す
る
に
、
良
心
を

楯
に
と
る
者
は
、
自
己
の
行
為
の
正
当
化
へ
の
必
要
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
え
る
。

個
人
の
良
心
の
位
置
を
め
ぐ
る
神
学
的
議
論
と
教
会
の
告
知
に
と
っ
て
、
如

上
の
分
析
か
ら
広
範
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
。
良
心
は
、
道
徳
上
の
議
論
に
お
い
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て
、
疑
い
も
な
く
そ
の
作
用
が
信
頼
で
き
る
と
前
提
さ
れ
得
る
よ
う
な
、
荒
削

り
の
自
然
の
能
力
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
良
心
は
、
と
て
も
障
碍
を
受
け

や
す
く
傷
つ
き
や
す
い
現
実
在
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
良
心
は
、
道
徳
教
育
分
野

で
「
良
心
形
成
」
と
呼
ば
れ
る
、
意
識
的
な
注
目
と
生
涯
に
亙
る
心
遣
い
が
必

要
と
さ
れ
る
。
人
間
は
、
行
為
の
自
由
な
惹
起
者
と
し
て
、
良
心
の﹅
前﹅
に﹅
お﹅
い﹅

て﹅
だ
け
で
な
く
、
良
心
に﹅
対﹅
し﹅
て﹅
も﹅
又
、
責
任
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
正
し

く
形
成
さ
れ
良
心
の
み
が
、
即
ち
、
道
徳
的
葛
藤
を
澄
ん
だ
目
で
認
識
し
て
善

悪
の
基
準
を
鋭
敏
に
し
た
良
心
の
み
が
、
人
格
的
責
任
の
最
終
審
級
と
し
て
妥

当
し
得
る
か
ら
で
あ
る２

）

。

す
べ
て
の
個
人
的
自
由
権
の
総
体
と
し
て
の
良
心
の
自
由
を
公
的
に
誓
約
す

る
こ
と
と
良
心
経
験
の
内
的
な
空
洞
化
と
の
間
の
矛
盾
、
現
代
の
典
型
的
な
二

つ
の
良
心
態
度
の
比
較
、
こ
こ
か
ら
第
一
の
中
間
結
果
が
導
か
れ
る
。
道
徳
的

葛
藤
状
況
下
で
最
終
的
拘
束
力
を
有
す
る
判
断
機
関
と
し
て
良
心
が
は
た
ら
く

た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
倫
理
諸
原
理
に
、
間
主
体
的
に
妥
当

す
る
価
値
確
信
お
よ
び
道
徳
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
れ
を
詳
述
し
よ
う
。
愛

の
掟
、
基
本
的
正
義
原
理
、
殺
害
の
禁
止
や
十
戒
に
み
ら
れ
る
他
の
倫
理
的
指

図
へ
の
拘
束
が
無
い
よ
う
で
は
、
良
心
は
自
己
利
益
主
張
の
手
先
に
成
り
下

が
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
葛
藤
は
そ
の
時
々
の
優
勢
な
実
行

能
力
に
応
じ
て
な
る
ほ
ど
戦
略
的
に
は
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
相
互
の
尊

重
と
承
認
と
い
う
要
請
の
も
と
で
道
徳
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

神
の
声
と
し
て
の
良
心
｜
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

良
心
と
倫
理
的
真
理
の
関
係
を
神
学
的
に
考
察
し
た
最
初
の
人
は
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
聖
書
の
良
心
理
解
と
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
の
出
会

い
か
ら
得
ら
れ
た
確
信
と
を
総
合
し
て
、
人
間
の
精
神
に
は
真
理
を
求
め
る
深

い
憧
れ
が
内
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
神
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
安

ら
ぎ
憩
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
良

心
に
与
え
た
、
人
間
の
自
己
意
識
と
人
間
精
神
の
内
的
真
理
能
力
の
分
析
か
ら

出
発
す
る
解
釈
は
、「
神
の
声
」
と
か
人
間
に
お
け
る
「
内
面
の
声
」
と
い
う
日

常
用
語
の
世
界
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
も
と
も
と
は
神
学

的
で
あ
っ
た
、
そ
の
連
関
が
忘
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
も
、
宗
教
的
良
心
の
表
現

と
し
て
効
力
を
維
持
し
つ
づ
け
た
。
良
心
現
象
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
解
釈

に
帰
せ
ら
れ
る
精
神
史
的
な
位
置
は
、
簡
潔
な
公
式
に
表
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ

れ
に
は
旧
約
聖
書
の
「
聞
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
」
と
長
い
聖
書
の
伝
統
が
入
り

込
ん
で
お
り
、
後
者
は
、
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
古
代
の
哲
学
的
倫
理
学

の
「
汝
自
ら
を
知
れ
」
と
並
ん
で
、
生
け
る
神
の
こ
と
ば
の
近
く
か
ら
義
人
の

「
心
」
の
な
か
で
語
る
。

自
己
認
識
と
信
仰
認
識
、
精
神
の
自
己
の
も
と
で
の
存
在
と
恒
常
的
な
自
己

超
越
と
の
こ
の
二
重
性
の
な
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
良
心
概
念
の
特
徴
が

あ
る
。
人
間
の
意
識
に
銘
記
さ
れ
た
対
話
的
構
造
、
そ
れ
は
そ
の
根
源
で
あ
る

神
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
永
久
の
安
ら
ぎ
を
得
ら
れ
な
い
も
の
と
表
現
さ
れ
る

が
、
そ
の
構
造
こ
そ
が
「
良
心
」
を
、
神
の
呼
び
か
け
と
人
間
の
応
答
が
そ
こ

に
お
い
て
出
会
う
、
人
間
に
お
け
る
特
別
な
「
位
置
」
に
す
る
の
で
あ
る
。
良
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心
は
、「
何
時
の
も
と
に
誰
も
お
ら
す
、
汝
の
み
が
お
り
、
そ
し
て
神
が
汝
と
と

も
に
い
る
と
こ
ろ
、
人
間
の
誰
も
分
け
入
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
へ
」（E

n
a
r-

ra
tio
n
es in p

sa
lm
o
s 54,

9

）
各
人
の
聖
な
る
守
り
処
と
し
て
記
さ
れ
る
。

良
心
は
、
従
っ
て
、
道
徳
的
判
断
機
関
と
し
て
導
入
さ
れ
る
以
前
に
は
、
親
愛

な
る
神
と
の
出
逢
い
と
信
仰
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
神
の
直
照
の
場
所
に
な

る
。
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
こ
の
よ
う
な
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
核
心
命
題

に
遡
源
し
、
そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
（v

g
l.
G
S
 
N
r.
14 u

n
d 16

）、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
理
解
に
従
っ
て
、
良
心
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
と
の
全
関
係
を

結
ん
で
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
道
徳
を
も
超
え
る
」
意
義
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ

に
基
づ
き
良
心
は
特
別
の
意
味
で
道
徳
的
機
関
に
な
り
得
る
こ
と
を
承
認
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
第
二
の
意
義
、
即
ち
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
た

ス
コ
ラ
的
伝
統
路
線
に
お
い
て
後
に
前
面
に
出
て
く
る
意
義
に
と
っ
て
、
そ
れ

で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
既
に
指
摘
と
発
端
は
存
在
す
る
。
彼
は

良
心
を
徹
底
的
に
そ
の
働
き
に
お
い
て
も
、
行
為
の
指
示
を
す
る
勧
告
し
警
告

す
る
機
関
と
し
て
見
て
お
り
、
こ
の
第
二
機
能
は
第
一
機
能
を
後
押
し
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
内
的
関
連
を
有
し
つ
つ
そ
こ
か
ら
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
良

心
」
に
向
け
て
目
を
下
ろ
す
と
、
そ
こ
に
は
神
が
見
出
さ
れ
る
。
良
心
は
人
間

に
お
け
る
「
神
の
玉
座
」
で
あ
り
、
神
自
身
が
住
ま
う
﹇
人
間
﹈
霊
に
お
け
る

場
所
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
良
心
に
命
令
し
、
人
間
が
神
の
愛
か
ら
離
反
す
る
と

き
に
は
、
良
心
に
警
告
し
良
心
に
回
帰
し
そ
こ
に
と
ど
ま
る
よ
う
警
告
的
に
呼

び
か
け
る
者
と
し
て
存
在
し
続
け
る
場
所
で
あ
る
（v

g
l.
S
erm

o 10,2;
E
n
a
r-

ra
tio
n
es in p

sa
lm
o
s 45,

9 u
n
d 46,

10

）。
人
間
は
そ
の
内
面
に
お
い
て
神

お
よ
び
キ
リ
ス
ト
へ
の
愛
を
知
る
。
そ
の
愛
を
探
求
す
る
意
志
を
有
す
る
な
ら

ば
、
自
分
の
良
心
を
探
求
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。「
彼
は
注
意
深
く
自

分
の
良
心
を
考
察
し
、
そ
こ
に
神
を
見
る
。
愛
が
そ
こ
に
な
い
と
き
、
神
は
良

心
の
中
に
住
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。」（E

n
a
rra

tio
n
es in

 
p
sa
lm
o
s 149,

4

）。
こ
の
と
き
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
全
律
法
の
完
成
と
し
て
の
愛
を
考
え

て
い
る
。
信
仰
に
導
か
れ
聖
霊
に
照
ら
さ
れ
た
「
良
心
」
は
神
の
掟
を
認
識
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
外
的
行
為
に
お
い
て
実
現
ま
で
も
す
る
。G

a
l5,

6

に
従
っ
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
良
心
を
、「
愛
に
よ
り
信
仰
が
活
動
的
に

な
る
」
と
き
の
そ
の
根
源
た
る
場
所
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
（v

g
l.

C
o
n
tra F

a
u
stu
m
 
19,

18

）。

内
容
か
ら
見
る
と
、
倫
理
的
知
は
、
ト
マ
ス
が
そ
の
後
に
我
々
の
実
践
的
認

識
能
力
の
習
態
的
構
造
と
し
て
理
解
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
に
と
っ
て
は
何
よ
り
も
黄
金
律
（v

g
l.
T
o
b
4,
16;

M
t 7,

12

）
及
び
十
戒

に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
真
理
自
体
が
わ
れ
ら
の
神
の
手
に
よ
っ

て
わ
れ
ら
の
心
に
書
き
記
さ
れ
た
。
汝
が
人
か
ら
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
を
人
に

行
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
」（E

n
a
rra

tio
n
es in p

sa
lm
o
s 57,

1
2

）。
各
人

の
良
心
に
お
い
て
語
り
か
け
て
く
る
、
神
の
「
真
理
の
声
」
は
、
倫
理
的
自
然

法
則
の
一
般
的
内
容
や
黄
金
律
と
の
そ
の
連
関
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
具

体
的
に
決
定
を
行
う
べ
き
状
況
下
で
道
を
指
し
示
し
も
す
る
。
こ
の
働
き
に
お

い
て
「
神
の
声
」
は
、
同
様
に
人
格
化
さ
れ
て
表
象
さ
れ
た
悪
徳
や
罪
に
対
抗

す
る
相
手
役
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
う
し
て
良
心
は
、
神
と
の
出
逢
い
、
倫
理

的
認
識
能
力
と
い
う
働
き
と
並
ん
で
、
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
選
択
肢

の
う
ち
か
ら
意
識
的
に
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ
と
い
う
決
定
を
行
う
課
題
を
獲
得
す
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る
。
即
ち
、
神
は
良
心
に
一
方
を
命
ず
る
が
、
吝
嗇
、
貪
欲
、
高
慢
、
虚
栄
心

が
他
方
を
命
ず
る
。
最
初
の
人
間
に
神
の
呼
び
か
け
と
蛇
の
囁
き
が
聞
こ
え
て

き
た
状
況
で
あ
る
楽
園
は
、
善
と
悪
の
分
か
れ
道
で
各
人
の
生
活
を
予
め
暗
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
良
心
理
解
で
前
面
に
出
て
く
る
選
択
、
自
己
決

断
、
自
己
拘
束
と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
既
に
こ
こ
に
察
知
で
き
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
未
だ
倫
理
的
真
理
へ
の
良
心
の
拘
束
な
い
し
道
徳
判
断
と
し
て
の
性
格

へ
の
対
立
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
内
容
は
、
む
し
ろ
、
真
理
と

虚
偽
の
対
立
、
善
と
悪
の
認
識
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
く
る
、
人
間
の

態
度
決
定
の
必
要
性
を
指
し
て
い
る
。

倫
理
的
判
断
能
力
と
し
て
の
良
心
｜
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

も
し
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
良
心
理
解
が
「
神
の
声
」
と
い
う
見
出
し
で
適

切
に
表
現
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ト
マ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
る
力
点
の
移
動

は
良
心
を
「
自
然
的
素
質
」
な
い
し
生
得
の
倫
理
的
判
断
能
力
と
し
て
特
徴
づ

け
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
理
解
と
の
相
違
は
、
何

よ
り
も
、
ト
マ
ス
が
良
心
を
も
は
や
神
の
意
志
に
対
す
る
直
接
的
な
認
識
と
捉

え
ず
に
、
倫
理
的
真
理
の
直
覚
的
認
識
を
倫
理
的
第
一
原
理
に
限
定
し
た
と
こ

ろ
に
存
す
る
。
厳
密
な
意
味
で
の
良
心
判
断
は
、
多
様
で
具
体
的
な
人
間
の
生

活
諸
条
件
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
解
明
す
る
の
は
、
思
慮
に
導
か
れ
た
実

践
理
性
で
あ
る
。
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
の
共
知
と
し
て
の
良
心
は
、
人
間
的

行
為
を
反
省
的
に
自
己
に
関
連
付
け
て
表
現
す
る
実
践
理
性
の
独
自
の
遂
行
で

あ
る
。理
性
が
思
慮
と
い
う
形
で
働
き
そ
の
最
終
的
実
践
判
断
を
意
志
に
委
ね
、

こ
の
意
志
を
外
的
行
為
へ
と
赴
か
し
め
る
間
、
理
性
は
良
心
と
い
う
形
で
自
己

の
｜
過
去
ま
た
は
未
来
の
｜
行
為
へ
と
振
り
返
り
、
行
為
が
善
ハ
為
ス
ベ
ク
悪

ハ
避
ク
ベ
シ
と
の
理
性
的
倫
理
性
の
根
本
原
則
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
検
討

す
る
。
こ
う
し
て
良
心
は
、
実
践
理
性
の
内
面
の
次
元
と
し
て
、
即
ち
、
理
性

が
一
つ
一
つ
の
倫
理
的
行
為
を
判
断
す
る
最
終
的
な
義
務
拘
束
的
機
関
と
し
て

現
れ
る
。
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
良
心
は
行
為
の

実
行
へ
と
忠
告
し
或
い
は
思
い
と
ど
ま
る
よ
う
忠
告
す
る
良
心
判
断
と
い
う
形

態
を
取
る
。
既
に
為
さ
れ
て
し
ま
っ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
良
心
は
承
認
し
或

い
は
告
発
す
る
良
心
の
判
決
と
し
て
登
場
す
る
。

こ
う
し
た
反
省
的
な
意
味
で
、
良
心
はa

p
p
lica

tio n
o
titia

e a
d a

ctu
m

、

即
ち
、
個
々
の
行
為
に
対
す
る
習
態
的
倫
理
知
の
適
用
で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
区

別
し
た
二
つ
の
良
心
の
働
き
、
即
ち
、
励
ま
し
留
め
る
こ
と
、
是
認
し
告
発
す

る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
、
人
間
は
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
前

提
が
あ
る
。
第
一
にco

n
scien

tia

の
使
命
は
、
自
己
の
行
為
を
自
ら
に
負
わ

せ
、「
こ
れ
を
行
っ
た
の
は
お
前
だ
」（v

g
l.
S
th I 79,

13

）
と
証
言
す
る
こ
と

で
あ
る
。
ト
マ
ス
が
良
心
判
断
の
純
粋
に
認
識
的
な
性
格
を
い
く
ら
強
調
し
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、co

n
scien

tia

が
働
く
と
き
に
は
我
々
の
実
践
的
な
方
向

づ
け
の
試
み
を
長
い
判
断
の
連
鎖
を
通
し
て
意
志
的
に
次
か
ら
次
へ
と
推
論
し

て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
ト
マ
ス
の
行
為
分
析

に
従
え
ば
、
こ
う
し
た
方
向
づ
け
の
試
み
は
外
的
行
為
能
力
に
関
わ
る
思
慮
の

命
令
に
よ
っ
て
終
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろco

n
scien

tia

に
は
人
格
の

最
終
的
な
自
己
判
断
が
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
格
は
自
己
の
意
志
と

行
為
と
が
自
由
な
理
性
的
存
在
と
し
て
自
己
自
身
及
び
倫
理
的
課
題
に
合
致
し

202

社 会 と 倫 理



て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
。良
心
に
お
い
て
、神
か
ら
自
由
と
責
任
を
担
っ

た
答
責
的
生
命
へ
と
招
か
れ
て
い
る
人
間
は
、
そ
の
具
体
的
行
為
が
そ
し
て
そ

こ
に
お
い
て
現
れ
る
自
分
自
身
がsecu

n
d
u
m
 
ra
tio
n
em
 
v
iv
ere

（
理
性
に

従
っ
て
生
き
る
）
と
い
う
規
準
の
前
で
持
ち
堪
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す

る
の
で
あ
る
。
良
心
判
断
に
つ
い
て
の
ト
マ
ス
理
論
が
は
じ
め
は
よ
そ
よ
そ
し

い
主
知
主
義
的
な
特
徴
を
有
す
る
こ
と
も
、
従
っ
て
、sy

n
d
eresis

と
い
う
語

に
元
々
含
ま
れ
て
い
た
確
か
な
も
の
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、
良
心
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
人
格
的
な
同
一
性
で
あ

り
、
そ
れ
は
ト
マ
ス
に
と
っ
て
は
何
と
い
っ
て
も
や
は
り
、
理
性
に
則
し
た
実

存
へ
の
忠
実
と
い
う
仕
方
に
の
み
示
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

良
心
、
倫
理
的
真
理
、
道
徳
規
範

良
心
、
倫
理
的
真
理
、
道
徳
規
範
が
相
互
に
置
か
れ
て
い
る
関
係
の
理
解
に

対
し
て
、
神
学
的
伝
統
の
良
心
理
解
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。現
代
の
倫
理
神
学
の
全
体
状
況
の
な
か
で
こ
う
し
た
問
題
は「
創

造
的
良
心
」
と
い
う
見
出
し
語
の
も
と
で
し
ば
し
ば
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
一
般
的
に
妥
当
す
る
道
徳
規
範
を
具
体
的
な
行
為
状
況
に
翻
訳
し
、
そ
れ

が
当
該
状
況
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
、
場
合
に
よ
っ
て
は
い
わ
ゆ

る
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
例
外
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
最
終
的
な

機
関
と
し
て
決
定
す
る
。
こ
の
答
え
は
完
全
に
正
し
い
も
の
を
有
す
る
。
但
し
、

そ
れ
は
重
要
な
指
示
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
訂
正
を
受
け

な
い
ま
ま
で
は
神
学
的
良
心
理
解
は
、
既
に
ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ニ
ュ
ー
マ

ン
が
フ
ォ
ン
・
ノ
ル
フ
ォ
ル
ク
公
爵
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
道
徳
的
良
心
を
戯

画
化
し
て
退
け
た
、
例
の
「
自
由
主
義
的
な
」
良
心
把
握
の
誤
解
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
容
易
に
堕
落
し
て
し
ま
う３

）

。
そ
れ
で
は
、
良
心
と
倫
理
的
真
理
と
道

徳
規
範
と
の
相
互
関
係
の
中
で
焦
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

道
徳
規
範
の
概
念
に
は
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
一
般
的
妥
当
性
と
関
連
す

る
或
る
一
定
の
抽
象
化
の
段
階
が
属
す
。
規
範
は
常
に
あ
る
一
定
の
行
為
類
型

を
、
即
ち
、
そ
の
本
質
的
な
側
面
で
一
致
す
る
多
数
の
類
似
事
例
を
は
っ
き
り

と
前
提
し
て
い
る
。
一
つ
の
事
例
に
し
か
通
用
し
な
い
「
規
範
」
な
ど
、
論
理

的
な
無
意
味
で
あ
る
。
倫
理
神
学
便
覧
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
有
名
な

こ
の
事
態
を
、v

a
len
t u
t in p

lu
rib
u
s

（
多
く
の
場
合
に
お
い
て
そ
の
よ
う
で

あ
る
）
と
い
う
公
式
で
表
現
し
て
い
る
。
規
範
は
（
圧
倒
的
多
く
の
）
場
合
に

当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
こ
と
は
次
の
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
、
道
徳
規
範
の
承
認
を
す
る
場
合
そ
こ
に
見
ら
れ
る
倫
理
的
洞
察
に

は
、
所
与
の
状
況
に
「
創
造
的
」
翻
訳
を
必
要
と
す
る
概
括
知
と
い
う
性
格
が

固
有
に
存
在
し
、
状
況
下
で
直
接
行
為
を
導
き
う
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る４

）

。

実
質
的
個
々
の
規
範
に
つ
い
て
も
又
、
た
と
い
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
具
体
化
の
度

合
を
高
め
て
い
た
と
し
て
も
、
個
人
の
実
践
的
判
断
能
力
に
よ
る
状
況
適
合
的

「
補
充
」
に
依
存
す
る
枠
付
け
機
能
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
場
合
「
枠
付

け
機
能
」R

a
h
m
en
fu
n
k
tio
n

と
い
う
概
念
は
、
も
っ
ぱ
ら
作
成
さ
れ
る
べ
き

絵
画
の
画
面
を
額
縁
に
よ
っ
て
限
定
す
る
が
、
但
し
、
内
部
に
お
い
て
は
絵
画

の
「
創
造
的
な
」
仕
上
げ
は
画
家
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
自
由
が
あ
る
、
そ
う

し
た
額
縁
と
い
う
意
味
で
言
葉
ど
お
り
に
理
解
さ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
換
言

す
る
と
、
道
徳
規
範
は
通
常
、
上
部
に
向
け
て
の
補
充
の
必
要
が
内
在
す
る
最
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小
限
の
基
準
を
確
定
し
て
い
る
。
道
徳
規
範
は
、
個
人
が
踏
み
越
え
て
は
な
ら

な
い
下
位
限
界
を
｜
そ
れ
も
特
に
消﹅
極﹅
的﹅
不
作
為
義
務
と
い
う
形
態
で
、
道
徳

規
範
は
こ
こ
で
は
そ
れ
自
体
悪
し
き
行
為
を
人
に
警
告
し
、
決
し
て
為
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
下
位
限
界
を
｜
確
定
す
る
も
の
で
あ
る５

）

。

こ
の
「
停
止
標
識
」
と
い
う
性
格
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
個
々
人
に
道
徳
生
活

上
自
己
責
任
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
行
為
領
域
が
充
分
確
保
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
性
格
は
、
十
戒
の
第
二
表
の
倫
理
的
掟
に
よ
っ
て
殊
の

外
よ
く
観
察
さ
れ
る
。
安
息
日
と
両
親
﹇
尊
敬
﹈
の
掟
を
除
い
て
、
他
の
掟
は

否
定
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ー
に
併
記
さ
れ
て
い
る
無
数
の
宗
教
儀
式

上
、
法
律
上
、
道
徳
上
の
諸
規
定
と
は
異
な
っ
て
、
十
戒
の
規
定
は
、
考
え
る

こ
と
が
可
能
な
す
べ
て
の
状
況
に
対
す
る
詳
細
な
個
別
指
示
規
範
を
全
く
含
ま

な
い
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
旧
約
聖
書
に
お
け
る
正
義
の
根
本
秩
序
（m

isp
a
t

）

と
理
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
個
々
人
に
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
ー
と
の
結
合
を
毀
損
し
、

そ
れ
故
イ
ス
ラ
エ
ル
の
生
活
秩
序
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
、
そ
う
し
た
行
為
に

対
し
て
警
告
を
発
す
る
。
実
質
的
に
眺
め
れ
ば
、
十
戒
は
、
人
間
が
神
か
ら
与

え
ら
れ
た
偉
大
な
る
生
活
上
の
諸
善
益
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

生
命
、
婚
姻
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
、
人
間
の
不
可
欠
な
生
存
基
盤
、
即
ち
、

他
者
か
ら
の
攻
撃
か
ら
保
護
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
の

共
同
生
活
の
基
礎
的
秩
序
が
平
和
で
正
義
が
尊
重
さ
れ
相
互
の
承
認
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
す
る
た
め
で
あ
る
。
我
々
隣
人
の
必
要
不
可
欠
な
生
活

基
盤
の
保
障
に
限
定
し
た
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
に
、
十
戒
の
印
象
深
い
確
信

力
の
本
質
が
あ
る
。
そ
の
確
信
力
は
、
す
べ
て
の
世
界
宗
教
に
お
い
て
類
似
の

倫
理
的
根
本
規
定
に
対
応
す
る
並
行
現
象
を
見
出
す
の
で
あ
る６

）

。

良
心
の
効
力
と
機
能

個
別
的
な
﹇
具
体
的
状
況
下
に
お
け
る
﹈
良
心
に
よ
っ
て
道
徳
規
範
は
補
充
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
わ
け
場
合
場
合
に
お
う
じ
て
そ
の
効
力

を
制
限
し
状
況
に
制
約
さ
れ
た
例
外
を
定
め
る
と
い
う
課
題
を
良
心
に
宛
が
お

う
と
す
る
な
ら
ば
、
決
定
的
な
点
で
誤
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
道
徳
規

範
の
凡
そ
に
お
け
る
定
式
化
さ
れ
た
妥
当
領
域
に
つ
い
て
は
予
め
完
全
か
つ
確

実
に
は
認
識
さ
れ
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な
例
外
状
況
は
た
し
か
に
存
在
す
る
。

そ
れ
だ
か
ら
、
我
々
は
例
え
ば
、
約
束
の
遵
守
や
物
件
の
返
還
が
当
初
予
見
で

き
な
か
っ
た
状
況
下
で
要
約
者
に
大
き
な
害
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
場
合
に
は

（
伝
統
的
な
古
典
事
例
と
し
て
は
、
逆
上
し
て
い
る
も
の
に
剣
を
返
還
す
る
こ

と
）、
そ
れ
に
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
い
そ
う
し
た
例
外
条
件
が

存
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
最
終
的
に
は
個
別
的
良
心
を
通
じ
て
し
か
判
断

さ
れ
え
な
い
こ
と
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
、
そ
こ
に
良
心
の

第
一
機
能
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、こ
れ
は
誤
っ
た
推
論
で
あ
る
だ
ろ
う
。Ep

ik
ie

（
衡
平
）
の
適
用
が
良
心
の
代
替
不
可
能
な
権
限
に
属
す
る
と
し
て
も
、
こ
の

権
限
は
倫
理
的
要
求
の
例
外
条
件
を
緩
和
す
る
探
求
に
制
約
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
。「

自
律
的
」
な
い
し
「
創
造
的
」
良
心
が
語
ら
れ
て
、
し
か
も
、
成
熟
し
た

繊
細
な
自
己
責
任
を
自
覚
し
た
良
心
が
、
命
じ
ら
れ
た
こ
と
を
他
者
が
素
直
に

遵
守
す
る
場
合
で
も
自
分
の
力
で
例
外
を
認
識
す
る
能
力
が
あ
る
と
表
明
す
る

と
の
意
味
で
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
る
。
じ
っ

さ
い
良
心
は
、
第
一
に
免
除
機
関
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
行
為
の
選
択
可
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能
性
の
中
か
ら
﹇
向
上
﹈
進
展
す
る
発
見
を
課
さ
れ
て
い
る
個
別
的
な
義
務
付
け

決
定
機
関
で
あ
る
。
良
心
に
お
い
て
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
地
平
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
こ
と
、
課
題
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
限
界
を
固
定
し
た
り

倫
理
的
要
求
を
拒
絶
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
先
に
言
及
し
た
絵
画
で
言

う
と
、
良
心
の
第
一
機
能
は
、
額
縁
を
ず
ら
し
て
道
徳
的
行
為
の
枠
付
け
条
件

を
変
更
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
由
を
与
え

ら
れ
た
キ
ャ
ン
バ
ス
を
塗
り
上
げ
る
こ
と
に
、
自
分
の
理
想
と
設
定
目
標
に
合

致
す
る
よ
う
責
任
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
絵
画
を
最
後
ま
で
描
き
上

げ
る
こ
と
に
こ
そ
存
す
る
。
そ
の
際
生
じ
て
く
る
緊
急
性
や
要
請
は
、
一
般
的

に
妥
当
す
る
倫
理
規
範
に
よ
っ
て
は
も
は
や
適
切
に
把
握
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ

を
発
見
し
、
承
認
し
、
適
切
に
自
分
な
り
の
能
力
で
応
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ

良
心
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。
良
心
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
活
の
あ
り
方
や
倫

理
的
行
為
を
吟
味
す
る
、
人
格
の
道
徳
的
統
合
性
へ
の
気
遣
い
が
現
れ
る
。

こ
う
し
た
判
断
は
、
し
か
し
過
去
の
行
為
に
つ
い
て
可
能
で
あ
っ
た
動
か
し

が
た
い
貸
借
表
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
良
心
の
探
求
は
、
個
人

的
所
与
お
よ
び
能
力
に
基
づ
い
て
個
々
人
に
与
え
ら
れ
る
新
し
い
行
為
の
可
能

性
の
発
見
へ
と
向
け
ら
れ
る
。
一
般
的
倫
理
学
の
限
界
の
向
こ
う
側
で
、「
創
造

的
」
良
心
が
、
と
く
に
私
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
を
自
発
的
に
、
確
実
に
そ
し
て

信
頼
し
て
認
識
す
る
能
力
に
お
い
て
、
自
己
を
現
す
。
要
す
る
に
、
道
徳
生
活

に
と
っ
て
最
も
基
本
的
で
重
要
な
機
能
と
い
う
点
で
み
る
な
ら
ば
、
良
心
は
、

誰
も
が
こ
れ
を
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
に
彼
自

身
が
こ
れ
を
為
し
得
る
が
故
に
、
い
ま
こ
こ
で
為
す
べ
き
こ
の
こ
と
を
、
個
々

人
に
示
す
知
覚
力
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。

良
心
、
愛
の
掟
、
福
音

sy
n
eid
esis

と
い
う
概
念
は
共
観
福
音
書
の
元
々
の
原
典
伝
承
に
は
言
葉
と

し
て
見
ら
れ
は
し
な
い
も
の
の
、
そ
こ
で
良
心
の
創
造
的
な
解
明
作
用
は
様
々

に
語
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
倫
理
の
教
え
に
我
々
が
出
会
う
新
約
聖
書
の
最

も
重
要
な
証
拠
は
、
基
本
的
に
隣
人
の
困
窮
に
つ
い
て
敏
感
に
良
心
を
活
用
す

る
こ
と
へ
の
手
ほ
ど
き
に
他
な
ら
な
い
。
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
譬
え
（
ル
カ
一

〇
・
二
五
｜
三
七
）
は
、
イ
エ
ス
が
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
で
一
般
的
で
あ
っ

た
語
義
よ
り
も
広
く
規
定
し
た
「
隣
人
」
と
い
う
語
の
意
味
範
囲
に
関
す
る
教

え
を
含
む
だ
け
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
学
問
上
の

論
争
に
決
着
を
つ
け
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
隣
人
の
一
般
的
な
定
義
を
す
る

こ
と
で
も
な
く
、
具
体
的
状
況
下
で
隣
人
と
し
て
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
律
法
学
者
の
「
誰
が
私
の
隣
人
で
す
か
」
と
の
問
い
に
イ
エ
ス
は
彼

特
有
の
言
い
回
し
で
譬
え
を
使
っ
て
答
え
た
。
そ
れ
は
聴
く
者
の
状
況
に
様
々

な
仕
方
で
翻
訳
可
能
な
模
範
例
に
よ
る
話
で
あ
っ
た
。「
こ
の
三
人
の
う
ち
誰
が

強
盗
に
襲
わ
れ
た
者
の
隣
人
で
あ
っ
た
か
？
」
と
の
最
後
の
反
問
は
、
一
般
性

の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
律
法
学
者
の
問
い
方
を
ひ
っ
く
り
返
す
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
個
別
的
良
心
に
よ
る
隣
人
の
状
況
認
識
を
目
指
す
。
イ
エ
ス

に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
譬
え
を
聴
く
者
が
生
活
の
要
所
要
所
で
父
の
意
志
を

認
識
し
、
助
け
を
も
っ
と
も
必
要
と
し
て
い
る
が
故
に
そ
の
者
の
隣
人
と
な
る

べ
き
そ
の
者
を
発
見
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
任
さ
れ
た
金
の

譬
え
（
マ
タ
イ
二
五
・
一
四
｜
三
〇
）
の
背
後
に
は
、
個
々
人
に
可
能
性
を
開

き
、
そ
の
者
に
固
有
の
能
力
を
神
の
国
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
の
意
図
が
あ
る
。
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そ
の
際
、良
心
が
不
可
欠
の
指
針
と
し
て
彼
に
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

山
上
の
垂
訓
の
真
福
八
端
と
反
定
立
（
マ
タ
イ
五
｜
七
）
も
ま
た
、
結
局
は
、

挑
発
的
な
言
い
回
し
で
、
聞
き
手
に
イ
エ
ス
の
呼
び
か
け
に
耳
を
そ
ば
だ
て
さ

せ
、
そ
の
考
え
で
も
行
い
で
も
神
の
意
志
に
即
し
た
方
向
付
け
の
た
め
に
彼
ら

の
心
を
開
く
よ
う
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
の
反
定
立
も
人
間
の
共
同
生
活

の
日
常
見
ら
れ
る
諍
い
を
出
発
点
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
反
定
立
は
、
す
べ
て

の
生
活
領
域
で
発
生
し
得
る
紛
争
を
取
り
上
げ
て
、「
よ
り
大
き
な
正
義
」（
マ

タ
イ
五
・
二
〇
）
が
別
け
隔
て
な
い
愛
と
い
う
現
実
の
要
求
の
下
に
お
か
れ
る

そ
の
状
態
を
対
照
的
な
像
と
し
て
投
げ
か
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

反
定
立
は
、
そ
れ
ぞ
れ
変
更
さ
れ
る
べ
き
古
い
行
為
と
聞
き
手
の
行
為
に
お
い

て
形
態
を
獲
得
す
べ
き
新
し
い
状
態
と
の
間
で
並
行
す
る
対
応
関
係
を
示
し
て

い
る
。
と
は
い
え
、
山
上
の
垂
訓
の
倫
理
的
指
示
は
、
十
戒
の
掟
の
よ
う
な
仕

方
で
は
実
現
さ
れ
得
な
い
。
十
戒
の
掟
は
、
正
義
の
根
本
要
求
に
よ
っ
て
画
さ

れ
た
限
界
の
下
に
と
り
わ
け
否
定
的
形
式
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
山
上
の
垂
訓
の
要
求
は
む
し
ろ
人
間
に
開
か
れ
た
限
界
を
提
示
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
開
か
れ
た
限
界
に
人
は
常
に
新
た
に
一
歩
一
歩
近
づ
い
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
、
け
っ
し
て
到
達
す
る
こ
と
も
な
け
れ

ば
乗
り
越
え
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

マ
タ
イ
が
そ
の
一
連
の
反
定
立
で
纏
め
て
焦
点
を
当
て
た
イ
エ
ス
の
倫
理
的

指
示
は
、
従
っ
て
、
た
し
か
に
実
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
れ

は
一
歩
一
歩
が
紙
の
上
で
読
み
取
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
は
な
く
、

新
し
い
生
活
文
脈
に
お
い
て
そ
の
文
脈
が
要
求
す
る
も
の
が
良
心
の
自
由
な
心

構
え
で
そ
の
都
度
新
た
に
発
見
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
仕
方
に
お

い
て
で
あ
る
。
そ
の
と
き
山
上
の
垂
訓
は
「
目
標
と
し
て
完
全
性
を
も
ち
、
そ

の
方
向
性
と
徹
底
性
を
個
々
の
掟
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
目
標
か
ら
照
ら
し
出
さ

れ
る
光
線
と
し
て
明
確
に
記
さ
れ
た７

）

」
道
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と

を
考
え
て
い
る
。
様
々
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
こ
の
道
を
相
異
な
る
仕
方
で
歩
ん

で
い
き
、
結
局
様
々
な
仕
方
で
進
ん
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教

的
生
活
の
完
全
性
の
共
通
目
標
を
削
除
﹇
無
効
に
﹈
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。

個
々
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
自
分
の
人
生
を
送
り
な
が
ら
も
同
じ
目
標
に
向

か
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
各
人
は
愛
の
掟
と
イ
エ
ス
の
範
例
の
要
求
と
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
で
自
分
の
可
能
性
に
適
し
た
仕
方
で
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
山
上
の
垂
訓
の
真
福
八
端
と
反
定
立
は
、
そ
の
と
き
キ
リ
ス
ト

教
的
良
心
に
と
っ
て
拘
束
的
な
方
向
づ
け
の
し
る
し
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の

良
心
は
そ
れ
に
よ
っ
て
鋭
敏
に
さ
れ
キ
リ
ス
ト
教
的
生
活
の
本
来
の
目
標
に
向

か
わ
し
め
ら
れ
る
。
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
教
皇
が
回
勅
『
真
理
の
輝
き
』
に

お
い
て
イ
エ
ス
の
倫
理
に
と
っ
て
山
上
の
垂
訓
が
有
す
る
意
義
を
明
ら
か
に
し

た
そ
の
言
葉
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
良
心
が
福
音
を
基
準
と
し
自
分
の
生
活
形

態
像
を
イ
エ
ス
の
生
活
モ
デ
ル
を
模
範
と
し
て
描
く
よ
う
、
誘
う
も
の
と
し
て

解
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
そ
の
根
源
的
な
深
み
に
お
い
て
そ
れ
﹇
そ
の
言
葉
﹈

は
キ
リ
ス
ト
の
自
画
像
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
、
キ
リ

ス
ト
に
従
い
キ
リ
ス
ト
と
共
な
る
生
活
共
同
体
へ
の
い
ざ
な
い
と
な
る
の
で
あ

る８
）

。」
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