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社
会
倫
理
の
基
礎主

題
は
人
間
の
尊
厳

―

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
社
会
倫
理
上
の
遺
産―

ロ
ー
タ
ー
・
ロ
ー
ス

山
　

田
　
　
　

秀 

訳

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
二
十
七
年
近
く
に
も
及
ぶ
教
皇
時
代
に
教
会
の
社

会
理
論
の
告
知
で
語
り
書
い
た
内
容
は
、
僅
か
な
紙
幅
を
以
て
し
て
は
概
要
す

ら
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
の
問
題
に
絞
っ
て
展
望
を
獲

得
す
る
こ
と
と
す
る
。
如
何
な
る
発
言
に
よ
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は

従
来
の
教
会
の
社
会
告
知
を
独
自
に
豊
か
に
し
た
の
か
。
若
し
教
皇
が
我
々
に

残
し
た
有
効
な
教
示
を
心
に
刻
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
責
任
観
で
対
処
す

べ
き
今
日
及
び
明
日
の
眼
前
の
諸
課
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
我
々
が
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
理
念
と
指
針
と
は
何
で
あ
る
だ
ろ
う

か
。

人
格
と
社
会
の
独
自
性

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
は
今
日
で
は
多
少
と
も
国
家
へ
の
傾
斜
を
帯
び
て
い
る

が
［
社
会
国
家
を
志
向
し
て
い
る
が
］
、
こ
れ
は
と
く
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
歴
史

に
由
来
す
る
。
こ
れ
は
往
時
の
共
産
主
義
の
「
体
制
変
換
諸
国
」
に
つ
い
て

言
え
る
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
側
の
社
会
諸
国
家
も
又
、
多
数
の
者

が
経
済
の
未
来
を
、
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
分
の
子
供
の
教
育
や
教
養
ま
で
も
第

一
に
国
家
に
期
待
す
る
と
い
う
精
神
的
構
造
的
状
況
の
中
へ
誘
導
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
こ
う
し
た
傾
向
に
対
抗
し
て
、
社
会
と
そ
こ
で

活
動
す
る
個
々
人
と
共
同
体
の
独
自
性
を
国
家
に
対
し
て
際
立
っ
た
仕
方
で
強

調
し
た
。
教
皇
は
こ
れ
を
独
自
の
用
語
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ

た
。
即
ち
、
社
会
の
「
主
体
性
格Subjektcharakter

」
な
い
し
「
主
体
帯
有

性Subjekthaftigkeit

」（subiectivitas

）
と
い
う
理
想
像
を
展
開
し
た
。
か

く
し
て
教
皇
は
人
間
の
尊
厳
に
適
っ
た
社
会
が
成
功
す
る
た
め
に
人
間
人
格
の

か
け
が
え
の
な
さ
を
強
調
し
た
。
そ
れ
故
、「
第
一
至
上
の
労
働
は
人
間
の
心

の
内
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
自
ら
の
将
来
構
築
に
努
め
る
方
法
は
、
自
己
自
身

及
び
目
標
設
定
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
懸
か
っ
て
い
る
」。
正
に
こ
こ
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に
「
真
の
文
化
に
対
す
る
教
会
の
固
有
で
決
定
的
な
役
割
」
も
存
し
て
い
る

（
社
会
回
勅
『
チ
ェ
ン
テ
ー
ジ
ム
ス
・
ア
ン
ヌ
ス
』
一
九
九
一
年
、
五
一
、一
。

以
下
で
は
C 

A
と
略
記
）。

　

そ
れ
に
応
じ
て
個
人
と
社
会
組
織
は
常
に
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
補
完
性
原

理
の
意
味
に
お
い
て
、
権
利
だ
け
で
は
な
く
、
相
応
の
活
動
、
自
己
組
織
、
自

助
へ
の
義
務
を
も
有
す
る
。
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
機
械
論
的
共
同
善
理

論
を
退
け
る
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
社
会
善
は
、
諸
人
格
の
「
自
由
な
決
断

と
は
無
関
係
に
、
そ
し
て
全
く
人
格
的
で
不
可
譲
の
責
任
な
く
し
て
」
実
現
さ

れ
得
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
「
道
徳
的
決
断
の
自
律
主
体
と
し
て

の
人
格
の
概
念
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
主
体
こ
そ
社
会
秩
序
を
樹
立
す
る

の
で
あ
る
」（C

A
 13, 1

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
教
皇
は
人
間
論
的
「
社
会
主
義
の

根
本
誤
謬
」
の
み
な
ら
ず
（
同
箇
所
）、
人
格
的
徳
の
エ
ー
ト
ス
に
繋
ぎ
と
め

る
こ
と
な
く
道
徳
を
制
度
に
置
き
忘
れ
て
し
ま
う
純
粋
な
制
度
倫
理
学
の
手
法

を
も
退
け
る
。

　

「
社
会
の
主
体
帯
有
性
」
は
、
人
格
及
び
そ
れ
に
由
来
し
て
帰
属
す
る
権
利

と
義
務
の
「
主
体
帯
有
性
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、今
日
我
々
が
時
々

「
市
民
社
会
」Zivilgesellschaft

と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
人
間
論
的
基
礎
と
な
っ

て
い
る
。

　

国
家
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
社
会
の
中
に
あ
っ
て
の
み
、「
西
側
社
会
に
お

い
て
も
又
生
命
の
真
義
を
喪
失
し
て
現
実
の
所
与
と
な
っ
た
」
あ
の
「
疎
外
」

（C
A

 41, 2

）
も
又
克
服
さ
れ
得
る
。
疎
外
が
生
ま
れ
る
の
は
、
人
間
が
「
偽

り
の
表
面
的
な
満
足
の
網
に
絡
め
取
ら
れ
た
」
と
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疎
外

の
究
極
最
深
の
原
因
は
、
国
家
で
も
経
済
で
も
な
く
、
人
間
が
自
ら
選
択
す
る

「
手
段
と
目
的
の

倒
」
で
あ
る
（C

A
 41

）。
自
分
の
こ
と
し
か
知
ら
ず
、
隣

人
を
知
ら
ず
、
ま
し
て
や
神
を
知
ら
ず
に
自
由
を
行
使
す
る
人
間
は
、
自
己
を

憔
悴
す
る
危
険
が
あ
る
。「
人
間
に
本
質
固
有
の
超
越
へ
の
能
力
」［
が
存
在
す

る
こ
と
］
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
「
自
由
な
自
己
献
身
」
へ
の
能
力
も
欠

く
こ
と
に
な
り
、
か
く
て
人
間
存
在
の
深
い
可
能
性
を
自
分
自
身
か
ら
剥
奪
す

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
疎
外
を
克
服
す
べ
く
、「
教
育
と
文
化
に

大
い
に
努
力
を
傾
注
す
る
こ
と
」
を
緊
急
に
必
要
と
す
る
（C

A
 36, 2

）。
消

費
主
義
の
［
も
た
ら
す
］
疎
外
に
対
す
る
批
判
は
、「
経
済
体
制
に
向
け
ら
れ
る

よ
り
は
、
む
し
ろ
倫
理
的
文
化
的
体
制
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
体
制
が
、
倫
理

的
並
び
に
宗
教
的
次
元
を
軽
視
し
て
失
敗
し
、
こ
れ
ま
で
財
と
役
務
の
生
産
に

だ
け
自
己
を
限
定
し
て
き
た
」（C

A
 39, 4

）。
人
生
の
意
味
を
視
野
か
ら
失
い
、

利
己
主
義
的
欲
求
の
生
産
者
と
消
費
者
と
し
か
自
分
を
理
解
し
な
い
人
間
は
、

社
会
関
係
を
失
い
、
終
に
は
自
分
自
身
を
消
費
し
つ
く
し
て
し
ま
う
。

法
治
国
家
と
民
主
主
義
を
支
持
、
全
体
主
義
に
反
対

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
二
つ
の
全
体
主
義
政
治
体
制
を
経
験
し
耐
え
忍
ん

だ
。
殊
に
こ
う
し
た
経
験
か
ら
国
家
や
民
主
主
義
の
政
治
倫
理
に
関
す
る
教
皇

の
発
言
及
び
要
請
が
と
り
わ
け
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
政
治
哲
学
の
頂
点
に
は
、「
人
間
の
恣
意
で
は
な
く
法
律
が
支
配
す
る
」

と
い
う
「
法
治
国
家
」
の
原
理
の
強
調
が
置
か
れ
て
い
る
（C

A
 44, 1

）。
立

憲
国
家
の
主
要
課
題
は
「
自
由
の
保
護
」
に
存
し
、
そ
こ
で
は
人
間
の
社
会
的

本
性
に
つ
い
て
の
現
実
主
義
的
な
視
点
か
ら
、
権
力
分
割
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
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る
よ
う
な
、
各
々
の
権
力
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
な
限
界
内
で
振
舞
う
他
の
権
力

及
び
権
限
領
域
に
よ
っ
て
均
衡
を
保
た
れ
る
政
治
秩
序
が
必
要
と
さ
れ
る
。
尤

も
、
政
治
的
全
体
主
義
が
避
け
ら
れ
る
の
は
、「
一
定
状
況
下
で
支
配
者
の
行

為
を
批
判
的
に
判
断
す
る
の
に
役
立
つ
、
支
配
者
の
恣
意
と
は
別
の
善
悪
の
客

観
的
基
準
が
承
認
さ
れ
る
」
と
い
う
条
件
の
下
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
（C

A
 

45, 1

）。
人
間
の
尊
厳
が
国
家
及
び
そ
の
諸
法
律
に
先
行
し
基
礎
と
な
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
人
間
は
「
諸
権
利
の
主
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
誰
も
侵
害
し
て
は

な
ら
な
い
。
個
人
で
あ
ろ
う
と
、
集
団
で
あ
ろ
う
と
、
階
級
で
あ
ろ
う
と
、
民

族
で
あ
ろ
う
と
、
国
家
で
あ
ろ
う
と
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
多

数
派
で
あ
ろ
う
と
も
、
少
数
派
に
敵
対
的
措
置
を
採
り
、
除
け
者
に
し
、
抑
圧

し
、
搾
取
し
、
或
い
は
根
絶
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
の
尊
厳

を
侵
害
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」（C

A
 44, 2

）。

　

教
会
は
、「
民
主
主
義
体
制
を
十
分
評
価
し
て
い
る

）
1
（

」。
し
か
し
な
が
ら
、

「
真
の
民
主
主
義
」
は
、
た
だ
法
治
国
家
に
お
い
て
、
し
か
も
「
正
し
い
人
間

観
に
基
づ
い
て
［
の
み
］
可
能
」
に
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
今
日
次
の
よ
う

な
主
張
に
靡
く
者
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
「
不
可
知
論
と
懐
疑
的
相
対

主
義
と
が
民
主
主
義
的
政
治
形
態
に
適
合
す
る
哲
学
で
あ
り
根
本
態
度
で
あ
る

と
す
る
主
張
で
あ
る
。
真
理
を
知
っ
て
お
り
、そ
れ
を
固
執
す
る
者
は
す
べ
て
、

民
主
主
義
的
観
点
か
ら
み
る
と
信
用
す
る
に
値
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の

者
ら
は
、
真
理
が
多
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
或
い
は
様
々
な
政
治
的
均
衡
に

よ
っ
て
揺
ら
ぐ
こ
と
を
受
け
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
前
提
に
立

つ
と
［
し
か
し
な
が
ら
］
、
理
念
や
確
信
は
…
…
権
力
目
的
の
た
め
に
い
と
も
簡

単
に
誤
用
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
価
値
な
き
民
主
主
義
は
…
…
簡
単
に
公

然
た
る
そ
し
て
陰
険
な
全
体
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
」（C

A
 46, 2

）。

　

「
客
観
的
意
味
」
で
の
「
人
間
を
超
え
る
真
理
」
を
否
定
す
る
時
に
、
こ
の

よ
う
な
全
体
主
義
は
や
っ
て
来
る
。「
人
間
が
完
全
な
自
己
同
一
性
に
達
す
る

た
め
に
従
う
超
越
的
真
理
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
人
々
の
間
に
正
し
い
関
係

を
保
証
す
る
確
か
な
基
準
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
力
が

物
を
言
う
よ
う
に
な
り
、
誰
も
が
…
…
他
人
の
権
利
を
顧
み
ず
自
分
の
利
益
と

考
え
を
押
し
通
そ
う
と
す
る
。
現
代
の
全
体
主
義
の
根
は
、
そ
れ
故
、
不
可
視

の
神
の
可
視
的
な
像
で
あ
る
超
越
的
な
人
間
の
尊
厳
を
否
定
す
る
こ
と
の
う
ち

に
あ
る
」（C

A
 44, 2

）。「
熱
狂
主
義
又
は
原
理
主
義
」
は
「
科
学
的
な
い
し

宗
教
的
と
称
す
る
考
え
に
基
づ
い
て
、
何
が
真
で
あ
り
善
で
あ
る
か
に
つ
い
て

の
考
え
を
他
人
に
押
し
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
者
」
に
も
由

来
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
」
は
、
し
か
し
、「
こ
う
し
た
種

類
の
も
の
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
多
様
な
社
会
政
治
的
現
実
を
厳
格
な
形
式

に
押
し
込
め
る
」
よ
う
な
厚
顔
さ
を
有
し
な
い
。
そ
れ
は
正
統
な
政
治
的
多
元

主
義
に
余
地
を
与
え
る
。
何
と
な
れ
ば
、「
超
越
的
な
人
格
の
尊
厳
」
に
こ
そ

「
自
由
の
尊
重
」
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（C

A
 46, 3

）。

経
済
に
お
い
て
働
く
人
間

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
最
初
の
社
会
回
勅
は
、『
ラ
ボ
ー
レ
ム
・
エ
ク
シ
ェ

ル
チ
ェ
ン
ス
』（
一
九
八
一
年
、
以
下
L 

E
と
略
記
）
と
い
う
書
名
で
、
人
間

的
労
働
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
人
格
主
義
の
観
点
と
労
働
世
界
の

「
主
体
帯
有
性
」
の
観
点
が
際
立
っ
て
い
る
。
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耳
目
を
引
く
と
共
に
指
針
を
与
え
る
も
の
が
、
先
ず
そ
の
労
働
概
念
で
あ

る
。
教
皇
は
人
間
の
労
働
を
「
自
営
労
働
」
と
従
属
労
働
と
い
う
概
念
に
限
定

す
る
こ
と
を
打
破
す
る
。
教
皇
は
「
鉱
山
や
採
石
場
」
或
い
は
「
金
属
工
業
や

溶
鉱
炉
」
の
労
働
者
の
み
な
ら
ず
、「
知
的
労
働
の
仕
事
場
」
で
生
計
を
立
て

て
い
る
者
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
彼
は
「
科
学
者
」
及
び
「
社
会
的
に
広

範
囲
に
及
ぶ
決
定
に
つ
き
重
責
を
担
う
者
」
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。
彼

は
「
毎
日
家
計
と
子
供
の
教
育
と
の
苦
労
と
責
任
と
を
引
き
受
け
て
い
る
に
も

拘
ら
ず
、
社
会
の
側
か
ら
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
家
族
か
ら
も
そ
れ
に

相
応
し
い
承
認
を
受
け
な
い
こ
と
が
時
々
あ
る
女
性
」
の
労
働
に
つ
い
て
特
に

語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
同
様
に
「
労
働
す
る
人
間
」（
働
く
人
々
）

な
の
で
あ
る
（L

E
 9, 2

）。

　

教
皇
の
特
別
の
関
心
は
、
今
日
い
よ
い
よ
先
鋭
化
し
て
き
て
い
る
家
庭
外

職
業
労
働
と
家
事
と
の
対
立
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
る
。
教
皇
は
こ
れ
と

の
関
連
で
、
誤
っ
た
解
放
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
由
来
し
、
女
性
の
「
解
放
」

B
efreiung

が
実
際
問
題
と
し
て
家
族
及
び
女
性
自
身
の
負
担
に
な
っ
て
し
ま

う
矛
盾
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。「
女
性
の
真
の
地
位
向
上
は
、
女
性
が
そ

れ
と
引
き
換
え
に
女
性
の
固
有
性
質
を
放
棄
す
る
と
い
う
犠
牲
を
強
い
ら
れ
も

せ
ず
、
母
と
し
て
代
替
不
能
な
役
割
が
あ
る
家
庭
を
犠
牲
に
し
な
く
て
済
む
よ

う
な
労
働
秩
序
を
要
求
す
る
」（L

E
 19, 5

）。
女
性
は
、
そ
れ
故
、
本
来
す
べ

て
の
「
活
動
を
…
…
能
力
の
あ
る
職
場
（
職
位
）
で
差
別
さ
れ
た
り
排
除
さ
れ

た
り
せ
ず
に
」
引
き
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
女
性
は
又
、「
自
由
な
決
断
を
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
心
理
的
に
も
実

際
上
も
差
別
さ
れ
ず
、
同
僚
と
比
し
て
も
冷
遇
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
子
供
の
育

児
及
び
教
育
に
…
…
打
ち
込
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
家
庭
外
収
入
の
た
め
に

こ
の
課
題
実
現
を
已
む
を
得
ず
諦
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
よ
り
上
位
の
母
親
の

目
的
に
矛
盾
し
こ
れ
を
困
難
に
す
る
な
ら
ば
、
社
会
及
び
家
族
の
善
と
の
関
連

で
不
正
で
あ
る
」（L

E
 19, 4

）。

　

働
く
人
間
の
尊
厳
と
、
そ
の
労
働
を
経
済
的
交
換
価
値
に
従
っ
て
の
み
評
価

す
る
こ
と
は
両
立
し
な
い
。
人
間
は
常
に
「
人
格
」
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
か

ら
、
人
間
の
行
為
は
「
す
べ
て
そ
の
客
観
的
内
容
と
は
無
関
係
に
…
…
人
間
存

在
の
実
現
に
奉
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（L

E
 6

）。
人
間
の
労
働
は
、
な
る

ほ
ど
経
済
的
に
は
様
々
に
「
評
価
査
定
さ
れ
」
得
よ
う
が
、
し
か
し
、
個
々
の

働
く
人
の
人
格
的
な
尊
厳
を
そ
れ
と
の
類
比
で
相
異
な
っ
て
評
価
す
る
の
は
適

切
で
は
な
い
。
人
間
的
労
働
の
「
主
体
的
次
元
」
は
、
個
人
的
及
び
集
合
的
労

働
権
の
形
態
に
お
い
て
社
会
法
的
そ
れ
相
応
の
保
護
を
求
め
る
。

　

人
間
の
労
働
の
こ
う
し
た
理
解
か
ら
「
資
本
に
対
す
る
労
働
の
優
位
と
い
う

原
則
」（L

E
 10

）
が
生
ま
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
企
業
決
定
に
際

し
て
同
権
的
或
い
は
超
同
権
的
な
共
同
決
定
権
を
「
従
属
」
労
働
者
に
附
与
す

べ
し
と
す
る
「
労
働
主
義
の
」
企
業
構
造
を
要
請
す
る
も
の
で
は
少
し
も
な
い
。

そ
れ
よ
り
は
寧
ろ
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
前
提
と
す
る
の
は
以
下
の
如
く

で
あ
る
。
即
ち
、「
資
本
は
労
働
か
ら
分
離
さ
れ
得
な
い
し
、
労
働
と
資
本
を

対
立
す
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
こ
れ
ら
の
概
念
の
背
後
に
控

え
て
い
る
具
体
的
人
間
に
つ
い
て
は
尚
更
で
あ
る
」。
従
っ
て
、
教
皇
は
、「
既

に
そ
の
基
礎
に
お
い
て
労
働
と
資
本
の
対
立
を
克
服
し
て
い
る
」
労
働
秩
序
を

要
求
す
る
。
そ
の
秩
序
は「
働
く
者
が
生
み
出
す
給
付
の
種
類
と
は
無
関
係
に
、

労
働
並
び
に
全
生
産
過
程
へ
の
実
効
的
な
参
加
の
主
体
と
し
て
の
」
人
間
に
定
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位
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（L

E
 13

）。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
、
な
る

ほ
ど
具
体
的
な
企
業
法
上
の
帰
結
は
曳
き
出
せ
な
い
が
、
し
か
し
、「
生
産
手

段
の
共
同
所
有
、
共
同
決
定
、
利
益
分
配
、
従
業
員
株
、
等
々
に
関
係
す
る
」

従
来
の
教
導
職
の
公
知
文
書
が
参
照
さ
れ
る

）
2
（

。

資
本
主
義
問
題
の
解
明

　

経
済
秩
序
の
倫
理
領
域
に
お
け
る
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
最
大
の
遺
産

は
、
経
済
秩
序
に
は
「
社
会
主
義
」
と
「
資
本
主
義
」
の
二
類
型
し
か
な
い
と

い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
に
由
来
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
克
服
し
た
点
に
存
す
る
。

教
皇
は
、「
共
産
主
義
が
失
敗
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、『
資
本
主
義
』
が
勝
利
を

収
め
た
社
会
体
制
で
あ
り
、
資
本
主
義
が
経
済
と
社
会
を
新
し
く
樹
立
し
よ
う

と
努
め
て
い
る
諸
国
家
の
努
力
目
標
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
う

（C
A

 42, 1

）。
答
え
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
要
は
、「
資
本
主
義
」
理
解
如
何

に
よ
る
。「
企
業
、
市
場
、
私
有
財
産
及
び
こ
れ
に
由
来
す
る
生
産
手
段
に
対

す
る
責
任
、
経
済
領
域
に
お
け
る
人
間
の
自
由
な
創
造
性
の
基
本
的
積
極
的
な

役
割
を
承
認
す
る
経
済
体
制
を
『
資
本
主
義
』
が
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
答
え
は
肯
定
的
で
あ
る
」。
す
こ
し
後
の
方
で
、
こ
れ
ま
で
の
発
言
を

更
に
展
開
し
て
、「
経
済
領
域
に
お
け
る
国
家
の
課
題
」が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
。

「
経
済
、
と
り
わ
け
市
場
経
済
は
、
制
度
的
、
法
的
、
政
治
的
真
空
領
域
に
お

い
て
は
機
能
し
得
な
い
。
事
は
全
く
逆
で
あ
っ
て
、
経
済
は
、
個
人
の
自
由
と

財
産
の
安
全
、
及
び
安
定
し
た
通
貨
制
度
と
給
付
能
力
の
あ
る
公
役
務
を
前
提

し
て
い
る
。
国
家
の
主
要
課
題
は
、
そ
れ
故
、
こ
の
安
全
を
保
障
し
、
労
働
し

生
産
す
る
者
が
自
ら
の
労
働
の
果
実
を
享
受
す
る
こ
と
が
出
来
、
仕
事
を
効
果

的
に
誠
実
に
遂
行
す
る
よ
う
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」（C

A
 48, 1

）。

か
く
し
て
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
今
日
我
々
が
「
社
会
的
市
場
経
済
」
と

い
う
概
念
と
結
び
つ
け
て
い
る
重
要
な
要
素
を
す
べ
て
列
挙
し
た
。
こ
の
連
関

で
、
教
皇
は
又
、
利
益
の
倫
理
学
（C

A
 35, 3

）
と
投
資
の
そ
れ
（C

A
 36, 4

）

を
展
開
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
教
皇
は
、「
資
本
主
義
」
が
「
そ
の
中
で
、
経
済
的
自
由
を

人
間
の
完
全
な
自
由
に
役
立
つ
よ
う
に
図
り
、
倫
理
的
宗
教
的
手
段
を
伴
っ
た

こ
の
自
由
の
特
別
な
次
元
と
看
做
す
安
定
し
た
法
秩
序
の
中
に
経
済
的
自
由
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
な
い
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」、
断

固
こ
れ
を
拒
絶
す
る
（C

A
 42, 2

）。
か
く
し
て
教
皇
は
、
社
会
的
市
場
経
済

の
理
論
と
実
践
と
、「
市
場
の
力
の
自
由
な
展
開
に
盲
目
的
信
頼
を
置
い
て
」

問
題
解
決
が
で
き
る
と
す
る
「
急
進
的
な
資
本
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
を
区

別
す
る
（C

A
 42, 3

）
3
（

）。

国
際
共
同
体
、
人
権
、
平
和
、
発
展

　

こ
こ
に
記
し
た
四
つ
の
概
念
と
そ
れ
ら
と
結
び
つ
い
た
課
題
と
挑
戦
の
中

に
、
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
の
社
会
倫
理
上
の
指
針
と
人
格
的
司
牧
的
な
取
り

組
み
の
重
点
が
現
れ
て
い
る
。
そ
の
際
教
皇
は
、
倫
理
的
宗
教
的
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
彼
の
行
動
の
象
徴
と
印
象
的
な
仕
方
で
結
び
つ
け
た
。
こ
こ
で
は
教
皇
の

百
回
を
超
え
る
「
司
牧
の
旅
」
の
い
く
ら
評
価
し
て
も
し
き
れ
な
い
そ
の
作
用

だ
け
で
は
な
く
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
と
ム
ス
リ
ム
の
評
価
の
意
思
表
示
並
び
に
す
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べ
て
の
宗
教
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
、
又
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
受
諾
さ
れ
た
平
和
の

祈
り
へ
の
招
待
も
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
努
力
の
基
礎
と
な
っ
た
神
学
的
な
基
盤
は
、
聖
書
キ
リ
ス
ト
教
的

な
創
造
の
教
え
と
救
済
の
教
え
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
、
世
界
は
神
に
見
放
さ

れ
て
は
い
な
い
、
何
と
な
れ
ば
神
は
世
界
を
創
造
し
、「
似
像
」
と
し
て
の
人

間
に
善
を
認
識
し
こ
れ
を
欲
す
る
能
力
を
賦
与
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う

に
あ
る
。
こ
れ
は
、
人
間
の
歴
史
を
没
落
へ
向
か
っ
て
進
行
す
る
決
定
論
と
看

做
し
、
そ
こ
か
ら
の
回
避
は
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
は
正
反
対
の
「
世

界
観
」
の
支
柱
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
支
柱
は
「
キ
リ
ス
ト
、

新
し
い
人
間
」
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
に
就
き
教
皇
は
第
二
ヴ
ァ
チ
カ
ン
会
議
と

共
に
次
の
如
く
語
る
。
即
ち
、「
新
し
い
ア
ダ
ム
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
は
、
父
と

そ
の
愛
の
秘
密
を
啓
示
し
て
人
間
に
人
間
自
身
を
完
全
に
知
ら
し
め
、
そ
の
最

高
の
使
命
を
明
ら
か
に
し
た
」（G

audium
 et spes, 22, 1

）。
そ
れ
故
、「
人
間

こ
そ
教
会
の
道
で
あ
る
」
と
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
一
九
七
九
年
三
月
四
日

に
教
皇
登
位
回
勅
『
レ
デ
ン
プ
ト
ー
ル
・
ホ
ミ
ニ
ス
』
で
語
り
、
人
間
一
般
で

は
な
く
、「
四
十
億
人
の
一
人
一
人
」
と
、
更
に
付
加
え
た
（13, 3
）。
そ
し
て

ど
れ
ほ
ど
多
く
の
失
敗
や
悪
事
が
人
間
の
間
に
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
教
会
は

「
人
間
を
見
捨
て
て
は
な
ら
な
い
」。
教
会
は
「
誠
実
に
人
間
の
道
を
自
ら
の
道

に
し
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（C

A
 62, 3

）
4
（

）。

　

以
上
が
、
人
権
の
遵
守
、
平
和
の
維
持
、
国
際
共
同
体
の
強
化
、
す
べ
て
の

文
化
の
発
展
に
つ
き
教
皇
が
世
界
規
模
で
実
際
払
っ
た
努
力
の
神
学
的
前
文

に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の
時
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
多
く
の
こ
と
が
、
世

界
平
和
の
日
に
表
明
さ
れ
た
そ
の
時
々
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
見
ら
れ
る
。
特
に
指

摘
さ
れ
る
べ
き
は
二
〇
〇
〇
年
の
平
和
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
「
国

際
的
立
場
及
び
地
域
的
立
場
か
ら
の
適
切
な
仲
介
な
い
し
平
和
介
入
」
並
び

に
「
人
道
的
理
由
か
ら
の
介
入
」
に
取
り
組
ん
で
い
る

）
5
（

。
二
〇
〇
一
年
の
平
和

メ
ッ
セ
ー
ジ
も
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
い
て
教
皇
は
「
諸
文

化
間
に
お
け
る
愛
と
平
和
の
文
明
を
求
め
る
対
話
」と
い
う
計
画
を
展
開
し
た
。

統
合
的
発
展
の
必
要
性

　

諸
民
族
の
統
合
的
発
展
の
論
題
は
、
パ
ウ
ロ
六
世
に
よ
っ
て
一
九
六
七
年
に

公
布
さ
れ
た
『
ポ
プ
ロ
ー
ル
ム
・
プ
ロ
グ
レ
ッ
シ
オ
』
を
記
念
し
て
二
十
年
後

に
回
勅
『
ソ
リ
チ
ト
ゥ
ー
ド
・
レ
イ
・
ソ
チ
ア
ー
リ
ス
』（
一
九
八
七
年
、
以

下
S 

R 

S
と
略
記
）
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る

）
6
（

。
そ
こ
で
工
業
諸

国
の
責
任
が
、
特
に
「
最
も
弱
き
者
」
を
善
く
扶
助
す
る
責
任
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
（SR

S 17, 1; 23, 4

）、
言
う
ま
で
も
な
い
。「
国
際
商
業
体
制
」

に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
発
展
途
上
国
で
生
ま
れ
た
産
業
の
生
産
物
」
を
差
別
す

る
「
保
護
主
義
」
も
又
、
明
確
に
批
判
さ
れ
て
い
る
（SR

S 43, 2

）。
特
筆
す

べ
き
は
、教
皇
が
発
展
途
上
国
に
向
け
て
発
し
て
い
る
要
請
で
あ
る
。
教
皇
は
、

不
正
の
諸
構
造
、
特
に
独
自
の
政
治
制
度
の
改
革
を
要
求
し
、「
腐
敗
し
た
独

裁
的
、
権
威
主
義
的
政
体
を
共
同
参
加
と
い
う
民
主
主
義
的
秩
序
と
入
れ
替
え

る
」
こ
と
を
求
め
た
。
具
体
的
に
彼
が
求
め
た
の
は
、「
公
生
活
へ
の
す
べ
て

の
市
民
の
参
加
」、「
法
的
安
全
」、「
人
権
の
尊
重
と
助
成
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら

す
べ
て
が
、「
発
展
の
必
要
な
条
件
で
あ
り
確
か
な
保
証
」
で
あ
る
（SR

S 44, 

5

）。
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教
皇
は
、
特
定
の
発
展
途
上
国
停
滞
の
最
重
要
な
原
因
の
一
つ
を
「
現
代
世

界
で
諸
々
の
権
利
の
中
で
も
し
ば
し
ば
企
業
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
（ius ad 

propria incepta oeconom
ica

）
へ
の
権
利
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
見
た
。

…
…
経
験
が
我
々
に
教
え
る
と
こ
ろ
は
、
か
か
る
権
利
の
否
認
や
社
会
に
お
け

る
万
民
の
「
平
等
」
と
い
う
名
の
下
で
の
そ
の
制
約
は
、
活
動
的
主
体
と
し
て

の
市
民
の
企
業
精
神
、
即
ち
創
造
性
を
弱
め
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
破
壊
し
さ
え
す

る
（SR

S 15, 2

）。
後
の
箇
所
で
「
自
由
な
経
済
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
（in re 

oeconom
ica incepta ineundi

）
へ
の
権
利
」
は
「
宗
教
の
自
由
」
と
共
に
「
人

格
の
基
本
権
」
に
数
え
ら
れ
、
更
に
強
調
さ
れ
る
。「
私
的
所
有
へ
の
権
利
は

有
効
で
あ
り
、
必
要
で
あ
る
」（SR

S 42, 5. 
尚
、A

R
S 31, 7

を
も
参
照
）、
勿

論
そ
れ
は
社
会
的
拘
束
を
考
慮
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

人
間
の
尊
厳
と
人
権
を
詳
論
す
る
に
当
た
っ
て
、
教
皇
は
「
一
定
の
文
化
的

同
一
性
を
伴
う
団
体
」
と
し
て
の
「
諸
国
民
と
諸
民
族
」
に
つ
い
て
も
又
語
っ

て
お
り
、「
こ
の
貴
重
な
遺
産
の
保
持
、
自
由
な
管
理
、
促
進
」
に
対
す
る
権

利
を
強
調
し
た
（SR

S 24, 6

）。
彼
ら
は
す
べ
て
、「
経
済
的
社
会
的
側
面
を
内

容
と
し
て
有
し
、
し
か
も
そ
れ
相
応
の
文
化
的
同
一
性
と
超
越
へ
の
開
放
を
包

括
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
固
有
の
完
全
な
発
展
へ
の
権
利
」
を
有

す
る
（SR

S 32, 3

）。「
発
展
類
型
」
は
「
個
人
的
、
社
会
的
、
経
済
的
、
政

治
的
人
権
、
そ
れ
に
諸
国
民
諸
民
族
の
権
利
を
も
含
め
て
、
こ
れ
ら
を
尊
重
し

促
進
し
な
い
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
真
に
人
間
に
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
」（SR

S 33, 1

）。「
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
と
文
化
の
特
徴
を
有
す
る
民
族

の
同
一
性
」
は
す
べ
て
の
開
発
政
策
上
の
措
置
を
講
ず
る
に
際
し
て
尊
重
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（SR

S 33, 7

）。―

か
く
し
て
、
教
皇
は
、
全
体
の
質
は
、

地
上
に
暮
ら
す
す
べ
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
、
民
族
、
国
民
に
対
す
る
尊
敬
か

ら
の
み
見
出
さ
れ
得
る
の
だ
と
い
う
、
地
球
規
模
の
文
化
の
倫
理
的
根
本
構
想

を
提
示
し
た
。

「
生
命
の
文
化
の
座
」
と
し
て
の
家
族

　

ド
イ
ツ
で
は
、
そ
し
て
多
く
の
先
進
工
業
諸
国
に
お
い
て
も
、
福
祉
は
固
よ

り
人
間
の
社
会
的
文
化
的
発
展
も
又
、
人
口
動
態
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
、

益
々
明
瞭
に
認
識
さ
れ
て
い
る

）
7
（

。
子
供
の
出
生
率
が
低
下
し
続
け
る
た
め
、
世

代
間
の
均
衡
は
崩
さ
れ
、
高
齢
者
の
人
口
が
増
加
す
る
。
多
く
の
者
が
こ
う
し

て
発
生
し
て
く
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
問
う
て
い

る
。
地
上
の
他
の
地
域
で
も
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
例
え
ば
中
国
で

も
、
高
齢
者
の
増
加
と
子
供
の
数
の
後
退
と
の
間
に
あ
る
亀
裂
が
目
立
っ
て
い

る
。
中
国
で
は
国
家
指
令
に
よ
る
一
人
っ
子
政
策
が
こ
う
し
た
事
態
の
原
因
と

し
て
挙
げ
ら
れ
得
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
く
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。

「
体
験
社
会
や
娯
楽
社
会
」
の
消
極
的
傾
向
、
観
察
さ
れ
う
る
様
々
な
意
味
喪

失
現
象
、
現
代
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
否
定
的
影
響
が
多
く
の
夫
婦
の
不
安
定
を

増
幅
し
、
子
供
の
世
話
を
面
倒
な
こ
と
と
思
わ
せ
、
家
族
の
教
育
機
能
を
低
下

さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
こ
う
し
た
展
開
の
う
ち
に
多
く
の
社
会
の
将
来

に
と
っ
て
恐
ら
く
厄
介
な
問
題
を
見
て
い
た
。
幾
度
も
教
皇
は
家
族
の
不
可
欠

の
文
化
作
用
（
文
化
貢
献
）
に
注
目
を
促
し
た
。
三
つ
の
側
面
が
そ
の
際
重
要

視
さ
れ
た
。
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家
族
の
基
本
的
文
化
作
用
は
「
人
間
的
生
命
の
基
本
価
値
へ
の
教
育
」
に
存

す
る
（„ Fam

iliaris consortio“ 37;

以
下
で
は
F 

C
と
略
記

）
8
（

）。
一
つ
一
つ
子

供
た
ち
は
、「
各
人
の
人
格
的
尊
厳
の
尊
重
を
そ
れ
だ
け
が
保
障
す
る
真
実
の

正
義
感
覚
を
身
に
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
何
よ
り
も
他
者
へ
の
真
心
か
ら
の
配

慮
と
無
私
的
な
献
身
、
と
り
わ
け
最
も
貧
し
困
窮
者
へ
の
そ
れ
と
し
て
の
本
当

の
愛
へ
の
感
覚
を
も
身
に
つ
け
る
」（F

C
 37, 2

）。
こ
の
限
り
に
お
い
て
「
日
々

体
験
さ
れ
生
き
ら
れ
る
喜
び
と
苦
し
み
の
共
同
生
活
と
共
同
体
験
は
、
…
…
子

供
た
ち
が
積
極
的
に
責
任
感
を
持
っ
て
よ
り
大
き
な
社
会
空
間
の
中
へ
上
手
く

統
合
さ
れ
て
い
く
た
め
の
最
も
具
体
的
で
実
効
的
な
学
校
な
の
で
あ
る
」（
同

箇
所
）。
家
庭
に
お
い
て
「
市
民
は
確
か
に
成
長
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
彼
ら
は
、
社
会
の
生
活
と
発
展
を
内
面
か
ら
担
い
形
作
る
社
会
的
諸
徳
の

最
初
の
学
校
を
見
出
す
の
で
あ
る
」（F

C
 42

）。

　

家
族
の
文
化
作
用
に
関
す
る
教
皇
の
発
言
で
恐
ら
く
最
も
印
象
的
な
も
の

は
、
社
会
回
勅
『
チ
ェ
ン
テ
ー
ジ
ム
ス
・
ア
ン
ヌ
ス
』（
一
九
九
一
年
）
に
見
ら

れ
る
。
そ
こ
で
次
の
如
く
言
わ
れ
て
い
る
。
家
庭
は
「
人
間
が
真
理
と
善
に
関

す
る
決
定
的
な
最
初
の
基
礎
を
受
け
取
る
懐
で
あ
り
、
愛
し
愛
さ
れ
る
こ
と
が

何
を
意
味
し
、
人
格
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
を
学
ぶ
場
所
で
も
あ
る
」。

こ
こ
で
「
婚
姻
に
基
づ
く
家
庭
が
、
…
…
、
子
供
が
誕
生
し
そ
の
能
力
を
伸
ば

す
こ
と
が
可
能
と
な
る
生
活
の
場
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
子
供
は
自

ら
の
尊
厳
を
知
る
に
到
り
、
自
分
の
一
回
限
り
で
遣
り
直
し
の
き
か
な
い
運
命

と
の
取
り
組
み
の
準
備
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」（C

A
 39, 1

）。
そ

の
反
対
に
、
今
日
の
人
間
は
、
し
ば
し
ば
「
自
己
自
身
及
び
自
己
の
生
命
を
、

経
験
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
一
連
の
知
覚
と
看
做
し
、
実
現
す
べ
き
課

題
と
看
做
さ
な
い
傾
向
」
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
一
人
の
他
者
と
し
っ
か
り

結
ば
れ
子
供
を
儲
け
る
義
務
を
お
っ
く
う
が
り
、
同
伴
者
と
子
供
を
、
自
分
の

好
み
で
持
つ
こ
と
も
持
た
な
い
こ
と
も
出
来
、
他
の
も
の
と
交
換
可
能
で
競
合

す
る
多
く
の
『
も
の
』
の
う
ち
の
一
つ
と
看
做
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」（C

A
 

39, 1

）
9
（

）。

　

教
皇
は
婚
姻
と
家
族
と
い
う
主
題
を
論
じ
た
多
く
の
式
辞
に
お
い
て
、「
死

の
文
化
」
に
対
抗
す
る
「
人
間
的
生
命
の
新
し
い
文
化
」
を
奨
励
す
る

）
10
（

。
死
の

文
化
は
、
特
に
「
世
界
中
に
蔓
延
し
て
い
る
妊
娠
中
絶
」
と
「
産
児
制
限
支
持

の
組
織
的
運
動
」
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
当
事
者
の

決
定
の
自
由
に
対
す
る
尊
敬
の
念
を
全
く
欠
い
て
お
り
、
し
ば
し
ば
当
事
者
を

耐
え
難
い
圧
力
に
曝
し
、
当
事
者
を
こ
う
し
た
新
た
な
抑
圧
形
態
に
屈
服
さ
せ

て
し
ま
う
」（C

A
 39, 3

）。
家
庭
は
「
再
び
生
命
の
聖
域
と
看
做
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
…
…
家
庭
は
、
神
の
賜
物
で
あ
る
生
命
が
相
応
し
い
仕
方
で

受
け
止
め
ら
れ
、
降
り
か
か
っ
て
く
る
多
く
の
攻
撃
か
ら
護
ら
れ
る
場
で
あ

る
。…
…
い
わ
ゆ
る
死
の
文
化
に
対
し
て
、
家
庭
は
生
命
の
文
化
の
座
で
あ
る
」

（C
A

 39, 2

）
11
（

）。

人
間
の
尊
厳
の
哲
学
的
・
神
学
的
繋
留

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
、
社
会
倫
理
上
の
指
示
の
中
で
繰
り
返
し
、
教
会

の
社
会
理
論
が
そ
こ
か
ら
汲
み
取
る
源
泉
に
つ
い
て
語
る
。
正
し
く
今
日
の
議

論
に
直
面
し
て
、
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
人
間
的
社
会
に
つ
い
て
我
々
に
遺
し
た
哲
学
的
神
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学
的
発
言
は
、
人
間
に
つ
い
て
の
洞
察
に
基
づ
い
て
い
る
。「
人
間
と
は
何
で

あ
る
の
か
」。
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
論
に
と
っ
て
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
答
は

「
創
世
記
」
の
創
造
の
記
述
に
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
は
「
不
可
視

の
神
に
似
せ
て
可
視
的
な
似
像
」
と
し
て
の
人
間
を
創
造
し
た
（C

A
 44, 2

）。

聖
書
の
こ
の
箇
所
に
関
し
て
教
皇
は
次
の
よ
う
に
も
言
う
こ
と
が
で
き
た
。「
信

仰
の
み
が
彼
に
（
人
間
に
）
そ
の
同
一
性
を
完
全
に
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
同

一
性
か
ら
教
会
の
社
会
理
論
は
出
発
す
る
」（C

A
 54, 1

）。

　

教
会
の
社
会
告
知
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
像
は
、
信
仰

の
力
だ
け
で
人
間
の
本
質
と
人
間
的
社
会
の
諸
条
件
が
理
解
さ
れ
る
か
の
よ
う

に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
「
人
間
科
学
」
と
「
哲

学
」
の
課
題
を
明
確
に
強
調
し
て
お
り
、「
社
会
に
お
け
る
人
間
の
中
心
的
地

位
を
説
明
し
、
自
己
自
身
を
『
社
会
的
存
在
』
と
し
て
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ

と
を
得
さ
せ
る
」。
理
性
に
よ
っ
て
人
間
は
、
自
分
が
霊
肉
的
存
在
で
あ
る
が

故
に
、
そ
し
て
、
一
般
的
人
間
本
性
を
分
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
各
人
が
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
同
一
性
を
有
す
る
「
人
格
」
で
あ
り
、
不
可
侵
の
尊
厳
を
有
す
る

が
故
に
、
自
分
が
世
界
で
特
別
の
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
る
。「
不
可
侵
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
的
位
格
（
人
格
）
は
世
界
内

的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
「
超
越
的
に
」
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
理
性
の
道
と
信
仰
の
道
が
触
れ
合
っ
て
い
る
。
人
格
の

尊
厳
は
理
性
に
よ
っ
て
近
づ
け
る
認
識
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
誰
も
が
独
自
の

仕
方
で
神
の
像
で
あ
る
こ
と
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
近
づ
け
る
認
識
で
あ
る
。
福

音
書
は
社
会
倫
理
（
学
）
に
規
範
的
個
々
の
解
答
を
予
め
与
え
る
こ
と
な
ど
出

来
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
の
最
後
の
根
拠
と
な
る
「
真
理
の
空
間
」
を
広

げ
る
こ
と
は
出
来
る
。
す
べ
て
の
人
々
は
真
に
人
間
的
な
文
化
の
実
現
に
努
力

す
る
こ
と
で
一
つ
に
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
者
も
神
を
信
じ
な
い
者

も
、
こ
の
努
力
に
参
加
す
る
課
題
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
教
皇
は
「
根
拠

あ
る
希
望
」
を
表
明
し
、「
ど
の
宗
教
を
も
信
奉
し
て
い
な
い
多
く
の
集
団
の

人
々
も
、
社
会
問
題
に
必
要
な
倫
理
的
基
礎
を
与
え
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
語
っ
た
（C

A
 60, 2

）。

キ
リ
ス
ト
教
自
然
法
思
想

　

社
会
倫
理
上
の
問
題
解
決
の
た
め
に
は
社
会
に
お
け
る
対
話
と
協
力
と
が
前

提
と
な
る
。
そ
の
場
合
最
終
的
に
は
常
に
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
問
題

が
、
従
っ
て
、
事
実
の
世
界
を
超
え
て
倫
理
的
当
為
の
無
条
件
性
を
示
す
問
題

が
問
わ
れ
て
い
る
。
せ
い
ぜ
い
可
視
的
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
理
性
は
、
人

間
の
尊
厳
も
信
仰
の
要
求
も
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。ヨ
ハ
ネ
・

パ
ウ
ロ
二
世
は
、
一
九
九
八
年
九
月
十
四
日
の
回
勅
『
フ
ィ
デ
ス
・
エ
ト
・
ラ

チ
オ
』（
八
二
、
三
）
で
「
必
要
な
の
は
真
に
形
而
上
学
的
射
程
を
有
す
る
哲

学
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
。
回
勅
『
チ
ェ
ン
テ
ー
ジ
ム
ス
・
ア
ン
ヌ
ス
』
に
お

い
て
既
に
教
皇
は
、「
無
神
論
的
」
解
決
（
策
）
は
「
人
間
か
ら
基
礎
的
土
台
を
、

詰
り
精
神
的
土
台
を
強
奪
す
る
」
が
故
に
、
何
ら
答
え
を
提
供
し
な
い
（C

A
 

55, 2
）。
こ
の
無
神
論
は
、「
人
間
と
世
界
の
現
実
を
機
械
的
に
理
解
す
る
啓
蒙

合
理
主
義
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
」（C

A
 13, 4

）。

　

死
の
直
前
に
公
刊
さ
れ
た
『
記
憶
と
同
一
性
』
の
中
で
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二

世
は
、「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
悪
」、
即
ち
国
家
社
会
主
義
と
共
産
主
義
が
如
何



社 会 と 倫 理

176

に
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
を
探
究
し
て
い
る
。
歳
月
の
経
過
と
共
に

彼
は
、「
悪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
的
思
惟
の
歴
史
に
深
い

根
を
張
っ
て
い
る
」
と
い
う
確
信
に
到
達
し
た

）
12
（

。
そ
の
同
じ
源
泉
か
ら
、
い
わ

ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
啓
蒙
［
思
想
］
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、

「
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
」（
我
思
フ
、
故
ニ
我
在
リ
）
と
い
う
出
発
か
ら
し
て
、

哲
学
を
転
倒
し
て
し
ま
っ
た
。「
デ
カ
ル
ト
以
前
、
哲
学
は
、
そ
れ
故
コ
ギ
ト
、

否
寧
ろ
、コ
グ
ノ
ス
コcognosco

［
我
認
識
ス
］
は
存
在esse

に
従
属
し
て
い
た
。

存
在
は
根
源
的
な
も
の
と
看
做
さ
れ
て
い
た
」。
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お

い
て
人
間
に
関
す
る
真
理
は
す
べ
て
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
人
間
の
存
在

に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
こ
の
存
在
は
「
第
二
級

も
の
」
と
し
て
コ
グ
ノ
ス
コ
（
我
認
識
ス
）
に
従
属
せ
し
め
ら
れ
た
。［
か
く
し
て
、］

す
べ
て
の
「
エ
ッ
セ
」―

被
造
世
界
も
創
造
者
自
身
も―

が
「
コ
ギ
ト
」
の
領

域
の
中
に
と
ど
ま
り
、
従
っ
て
、「
人
間
的
意
識
の
内
容
に
還
元
さ
れ
」
て
し

ま
う
。
こ
う
し
た
前
提
下
で
は
、
そ
の
限
り
人
間
の
思
惟
に
先
行
す
る
形
而
上

学
的
真
理
は
存
在
せ
ず
、
自
律
的
思
惟
に
由
来
す
る
真
理
だ
け
が
存
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た
思
考
様
式
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
悪
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
も
惹
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
人
間
が
一
人
で
、
神
な
し
に
、
善
悪
に

つ
い
て
決
定
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
或
る
集
団
が
殲
滅
さ
れ
得
る

こ
と
を
自
由
に
為
し
得
も
す
る

）
13
（

」。

　

従
っ
て
、
我
々
は
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
と
共
に
確
証
す
る
。
人
間
の
尊
厳

に
即
し
た
自
己
自
身
と
の
「
同
一
性
」
は
、
認
識
論
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
自

然
法
哲
学
に
由
来
す
る
あ
の
「
経
験
」
か
ら
の
み
獲
得
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
今
日
に
至
る
ま
で
最
も
重
要
な
導
き
手
で

あ
る
。
こ
う
し
た
基
礎
に
立
っ
て
、
教
会
の
社
会
理
論
は
「
善
意
の
す
べ
て
の

人
々
」
に
語
り
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
人
間
の
創
造
主
で
あ
る
神
が

人
間
に
善
悪
を
区
別
す
る
た
め
の
十
分
な
悟
性
の
洞
察
を
、
そ
し
て
又
、
罪
に

よ
る
［
人
間
本
性
の
］
毀
損
に
も
拘
ら
ず
そ
の
都
度
よ
り
良
い
も
の
を
意
欲
す
る

た
め
の
十
分
な
意
志
力
を
与
え
た
と
、
教
会
が
確
信
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら

な
い
。
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