
百
r

・

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

の
罰
論
に

つ
い
て
の
批
判
的
考
察

大

西

勝

也

は
じ
め
に

15

小

論

は

、

F

・
シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

(しり
∩
〒二
Φ
一①
『「コ
餌
6
=
Φ
「曽
閏
∴
一
、N
①
Qc
l
一
Gc
ω
ム
)

の

罰
論

に
注

目

し
、

罰
克

服

の
教

育

の
た

め

の
理

論

的

基

礎
づ

け

に

つ
い

て
、

そ

し

て
、

そ

こ

に
み

て
と

れ

る
罰

を

め

ぐ

る

現
実

認
識

と

理
念

の
交

錯

に

つ

い
て

の
考

察

を
加

え

る

こ
と

を

目

的

と

し

て

い
る
。

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

の
罰
論

に

つ
い

て
は

、

教
育

思
想

史

研

究

に

お

い

て
と

て
も

重

要

な

位

置

づ

け

が

な
さ

れ

て

い

る
。

例

え

ハ
　

　

ば
、
独
語

圏
に
お
け

る
罰
論

に

つ
い
て
の
代
表

的
な
思
想
史

研
究

書

と
思
わ
れ

る
、

W

・
シ

ャ
イ

ベ
の
も

の

を
み

て
も
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

に

つ
い
て
の
論
述

に
ペ
ー
ジ

が
最
も
費
や
さ
れ

て
い
る
し
、
ま
た
、
思
想
史
上
重
要
な
罰
論
を
展
開
し
た
思
想
家

の
文

ハ
　
　

章

を

抜

粋

し

て
集

め

た
、

H

・
ネ

ッ
ツ

ァ
ー
編

の
著

作

を

み

て
も

、

31
名

の
思

想

家

が

扱

わ

れ

て

い
る
が

、

そ

の
中

で

も
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

の
引

用

ペ

ー
ジ

数

が

他

を

圧

倒

し

て

い
る

。

つ
ま

り

、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

の
罰

論

は

、
教

育

思

想
史

上

、

最

も

注

目

す

べ
き

も

の
と

し

て
評

価

さ

れ

て

い
る

。
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シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
罰
論
が
思
想
史
上

と
り
わ
け
注

目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま

で
の
罰
論
と
違

い
、
罰
が
、
人
間

の
道
徳
的

・

倫
理
的

発
達
や
家
庭

・
学
校

・
国
家

に
お

い
て
い
か
な
る
存
在
意
味

を
も

つ
の
か
、

そ
し
て
、
倫

理
的
及
び
教
育
的
観
点
か
ら
み

て
、

罰

の
働

き
は
ど

う

い
う
問
題

や
限
界
に
突

き
当

た
る

の
か
、
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
批
判
的
考
察

を
行

っ
た
か
ら
だ

と
思
わ
れ
る
。

　
ヨ

　

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
罰
に

つ
い
て
の
批
判
理
論
を
考
察

し
た
研
究
書
と

し
て
は
、
先

に
挙
げ

た

シ
ャ
イ
ベ

の
も

の

が
代
表

的
な
も

の
と
言

え
る
が
、
そ

こ
で
は
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
罰
論

の
特
質
が
抽
出
さ
れ

て

い
る
。
そ
れ

に
対
し

て
こ

小
論

で
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
の
罰
克
服

の
教
育

に
向
け

て
の
理
論
的
基
礎
づ
け

の
構
造
と
、
罰

の
存
在
す

る
現
実

と
罰
克
服

の
理
念

の
問

を
揺
れ
動
き

つ
つ
理
想

に
向

か
お
う
と
す

る

一
貫
し
た

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
心
的
態
度

を
明
ら
か

に
す
る

こ
と
に
、
主
眼
を
置

い
て
い
る
。

t

道
徳
的

・
倫
理
的
発
達
に
と

っ
て
の
罰
の
問
題
点

ハ
コ

　

　
ヨ
　

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に
よ

る
と

、
教

育

の
活

動

に

は
、
大

き

く

、
「保

護

活
動

」
(9
Φ
<
Φ
}

⇔
8
コ
α
Φ
寂

岳

才
Φ
ご

、
「抑
制

活

動

」
(9
Φ

　
　

　

σq
Φ
σq
①
コ
≦
一夷

①
コ
α
①
目
弩

σq
苓

ご

、

そ

し

て
、

「助

成

活

動

」

(9
Φ
⊆
三
霞
し。ε
臼
Φ
コ
O
Φ
同
笛
δ圃
寄

巳

が

あ

る
。

罰

は
、

こ
の
中

の
抑

制

活

動

に
属

す

る
。

何

に
対

す

る

「
抑

制

作

用

」

(α
帥Φ
Ω
Φ
σq
Φ
コ
三

夷
巷

σq
)

な

の
か
。

意

志

行

為

に
対

す

る
抑

制

作

用

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は

言

う

。

「
罰

と

は
、
悪

の
実

現

に
結

び

つ

い
て
不

愉
快

な

状

態

を
惹

き
起

こ
す
作

用

で
あ

る
」
と
。

こ

こ
で
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は
、

罰

に
お

い
て
、

「感

覚

的

な

領

域

に

属

す

る
計

算

方

法

」
、

も

し
く

は
、

「愉

快

な

も

の
と
不

快

な

も

の

と
を

感

覚

的

に
比

較

考

察

す

る
技

能

」

が

、

人

間

の
内

に
発

達

さ

せ

ら

れ

る

こ
と

を

強

調

す

る
。

そ

し

て
、

そ

う

し

た

こ
と

は
、

人

間
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の
道
徳

的
発
達

の
阻
害
要
因

に
な
る
と
指
摘
す

る
。

「
い
ま
、
私
た
ち
が
感

覚
的
な
抑
制
作

用
を

も
ち
だ

し
て
、
生
徒
を

し
て
前
記

の

よ
う
な
計
算
を
す

る
よ
う

に
誘
う
と
す
れ
ば
、
生
徒
を
感

覚
的
に
し
ば

り

つ
け

て
、
感
覚
的
な
衝
動
が
生
徒

の
す

べ
て
の
行
動

を
導
く

　
ア

　

こ
と
を
奨
励
す

る

こ
と

に
な

る
。
道
徳
的
発
達
は
、
あ
ら
ゆ
る

こ
の
よ
う
な
抑
制
作

用
に
よ

っ
て
阻
ま
れ

る
の
で
あ
る
。
」

　
　

　

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に
す

れ

ば

、

不

正

も

し
く

は

悪

に
対

す

る
倫

理
的

・
道

徳

的

発

達

に
と

っ
て
、

「
自

己

認
識

」

の
高

ま

り
、

　
　

　

「意
識
的

で
思
慮
深

い
状
態
」
・
「
熟
慮

の
状
態
」

が
本
質
的
契
機

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
己
及
び

自
己

の
行
為
を
、
他
者
や
社
会

と
の

関
わ
り

の
下
に
、
善

・
正
義

・
道
徳
的
な
行
為

や
悪

・
不
正

・
不
道
徳

な
行
為

に

つ
い
て
の
視

野
を
も

っ
て
、
自

覚
的

に
考
え
る

こ
と

が

で
き

る
と
き
、
人
間

は
純
粋

に
倫

理
的
、
も

し
く

は
、
道
徳
的
立

場

に
あ
る
、
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
そ

の
際

、
人
間

の
意
志
行
為

　
り

は

、

快

・
不

快

に
抑

制

さ

れ

る

の

で
は

な

く

、

む

し

ろ

、

「
快

・
不

快

の
抑

制

作

用

が

身
体

的
領

域

に

と
ど

ま

り
」

、
意

識

は

こ

の
快

.

不

快

に
影

響

さ

れ

な

い

の
で

あ

る
。

と
言

う

こ
と

は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

の
先

の
罰
解

釈

、

即

ち
、

悪

い
行

為

に
対

し

て

の
不

　

　

快
な
状
態
を
も
た
ら
す
作

用
を
罰

の
本
質

と
す
る
考

え
方

に
お

い
て
は
、
罰
が
専
ら
人
を
不
快

な
世

界
に
引
き
込
む

こ
と
か
ら
、
人
を

し
て
道
徳
的
状
態
、
道
徳

に
関
わ
る
自
己
意
識

を
も
た
ら
す
作

用
に
な
ら
な

い
の
が
罰
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分

の
不

道
徳
な
行
為

に

つ
い
て
の
反
省

的
自
覚
が
惹

き
起

こ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
道
徳
的
作
用

に
な

る
の
だ
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
考

え
に
お

い
て
、
そ
れ
は
知
性

及
び
意
志

の
発
現
を
前
提

と
す

る
。
人
間

の
発
達
過
程

に
お

い
て
、

こ
の
知
性

と
意
志

の
発
現
が
生
じ
た

　
ロ
　

後

に
は
、
換
言
す
れ
ば
、

「
精
神
的
機
能

の
支
配
と

い
う
生
活

の
第

二
の
時
期
」

に
至

っ
た
と
き
は
、

そ
の
善
悪

に
関
わ

っ
て
の
知
性

と
意
志

の
働

き
に
対
す

る
助
成
的
作
用
と
し

て
の
教
育

こ
そ
、
実
効
性
を
有

し
う
る
と
さ
れ

る
。

こ
こ
で
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

　
ピ

は
、
「
身
体
的

な
も

の
に
対
す

る
精

神
的
な
も

の

の
支

配
」

が
可
能
と
な

る
人

間

の
発
達
時
期
を
、

「意

志
が
永
続
的
な
も

の
と
な

っ

∩
B

)

(
14

}

た
時

期
」

、

も
し

く
は
、

「
生
活

の
全
体

的

な
理
念

と
関
係

す

る
よ

う
な
意

志

」

と
し

て

の

「
]
般
的

意
志
」

(
α
Φ
惹

=
σq
Φ
ヨ

。
ヨ
①



≦
三
Φ
)
が
発
現
す
る
時
期
と
捉

え
て

い
る
。

18

Z

一
般
的
意
志
と
個
別
的
意
志

そ

れ

で
は

、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は
意

志

の
発

現

を

ど

う

捉

え

、

ま

た

、

ま

た

、

伽
]
般

的

意

志

」

と

「個

別

的

意

志

」

(α
虫

①
ヨ
N
o
一零

≦
.琶
Φ
)

の
区

別

を

ど

う
考

え

て

い
る

の
だ

ろ
う

か
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に
よ

れ

ば

、

意

志

の
発

現

は
次

の
三

つ

の
段

階

を
経

る

こ
と

に
な

る
。

「意

志

が

ま
だ

発

現

し

な

い
時
期

」

と

し

て

の
第

一
期

、

「意

志

が

ま

さ

に
発

達

し

つ

つ
あ

る
時
期

」

と

し

て

の
第

二
期

、

そ

し

て
、

一意

志

が

永

続

的

な

も

の
と

な

っ
た

時

　
ほ

期
」

と
し
て
の
第

三
期
。

個
別
的
意
志

と

一
般
的
意
志

の
区
別

に

つ
い
て
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

二

定

の
個

々
の
瞬

間

に
関
係
す

る
よ
う
な
意

志
が
あ

る
。

そ
れ
は
個
別
的
な
意
志

で
あ

る
。
」
そ
れ

に
対

し
て
、
生
活
を
全
体
的

に
方
向
づ
け

る
理
念

に
関

わ

る
意
志

は

一
般
的
意

志

で
あ

る
。

そ

こ
で
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
、
更

に
問
う
。

「
で
は
、

こ
の
両
者

は
ど

の
よ
う

に
関
係

し
合

っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
私

た
ち
は
、

]
般
的
意
志
を
情
操
と

い
う
言
葉

で
表

わ
す
の
が
普
通

で
あ
る
。
個
別
的
な
意
志
は
、
実

行
行
為

に
属
す

る
も

の
、

つ
ま

り
技
能

の
領
域

と
密
接
な

つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
る
。
私

た
ち

は
ま
ず
意
志

と
行
動
と
を
区
別
し
た
よ

う
に
、

い
ま
、
情
操

と
し
て
の
意
志

の
正
し

い
発
達
と
、
個

別
的

な
意
志

行
為

の
正
し

い
発
展
と
を
区
別
す

る

こ
と
が

で
き
る
。
生
活

の
中

に
は
個
別
的
な
意

志
行
為

と

一
般
的
意
志

と

の

一
致
が

み
ら
れ
る
し
、
ま
た
争

い
も

み
ら
れ
る
。
個
別
的
な
意
志
行
為
が
、

一
般

的
な
意
志
と
は

一
致
す

る
が
倫
理
的
要
求
と
は

一
致

し
な

い
場
合

に
は
、

そ

の
人
間

は
悪

い
意
志
が
悪

い
情
操
を
も

っ
て

い
る
と

い
う
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よ
う
に

い
わ
れ
る
。
倫

理
的
要
求

に
矛
盾
す

る
個
別
的
な
意
志
行
為
が
現
れ

て
き

て
も
、
そ
れ
が

一
般
的
な
意
志

の
中

に
受
け
入
れ
ら

れ
て

い
な

い
場
合

に
は
、
そ

の
人
間

に
善
良
な
情
操
が
な

い
と
す

る
わ
け

に
は

い
か
な

い
の
で
あ

っ
て
、
た
だ
、
彼
は

こ
の
善
良
な
情

　ゆ

操
を
個

々
に
有
効

に
働
か
せ
る

こ
と
が

で
き
な

い
の
だ
、
と

い
え

る
だ
け

で
あ

る
。
」

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
は
、
個

人
の
個
々

の

行
為

の
瞬

間
を

つ
き
動

か
す
意
志
を
個
別
意
志
と
呼
び
、
個

々
の
行
為

の
集
積
と
し

て
の
生

活
全
体

に
わ
た

っ
て
個
人
の
内

に
継
続
的

に
存
立
す

る
行
為

の
内
的
動
因
と
し

て
の
意
志
を

一
般
的
意

志
と
呼

ん
で

い
る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
が
考
え
る
意
志
は
、
意
識

や
精
神

の
高
ま
り

で
捉

え
ら
れ

て
い
る
。

「意
志

の
発
現

…

つ
ま
り
、
身

体
的
機
能
を
も
規
定

し

て

い
る
衝
動
が
、
意
識

と

い
う
形
式

ハ
ロ

ね

の
も
と
に
精
神
的
生

活
機
能

の
中

に
含

ま
れ

て
い
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
」

そ
れ
は
、
前
述

し
た
よ
う

に
、
自

己
意
識

・
思
慮

や
熟

慮
を
本
質
的
契
機

と
す

る
道
徳
的
発
達

に
お

い
て
、
限
定
的
要
因
と
な

る

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。

3

情
操

さ

て
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に
お

い
て
特

徴

的

な

の
は

、

一
般

的
意

志

を
情

操

に

お

き

か

え

て

い
る
点

で
あ

る
。

意

志
行

為

の

外

的

表

出

(
具
体

化

)

は
必

要

と
さ

れ

る

「
技

能

」

(臼
Φ
閏
2
二
σq
冨

ご

を

、

「
意

志

行

為

」

(臼
Φ
≦

艶
Φ
コ
。・四
容
①
)

の

「外

側

の
も

の
」

　
　

　

と

い
う
捉

え
方
を

す

る
の
に
対

し
て
、
意
志

行
為
を
内
側

か
ら
支

え
る

「内
側

の
も

の
」

と

し
て
情
操
を
位
置
づ

け

て
い
る
。

こ
の

ハ
ハ

リ

情
操

は

「
も

っ
ぱ

ら
人
間

の
内
的
価
値
を
形
成

し

て

い
る
。
」

そ
れ
故

に
、

「
倫
理
的
な
改

善
は
た

し
か
に
純
粋

に
情
操
を
通

し
て
内

(
⑳

)

面

か

ら
な

さ

れ
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
」

と
さ

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に

と

っ
て
重

要

な

の

は
、

「純

粋　
む

に
倫

理
的

に
み
れ
ば
、
情
操

に
お

い
て
は
抑
制

は
何

の
影
響
も
与

え

る
も

の

で
は
な

い
し
、
情

操

に
は
何

の
変
化
も
起

こ
ら
な

い
」
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と

い
う

こ
と

で
あ

る

。

と
言

う

こ
と

は
、

抑

制

作

用

に
含

ま

れ

る
罰

は

、

情

操

に
は

影

響

し

な

い
と

い
う

意
味

に
も

な

る
。

へ

抑
制
作
用

そ
も

そ

も
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は
、

抑

制

作

用

を

ど

う

解

釈

し

て

い
る

の
で

あ

ろ

う

か
。

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

に
よ

れ

ば

、

「
教

育

的

な

抑

制

作

用
」

に

は

二
種

類

の
形

式

が

あ

る
、

と

さ

れ

る

。

一
つ
は

、

「機

械

的

抑

制

作

用

「認
)
(島
㊦
∋
。
6
匿

三
Q・o
冨

コ

(
23

)

○
①
σq
Φ
コ
≦
一芽

巷

σq
Φ
コ
)

と

し

て

の

「
身

体

的

強

制

」

(
O
δ

喜

琶

・。
魯

①

O
Φ
惹

=
)

で

あ

り

、

も

う

一
つ

は

、

「
知

的

抑

制

作

用

」

(
9
Φ

　
　
　

一葺
Φ
=
Φ
ζ
=
Φ
=
Φ
コ
O
①
σq
魯

≦
一芽
⊆
=

σ。
①
ロ
)

と
し

て
の

「
差

恥
心

の
喚
起
」

(α
一〇
甲
お
σq
毒

σq
血
巽

。り
6
冨

∋
)

で
あ

る
。
身
体
的
強
制
は
、

■
言
語
に
よ

っ
て
そ
の
意

の
あ

る
と

こ
ろ
を

理
解
さ
せ

る

こ
と
が

で
き
な

い
程
度

の
子
ど
も
た
ち

に
つ
い
で
適
適

用
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
言
語
活
動
、
生
活
能
力
、
自

己
意
識
を
伴

っ
た
理
性
的

(知
性
的
)
活
動

・
精
神
的
機
能
が
未
だ
発
達
し

て
い
な

い
段
階

に

い
る
子
ど

も
た
ち

に
適

用
さ
れ

る
、

こ
の
身
体
的
抑
制

は
、

「無
意
識

的
な
も

の
」

と

し
て

の

「
習
慣
博

(9
①
O
Φ
≦
o
ぎ

ゴ
Φ
こ

の
中

の
有
害

な
も

の
、

い
わ
ゆ
る
悪
習
を
矯

正
す
る
た
め
に
行

わ
れ
る
。

こ
こ
で
目
を
引
く

の
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
が
身
体
的
強

制

を
決

し
て
罰
と
呼
ば

な

い
点

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
次

の
言
葉

に
端
的

に
表

わ
れ

て
い
る
。

「
固
有

の
意
志
行
為

が
ま
だ

問
題
に
な
り

え
ず

、
だ

か
ら
情
操

と

い
え
る
よ
う
な
も

の
は
な
お
さ
ら
問
題

に
さ
れ
な

い
時
期
に
形
成
さ
れ
る
習

慣

や
技
能

に
対

し

て
も
、
抑
制
作
用
が
必
要
な
も

の
に
な
り
う

る
、

と

い
う

こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
ま
ず
、
純
粋

に
身
体
的

で
あ
る

も

の
に
目
を
向

け
よ
う
。

た
と
え
ば
、
歪

ん
だ
悪

い
姿
勢
を

し
て

い
る
場
合

に
子
ど
も
た
ち

の
健
康
を

そ

こ
ね
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る

よ
う

に
、
多
く

の
場
合
、
身

体
的

な
原
因
に
よ

っ
て
有
害

な
習
慣
を
子
ど

も
た
ち
が
身

に

つ
け

て
い
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
と
き

に
は
、
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身
体
的
な
抑
制

作
用
に
よ
る
以
外

に
は

こ
の
悪

習
を
矯

正
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
ま
だ

人
び

と
が
言

語
に
よ

っ
て
は
そ

の
意

の
あ

る

と

こ
ろ
を
理
解
さ
せ
る

こ
と

の
で
き
な

い
程
度

の
子
ど
も
た
ち

に

つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
課
題
が
出

て
く

る
と
き
、

こ
の
時
期

に
は
ま

だ

子
ど
も
た
ち
は
動
物

に
極

め
て
似

か
よ

っ
た
状
態

に
あ

る
わ
け
だ
か
ら
、
そ

の
働

き
か
け
も
動
物

に
対

し
て
な
さ
れ
る
も

の
と
本
質

的

に
変
わ
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
動
物

た
ち
が
ど

の
程
度
ま

で
身
体

的
抑

圧
や
強
制
手
段

に
よ

っ
て
馴
到
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
か

は
周
知

の

こ
と

で
あ
る
。
す

で
に
動
物
た
ち

の
技
能

と
な

っ
た
も

の
を
矯
正
す

る
こ
と
は

で
き
る
し
、

同
じ
よ
う
に
、
動
物
た
ち
に
他

の
技
能
を
習
得
す
る
よ
う
に
強

い
る

こ
と
も

で
き

る
。

こ
の
目
的

の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
身
体
的
強
制
を
罰
と
み
な
す

の
は
、
ま

っ
た

く

不
合
理
な

こ
と

で
あ

ろ
う
。
動
物

た
ち

に
も
、
記
憶

に
類
す

る
も

の
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、

目
的

に
さ
れ
て

い
る
も

の
を
生

み
出
す
た
め

に
、
私
た
ち

は
あ

る
身
体
的
印
象
を
、
他

の
も

っ
と
強

い
反
復
さ
れ
た
印
象

に
よ

っ
て
拭

い
去

ろ
う
と
努

め
る
の
で
あ
る
。

ま

っ
た
く
同
じ
や
り
方

で
、
小

さ

い
子
ど
も

た
ち
を
扱
う

こ
と
が

で
き
る
。
子
ど

も
た
ち

の
場
合

に
も
、
純
粋

に
身
体
的
な
印
象
を
通

用
す

る
こ
と
が

で
き
る

の
で
あ

り
、

そ
れ

ら
の
印
象

は
有
機
体

の
意

識
的

な
面

に
対

し

て
よ
り
も
、
機
械
的
な
面
に
作
用
す
る
の
で
あ

る
。

し
か

し
、
動
物

の
場
合

と
同
じ
よ
う

に
、

こ
れ
を
罰
と
呼
ぶ

こ
と
は

で
き
な

い
。

こ
れ

こ
そ
、
抑
制
作
用
の
適

用
の
源
と
も

い
う

〔
27

)

べ
き
場
を
含
ん
だ
ほ
ん
と
う
の
地
点

で
あ

る
。
」

(
28

)

そ
れ

に
対

し
て
、
着
恥
心

の
喚
起

は
、

■個

々

の
意
志
行
為

に
対
す

る
情
操

の

一
定

の
力

と
支
配
と
が
達
せ
ら
れ
る
」

段
階

に
至

っ

た

子
ど
も
た
ち
に
適

用
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

こ
こ
で
情
操
と

い
う

一
般
的

な
意
志
が
個

々

の
意
志
行
為

へ
の

一
定

の
支
配
が

可
能
と
な

る
と

い
う

の
は
、
個
別
的

な
意
志

と

一
般
的
な
意
志

(情
操
)
が

一
致

し
た
意
志
行
為
が

可
能

と
な

る

こ
と
を
指

し
て

い
る
。
も
ち
ろ

ん
、
先
述

し
た
よ
う

に
、
一
致

し
な

い
こ
と
も
あ

る
し
、
一
致

し
た
場
合

に

一
般
的
な
意
志
が
悪
し
き
情
操

で
あ

る
こ
と
も
あ
り
え
る
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
が
特

に
強
調

し
て

い
る
の
は
、
情
操
を
高
め
る

の
は
、
抑
制
作

用
で
は
な
く
、
助
成
作

用
と
し

て
の
教
育
と
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い
う

こ
と
で
あ

る
。
た
だ
し
、
差
恥
心

の
喚
起

と
し
て
の
抑
制
作

用
は
、
「倫

理
的
な
も

の
に

つ
な
が

っ
て

い
る
も

の
噛

で
あ
る
が
故

に
、

沁

)

「
倫

理

的

な

抑

制

作

用

」

(
α
δ

Φ
3

凶・・
9

Φ
O
①

σq
Φ
暑

算

⊆
コ
σq
)

と

言

う

こ

と

は

で

き

る

。

三

不
同
意
の
表
明
に
よ
る
差
恥
心
の
喚
起

内
的
価
値

.
倫

理
に
深

く
関
わ

る
情
操
を
高
め

る
の
は
教
育
的
助
成
作

用
と
し
な
が
ら
、
も
う

一
方

で
、
情
操
に
何

の
影
響
力
も
な

い
と
さ
れ
る
抑
制
作

用

(
不
同
意

の
表
明

に
よ

る
差
恥
心

の
喚
起
)
が
倫

理
的
作

用

で
あ

る
と

し
て
い
る
。

こ
れ
を
ど

う
理
解
し
た
ら

よ

い
の
で
あ

ろ
う
。

ま
ず

、
情
操

を
高
め

る
教
育
的
助
成
作

川
と

は

い
か
な

る
も

の
で
あ
ろ
う

か
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
は
言
う
。

「低
劣
な
情
操

を
有
す

る
人
間

に
、
そ

の
反
対

の
も

の
、

つ
ま
り
、
良

い
情
操

を
起

こ
さ
せ
、
し
か
も
し
だ

い
に

こ
の
情
操
を
強
め

て
い
く

と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
抑
制
作
用

で
は
な
く
、
す

で
に

一
つ
の
助
成
的

な
教
育
活
動

で
あ
ろ

う
。

そ
れ
は
善

に
対
す
る
感
覚

の
伝
達

で
あ
り
、
倫
理
的

感
情

の
伝
達

で
あ
り
、
善
を
楽
し
む
感
情

の
伝
達

で
あ
り
、

共

同
精
神

の
伝
達

で
あ

る
と

い
え
よ
う
∴
訓
)

次

に
、
不
同
意

の
表
明
と

い
う
教
育
的
抑
制

作
用
が
倫

理
的
作

用
で
あ
る

と
は

い
か
な
る
意
味

に
お

い
て
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

シ

ュ

ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
は
、
個

々
の
意
志
行

為

に
対
抗
す

る
作

用
を
、

不
同
意

の
表
明
が
果

た
し
う
る

こ
と
に
着
目
し

て
い
る
。

「
不
同

意
が
着
恥
心
を
起

こ
さ
せ
、
そ
れ

で
阻
止
的

に
個
々

の
意
志
行
為

に
対
抗
し
う

る
の
だ
と

い
う

こ
と
に
よ

っ
て
、
教
育
的
努
力

に
反
す

(
32
)

る
個

々

の
意
志

行
為

に
対

す
る
抑

制
作

用
を

可
能
な

こ
と
と
し
た
。
」

そ
し

て
、

そ

の
こ
と
に

つ
い
て
説

明
を
加

え
る
。

「
た
と
え
情

操

に
対
す

る
抑
制
作

用
が
可
能

で
あ

る
と
し

て
も
、
そ
れ

に
よ

っ
て
個

々

の
意

志
行
為
を
予
防
す

る
こ
と
が

で
き
る
だ

け

で
あ

ろ
う
。
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個
々

の
意
志
行
為

の
実
行

に
対
す

る
抑
制
作

用
の
中

に
は
、
技
能

の
予
防
作
用
が
含
ま
れ

て
い
る
。
…

こ
う
し
て
、
結

局
、
技
能
に
対

す
る
予
防
作

用
で
あ

る
か
ぎ

り
に
お

い
て
、
個

々
の
意
志
行
為

に
対
す

る
関
係

に
お
け

る
抑
制
作
用
は
完
全

に
倫
理
的

な
権
利
を
保
有

し

て
い
る
と

い
う

こ
と
が
、
私

に
は
明
ら
か
に
な

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
的
な
改
善
は
た
し
か

に
純
粋

に
情
操
を
通
し
て
内
面
か
ら

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
の
で
あ

る
が
、
克
服

さ
れ

る
べ
き
反
対

の
技
能
が
少
な
け
れ
ば

と

に
か
く
そ
れ
だ
け
、
倫

理
的
な
改
善
は

容
易

に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
個

々
人

の
共

同
生
活

に
対
す

る
関
係
と

い
う
点

で
、
ま

た
個

々
人

の
あ
ら
ゆ
る
不
道
徳
な
あ
る
意
志
行
為

の
実
行
を
抑

制
す

る

い

っ
さ

い
の
作

用
は
な
お

一
つ
特
別
な
意
義
を

も

っ
て
い
る
。
抑
制
作
用

の
倫
理
的

な
性
格

の
本
質
は
、
ま
さ
に

こ
の
点
に

こ
そ
あ
る

の
で
あ

る
。

不
同
意

に
よ
る
抑
制
作

用
は
、
ま
ず
も

っ
て
情
操
か
ら
生
じ
た
も

の
に
向

か
い
、
差
恥
心

に
よ

っ
て
、

は

じ
め
ら
れ
た
行
動

を
阻
む
も

の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か

に
個
々

の
意
志
行
為

に
対
す
る
自
然

な
方
法

で
あ

る
。
」
こ
こ
で
言
う

[技
能
」

〔
33

)

と

は
行
動

の
実

行

の

「
反
復
」

(9
Φ
≦
一Φ
α
Φ
}
o
ξ
コ
σq
)

に
よ

り
訓
練

さ
れ
生

じ
た
も

の
で
あ

り
、
習
慣

の
ご

と
く
身

に

つ
い
て
い

く
も

の
で
あ

る
。
技

能

に
は
倫
理
的

に
改
善
さ
れ
る
べ
き
も

の
も

あ
れ
ば
、
持
続

さ
れ
る
べ
き
も

の
も
あ

る
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
に
と

っ
て
、

こ
の
技
能

は
本
来
、
実
行
行
為
に
奉

仕
す
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
実
行
行
為

に
対
し

て
倫

理
的

に
み

て
妨
害
す

る
形

ハ
　

　

で
働

く
な
ら
ば
、
教

育

の
抑

制
作

用
が

要
請
さ

れ
る

べ
き

、

と
考

え
ら
れ

て

い
る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

に
よ
れ
ば

、
[
情
操

(
35

)

は
個

別
的

な
行
為

の
中

に
表

わ
さ
れ

る
だ
け

で
あ

る
」

と
述

べ

て
い
る
よ
う

に
、
個
別
的

な
意
志
行
為
が

一
般
的
意
志
行
為
と
合
致

し
、
し
か
も
、
個
別
的
意
志
行
為
が
善
良
な
情
操

の
現
わ
れ

で
あ

る
の
が
正
し

い
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
実
際

の
と

こ
ろ
、
悪
し
き
習
慣

と
な
り
う

る
技
能
が
個
別
的

な
意
志
行
為

の
内

に
発
揮
さ
れ
る

こ
と
が
あ

る
。
そ

の
場
合

、
技
能
が
悪

し
き
習
慣

の
よ
う

に
定
着

し
な

い
よ
う
に
、

そ
れ
を
含

ん
だ
個
別
的
意
志
行
為

に
対
し

て
抑
制
作
用
を
加

え
な
く

て
は
な
ら
な

い
、

と

い
う
こ
と
に
な

る
。

こ
の
こ
と

愈

〕

に

よ

り

、

「
意

志

の

発

達

」

(
α
一Φ
閏
三
≦
一6
乙
§

αq
α
Φ
9・
≦

一一一①
蕊

)

お

よ

び

【
実

行

行

為

」

(
9
Φ
>
8

露

ξ

ニ
コ
σq
)

を

侵

害

も

し

く

は
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妨
害

の
作

用
を
も
た
ら
し
う
る
技
能

に
対
す

る
予
防
が
行

わ
れ
、

そ
の
結
果
、
情
操

へ
の
教
育

の
助
成
作
用
と

い
う
倫
理
的
改
善

の
働

き
か
け
も
、

ス
ム
ー

ス
に
し
や
す

い
と

い
う

こ
と
に
な

る
。

そ
う

し
た
予
防
作
用
と
し

て
の
抑
制
作

用
は
、
個

々
の
意
志
行
為

に
対
す

(
37

)

る
、

不
同
意

の
表

明

に
よ
る
抑
制
作

用
と

い
う
唯

一
の
形
を

と
る

の
で
あ

る

。
も
ち
ろ

ん
、

こ
の
抑
制
作

用
は
情
操

へ
の
直
接
的
働

き
か
け

(教
育
的
助
成
作

用
)

で
は
な

い
が
、

こ
の
働
き
か
け
を

円
満

に
す

る
基

盤
づ

く
り
と

い
う

こ
と

で
、
情
操

の
発
達

に
無
関
係

で
は
な

い
。

そ
う
し
た
意
味

で
も

っ
て
、

こ
の
教
育
的
抑
制
作
用
が
倫
理
的
作
用
と
語
ら
れ

て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

シ

ュ
ラ

(轡

イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
自

身

「
技
能
も
、
情
操

と
結
合

し

て

こ
そ
完
全
な
発
達

を
遂
げ

る

こ
と
が

で
き
る
」

と
言

っ
て

い
る
よ
う
に
、
技

能

と
情
操

の
領
域

は
相

互
に
貫
人

し
合

っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
し

て
、
そ

の
意

味
か
ら
し
て
も

「
技
能

に
対
す

る
予
防
作
用
」

と
し

鮪

)

て
、

「
個
々

の
意

志
行
為

の
実

行
に
対

す
る
抑
制
作

用
」

は
、
情
操

へ
の
教
育
的
助
成
作

用
と
連
関
し

て
い
る
。

a

例
外
と
し
て
の
抑
制
作
用

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

は
、
意

志
行
為

に
対
す

る
教
育
的
抑
制
作

用
と
し
て
、
不
同
意

の
表

明
に
よ
る
抑
制
作

用
の
み
を
認
め
る
。

「個

々

の
意
志
行

為
そ

の
も

の
に
対
す

る
抑
制
作

用
の
領
域
を
観
察

し
、
あ
く
ま

で
ど

ん
な
倫
理
的
損
失
も
生

じ
な

い
よ
う
に
私
た
ち

の

教
育
活
動
を
整
え
よ
う
と
す
れ
ば

、
不
同
意

の
表

明

の
中

に
含
ま
れ

て
い
る
抑
制
作

用
以
外

の

い
か
な
る
抑
制
作
用
も
使

っ
て
は
な
ら

な

い
こ
と

に
な

る
。
」

し
か
し
、
例
外
的

に
、
別
種

の
抑

制
作
用
が

、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
に
よ

っ
て
是
認
さ
れ

て
い
る

こ
と
は
見
逃
せ
な

い
。

そ
れ

は

「
権
力

の
領
域

に
属
す

る
」
抑
制
作

用

で
あ
る
。
ど

ん
な
抑
制

作
用
が

い
か
な

る
場
合

に
認
め
ら
れ
る

の
か
。
「
個

々
の
意
志
行
為
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の
実
行
を
阻

む
た
め

に
、
権
力
を
使
用
す

る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
意

志
行
為
は
最
後

に
は
結

局
身
体
的
な
力

に
よ

っ
て
実
行

さ
れ

る
の
で
あ

り
、
身
体

的
な
力

に
よ

っ
て
阻

み
う

る

も

の
で
あ

る
と

い
え
る
。
極

度

の
緊
急
状
態

の
場
合
だ

け
、

こ
れ
ら
の
抑
制

作
用
が
行
わ
れ

て
も

よ

い
。
憤
怒
が
爆
発

し
て
隣
人

に
危
険
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ

る
と
き

に
は
、
力

を
も

っ
て
そ

の
憤
怒
を
抑
え
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
だ

が
、

こ
こ
で
は
、
興
奮
も

一
時
的
な

も
の
で
あ

り
、

こ
の
興
奮
を
抑
え
よ
う
と
す
る
力

は
意
志

行
為

に
対
す
る

抑
制
作
用

で
は
な
く

て
、
意
志
行
為

の
実
行

に
対
す
る
抑
制
作

用
な

の
で
あ

る
。
」

要
す

る
に
、
力
つ
く

で
の
抑
止

で
あ

る
。
他
者

に

危
険
が
及
ぶ
よ
う
な
、
興
奮

に
よ
る
身
体
的
力

の
行
為
が
生

じ
た
と
き
、
そ

の
行
為

の
実
行
を
阻
止
す

る
こ
と
が
ま
ず

必
要
と
さ
れ
る

が
、
そ
う

し
た
緊
急

事
態

に
お

い
て
の
み
、

こ
の
抑
制
作

用
が
許
容

さ
れ
る
。
不

同
意

に
よ
り
蓋
恥
心
を
喚
起
す

る
よ
う
な
、
相
手

の

内

面

へ
の
働
き
か
け

で
は
な
く
、
と

に
か
く
、
そ

の
暴
力
的
意
志
行

為
が
実
行

さ
れ
る

こ
と
を
止
め

る

こ
と
が
第

一
と
さ
れ
る
作
用

で

あ

る
。
意
志
行
為

の
実
行

は
身
体
的
力

に
よ
り
果
た
さ
れ
る
故

に
、
そ
れ
を
止

め
る

の
は
身
体
的
な
力

で
あ
る
と

い
う
認
識
は
、
身
体

的
力

を
ふ
る
う
人

間
が
冷
静

に
自
己
抑
制

で
き
ず

、
そ

の
被
害
が
他

者

に
及
ぶ
と
き
、
そ
の
身
体
的
力
を
止
め
る
に
は
身
体
的
力
を
用

い
ざ

る
を

え
な

い
と

い
う

発
想

に

つ
な
が

っ
て

い
く
、
と
考

え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
引

用

の
中

で
語

ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、

こ
の
身

体

的
力

に
よ
る
意
志
行
為

の
実
行

に
対
す

る
抑
制
作
用

の
基
盤

は
権
力

で
あ

る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
、

い
わ
ば
、
そ
う
し
た

権
力

の
抑

制
作
用

の
行
使

に

つ
い
て
、

一
時
的
な
も

の
に
す

べ
き
と
警
告
も

し
て

い
る
。
と

い
う

の
も
、
興
奮
は

一
時
的
な
も

の
で
あ

(強

る
し
、
ま
た
、
権
力

の
抑
え
が
続
け
ら
れ

る
と

「
す

べ
て
の
発
達
が

や
む
か
も

し
れ
な

い
か
ら

で
あ

る
。
」

換
言
す
れ
ば
、
権
力

の
行

使

の
持
続
は
、
人
間

の
発
達

の
停
滞

を
も
た
ら
す
危
険
性

を
も

つ
故
、
権
力
的
抑
制
作
用
は
緊
急

事
態

の
み
に
局
限
さ
れ
る
べ
し
と

い

う

の
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
見
解

で
あ
る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

は
、
不
同
意

に
よ

る
抑
制
作
用

の
み
で
、
抑
制
を
必

要

と
す

る
局
面

に
対
応

し
た
か

っ
た

の
だ
が
、
や
は
り
、
例
外
的
ケ
ー

ス
を
考

え
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
。

こ
の
点

は
、
見
落

と
さ
れ
て
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は
な
ら
な
い

0

 

ス

罰
に
つ
い
て
の

一
般
的
理
解

今
述

べ
た
例
外

は
と
も
か
く
と
し

て
、

一
般
的

に
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
、
意
志
行
為

の
発
現
、
精
神
的
機
能
に
よ
る

(
身

体
的
機
能

を
規
定
す

る
)
衝
動

の
支
配
、
知
性

の
発
達
、
情
操

の
発
達
が
行

わ
れ
る
子
ど
も

の
時
期

に
お

い
て
は
、
抑
制
機
能
と
し
て
、

不
同
意

の
表

明

の
み
を
認

め
て

い
る
。
そ

し
て
、
罰
も
、

こ
う

し
た
抑
制
作
用

に
お

い
て

の
み
認
め
ら
れ

て
い
る
。
意
志
行
為

の
発
現

以
前

の
段
階

の
子
ど
も

の
時
期

に
は
、
身
体
的
強

制

・
身
体
的
抑
制
作
用
が
、
抑
制
作

用
と
し

て
適

用
さ
れ
る
の
だ
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ

ル

マ
ッ

ハ
ー

に
と

っ
て

こ
れ

は
罰
と
は
み
な
さ
れ
な

い
と

い
う

こ
と
は
既
述

の
通

り
で
あ

る
。
従

っ
て
、
学
校

で
用

い
ら
れ

る
罰
が
あ

　
れ

　

る
と
す

る
な
ら
ば
、
不
同
意

の
表

明
が
そ
れ
に
当

た
る

。

(尚
、
道
徳
的
発
達

へ
の
教
育

の
助
成
作
用

に

つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
考
察
し
た

い
。
)

&

家
庭
に
お
け
る
罰
の
位
置
づ
け

と

こ
ろ
で
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

は
、
家
庭
、
学
校
、

そ
し
て
、
国
家

・
市
民
社
会

・
共
同
社
会

に
お
け
る
罰

の
存
在

に

つ
い

て
論
を
展
開

し
て

い
る
。

そ

こ
で
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
、
罰

に

つ
い
て
の
現
実

認
識
と
理
念
が
微
妙

に
交
錯
し

て
い
る
様

子
が
み

て
と
れ

る
。
ま
ず
、
家
庭

に
お

い
て
罰
は
ど
う
考

え
ら
れ

て

い
る
の
か
。
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シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
、

「
秩
序

の
侵
害

は
当

然
罰
せ

ら
れ

る
。
罰
が

問
題
と
な

る
よ
う
な
動
機

と
し
て
は
、
秩
序
を
乱
す
場

(
42
)

合

以
外

に
は
あ
り

え
な

い
」

と
述
べ

て

い
る
よ
う
に
、

罰
は
規
則

や
法
律

と
連
関

し
て

の
み
存
立
し

う
る
と
、
考

え
て

い
る
。
家
庭

(
43

)

に

つ

い
て
、

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は

「
家

庭

に
お

い
て

は
法

律

の

入

る
余

地

は

な

い
」

と

し

て

い

る
。

と

い
う

の
も

、

「
も

と

も

〔
44

)

と
両
親

に
は
身
体

的
な
強
制

力
と
、
助
成
的
活
動

と
し

て
の
愛
が
与

え
ら
れ

て

い
る
」

の
で
あ
る
し
、
家
庭
に
お

い
て
は

「法
律

は

そ
の
働
く
場

を
も

っ
て
い
な

い
か
ら

こ
そ
、
本
来

の
意
味

に
お
け

る
罰
、

つ
ま
り
感
覚
的
な
動
機

に
よ
る
威
嚇
と
か
誘
惑
も
、
作
用
す

B

)

る
場
を
も

っ
て
は
な
ら
な

い
」

か
ら

で
あ
る
。
確

か
に
、
身
体

的
強
制

(機
械
的
抑
制

)
は
罰

に
当

た
ら
な

い
し
、
愛

の
助
成
作
用

は
罰

で
は
な

い
と
す
る

の
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
考

え
か
ら
す
る
と
当

然

で
あ
ろ
う
。

こ
の
身
体
的
強
制

と
愛
が
家
庭
教
育

の
本
質
要
件

と
な
る
と

い
う
捉

え
方

は
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

の
次

の
認
識

を
基
盤

と
し
て
派
生

し
て
く
る
も

の
と
、
思
う
。
■
法

律
は
調
和
を
常

に
予
想
す

る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
不
調
和
は
、
公
共
生
活

に
お

い
て
は
日
常
普
通

の
も

の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
そ

の

理
念

に
従

っ
て
考

え
れ
ば
、
家
族

の
中

で
は
決
し

て
あ
り
え
な

い
も

の
で
あ
る
。

人
間
は
最
初
か
ら
家
族

の

一
員
と
し
て
存
在

し
て
い

る
。
子
ど
も

の
生
活

は
母
親

の
生
活

の

一
部

で
あ

る
か
ら
、
母
親

の
生
活

と
根
本
的

に
は
同

一
で
あ

る
。
後

に
な

っ
て
は
じ
め
て
、
子

ど
も
に
固
有
な
生
活

に
な

る
。
自
由
は
、
始
め
は
無

に
等
し

い
も

の
で
あ
る
。
精
神
的
活
動
は
、
徐

々
に
目
覚
め

さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
も

の
で
あ

る
。
個
人

に
附
与
さ
れ

て
い
る
独
自
性

と
、
家
政

の
性
格

と
の
衝
突
な
ど
は
問
題

に
な
り
え
な

い
。
個
人

は
家
政

の
所
産

で
あ
り
、

そ

こ
で
は
調
和
が
本
源
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
自
由
と
独
自
な
精

神
的
活
動
と
が
す

で
に
発
達

の
途

上

に
あ

り
、
し
か
も
そ
れ
が
結
局
家

政

の
全
体

に
よ

っ
て
導
か
れ
る
も

の
で
あ

る
と
考
え

る
な
ら
ば

、

こ
の
こ
と
が
法
律

の
形
式

の
も

と
に
行

わ
れ

る
な
ど
と

い
う

こ
と
は
、
ま

っ
た
く
不
自
然
な

こ
と
で
あ

る
し
、
事
柄

の
性
質

に
反
す

る

こ
と
で
も
あ

る
。

…
威
嚇
的
な
、

あ

る

い
は
お
と
り

で
誘
惑
す
る
よ
う
な
動
機

は
、
両
親
が
も
は
や
自
分
た
ち

の
身
体
的
強
制
力
を
た

の
み
に
し

て
い
な

い
と

い
う

こ
と
、
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単
な

る
命
令
ー

こ
れ

は
身
体
的
強
制
力

の
表

現

で
あ
る
ー

で
は
事
態
が
正
し
く
動
き
そ
う
に
な

い
と

い
う

こ
と
、
あ

る

い
は
、
愛
が
か

恥

)

き
乱

さ
れ

て

い
る

こ
と
を
示
す
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
病
的
な
状
態

で
あ

る
。
」

即
ち
、
個
人
と

し
て
の
子
ど
も

の
独
自
性

と
両
親

に

よ
り
行
わ
れ

る
家
政

の
性
格

の
調
和

に
お

い
て
、
両
親

へ
の
子
ど
も

の
従
属

は
、
本
質

的
契
機

な

の
で
あ
り
、
罰

は
、
そ

の
本
質
的
契

機

の
喪
失

と
、
家
族

の
中

で
の
不
調
和
を
象
徴

し

て
い
る
、
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

9

学
校
に
お
け
る
罰
の
存
在

-
現
実
認
識
と
理
念
の
交
錯
ー

さ
て
、
家
庭

の
没
法
律
性
と
罰

の
不
必
要
性

に
対

し
て
、

公
共

の
教
育

の
場
、

つ
ま
り
、
学
校

に
お

い
て
は
罰
は
ど
う
考
え
ら
れ
る

の
か
。
不
思
議
な

こ
と
に
、
論

述

の
初

め

の
方

の
あ

る
箇
所

で
は
、
公
共

の
教
育

に
お
け
る
法
律

と
罰

の
必
要
性
が
、
共
同
社
会
と
し

て
の
国
家
や
共

同
生
活

の
ア
ナ

ロ
ジ

ー
と
し

て
述

べ
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し

て
、
後

の
方

の
あ

る
箇
所

で
は
、
学
校

に
、
国
家

や
共
同

生
活

の
法
律

の
ご

と
く
、
法
律

・
規
則

・
秩
序

が
定

め
ら
れ
、
個

々
の
ケ
ー

ス
に
よ

っ
て
罰

の
必
要
性
も
認
め

て
い
る
が
、
法
律
と
罰

の
連
関
を
鮮
明

に
は
認
め
ず

、
と
り
わ
け
、
国
家

や
共

同
生
活

に
お
け

る
、
秩
序

の
侵
害
に
対
す
る
厳

し

い
罰

(罰
則
)
と

い
う
在
り

方
を
学
校

の
中

に
入
れ
よ
う
と
は
し
な

い
。

で
き
る
だ

け
、

罰
を
学
校

の
中

か
ら
な
く
そ
う
と

い
う
方
向
性

で
教
育

の
充
実

を
考
え
よ

う

と
し
て

い
る
。
学
校
を
国
家

・共
同
生
活

の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
と
し

て
捉
え
よ
う
と
は
し
て

い
な

い
。
秩
序

や
規
則

の
存
立
を
認
め

つ
つ
、

罰

は
で
き

る
だ
け
克
服
さ
れ

る
べ
き
と
す

る
姿
勢
が
前

面
に
出

て
き
て

い
る
。
今
述

べ
た

こ
と
を
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
自
身

の

こ
と
ば

で
追

っ
て
み
よ
う
。
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前

の
箇
所

に
お

い
て
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

は
家
庭

に
対
し

て
、
公
共

の
教

育

の
違

い
を
次

の
よ
う

に
指
摘
す

る
。

「
こ
れ

に

対

し
て
、
公
共

の
教
育
を
考

え

て
み
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が

ど
ん
な
形
式

の
も

の
で
あ
ろ
う
と
も
、
事
情
は
は
じ
め
か

ら
ま

っ
た
く
異

な

っ
て

い
る
。
人
間

は
最
初

か
ら

こ
の
関
係

の
中

に
あ
る

の
で
は
な

い
。
だ

か
ら
そ

こ
に
は
、
本
源
的
基
盤
な
ど

は
な

い
。
家
庭
教
育

に
お
け

る
基
礎

で
あ

る
愛
が
、
ま
ず

、
教
育
者
と
生
徒

と

の
共
同
存
在

の
中

で
発
展
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
こ
で
は
、
本
来
、
愛

は
予
感

の
形
式

の
も
と

に
存
在
す
る
だ
け

で
あ
る
。

こ
の
関
係
に
お

い
て
は
、
身
体
的

な
強
制
力

は
、
直
接
的
な
方
法

で
は
決

し
て
存

在

し
て

い
な

い
の
で
あ

る
。
教

師
は
た
し
か

に
身
体
的

な
強
制
力

を
も

っ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
個
々
人
に
対
し

て
行
使
す
る
だ

け

で
、
集
団

に
対
し

て
行
使

す
る

の
で
は
な

い
。
生
徒

た
ち
が

こ
の
こ
と
を
意
識
す

る
よ
う
に
な

る
と

こ
ろ

で
は
、
他

の
事
態

が
彼
ら

の
服
従

心
を
呼
び

起

こ
さ
な

い
か
ぎ

り
、
服
従
心
も
欠
け

る

こ
と

に
な

る
。

も
ち

ろ
ん
教
師

は
、
自
分

の
背
後

に
何
か
を
、

つ
ま
り
、

共

同
体

の
身
体
的
強
制
力
を
も

っ
て
い
る
。
教

師
は
そ
れ
を

た
の
み
と
す

る

こ
と
は

で
き
る
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
は

子
ど
も

の
意
識

の
中

に
は
な

い
の
で
あ
り
、
子
ど
も
は
せ

い
ぜ

い
共
同
体

の
こ
と
を
た
だ

う
わ
さ
に
よ

っ
て
知

っ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
生
徒

と
、
公

共
教
育

の

こ
の
事
情
と

の
調
和

は
、
決

し

て
本

源
的

な
も

の
で
は
な

い
。
だ

か
ら
、
補
充
す

る
も

の
が
彼
に
は
縁
遠

い
共
同
体

に
入
り

込

む
の
で
あ

る
か
ら
、
彼

が
生

活

の
こ
の
形
式
と
は
調
和

し
な

い
よ
う
な
多
く

の
傾
向
を
も

っ
て

い
る
と

い
う

こ
と
は
、
自
然
な

こ
と

で
あ

る
。
調
和
が
ま
ず

作
り
出

さ
れ
る

べ
き

で
あ
る
、
し
か
し
、

こ
の
調
和

は
決

し

て
完
全
な
創
作
物
と
み
な
さ
れ

て
は
な
ら
な

い
も

の
で
あ

ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
撹
乱

的
な
行
動

が
共
同
生
活

を
阻
ま
な

い
よ
う

に
、

こ
の
よ
う
な
傾
向

の
発
生
を
阻
止
す

る
処
置
を
と

ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ
う
し

て
罰
を
伴

っ
た
法
律

が
現
れ
る
。
生
徒

は
、
法
律
を
通

し
て
、
共
同
体

の
形
式
と
矛
盾

す
る
も

の
が

何

で
あ

る
か
、
を
経
験

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
彼
が

こ
の
法
律
か
ら
逸
脱
す

る
と
き

に
は
、
ど

ん
な
結
果
が
ま
ち
う
け

て

い
る
か
を
、

罰
を
通

し
て
経
験
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
…
教
育

そ

の
も

の
が
.
]重

の
性
格

を
も

っ
て

い
る
。
家
庭
教
育

は
、
純
粋
な
、
本
源
的
に
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倫
理
的
な
性
格

を
も

っ
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
家
庭
教
育

の
実
践

も
で
き
る
か
ぎ

り
、
私
た
ち
が
倫

理
的

に
教
育
活
動
を
抑
制
活
動

と

し
て
構
成
し
た
と
お
り

の
も

の
で
あ
り
う
る
よ
う
に
努
力

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

に
対
し

て
、
公
共
教
育
は
ま

っ
た
く
違

っ
た

(
47

)

形
態
を
と

る
。
そ

こ
で
は
、
公
共
生
活

に
お
け

る
と

同
じ
よ
う

に
、
法
律

と
罰
と
が
働

い
て
る
。
」

家
庭

と
は
異
な

り
、
公
共

の
教
育

に
お

い
て
は
、
愛

や
身
体
的
強
制
力

は
本

源
的
な
も

の
と
し
て
は
存
在

し
て

い
な

い
の
で
あ
り
、
従

っ
て
、
子
ど
も

(生
徒
)

の
独
自

性
と
、
教
師

に
よ
り
も

た
ら
さ
せ

る
共

同
体

の
生
活
様
式

の
調
和

は
、
最
初
か
ら
容
易

に
実

現
で
き
る
わ
け

で
は
な

い
。
そ
れ
故

に
、

愛
や
身
体
的
強
制
力

で
も

っ
て
、
教
師
が

子
ど
も
を
共

同
体

の
生
活
様
式

に
導
く

こ
と
が

で
き
な

い
こ
と
か
ら
生

じ
た
、
子
ど
も

と
共

同
体

の
不
調
和
を
阻
止
す

る
た
め

の
法
律

と
罰
が
現
実
的

に
要
請
さ
れ
ざ

る
を
得
な

い
、
と

い
う
の
が

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

の
考

え
方

で
あ
る
。

そ
れ
に
対

し
て
、
後

の
箇
所

で
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
次

の
よ
う

に
言

う
。

■家
庭

に
お

い
て
は
、
法
律

の
入

る
余
地
は
な

い
。

学
校

に
は
規
則
的
な
状
態
が
あ

る
。
罰

に
威
嚇
さ
れ

て

い
る
市
民
社
会

の
よ
う

に
、
法
律
が
支

配
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
そ

の
法
律
が

一
般

に
周
知

さ
れ
、
罰

の
恐

ろ
し
さ
を
教

え
、
そ

の
後

に
初
め

て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
が
、
ま
ず
第

一
に
要
求

さ
れ
る
。
罰
が
あ
ら
か

じ
め
知
ら
さ
れ

て

い
な

い
と

こ
ろ

で
は
、
専
制
的
な
状
態
が
み
ら
れ
る
。
と

こ
ろ

で
、
学
校

で
も
個
々
の
場
合

に
応

じ
て
罰
が
適
用
せ
ざ

る
を
え
な

い
こ
と
を
認
め

る
と
し

て
も
、

こ
の
問
題

に

つ
い
て
、
学
校

は
家
庭
と
国
家

の
問

で
、
ど

の
よ
う

な
点

に
位
置
す

る
の
で
あ

ろ
う
か

?
学
校

は
家

庭

の
没
法
律
性

に
従
う

べ
き

で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
国
家

の
き
び

し

い
形
式

に
寄

り

か
か

る
べ
き
な

の
だ

ろ
う

か
?
す
な
わ
ち
、
学
校

で
は
、

罰
則
を
制
定

し
た
り
、

こ
れ
を
公
示
し
た
り
す
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
?
否
、

と
だ
け

は

い
え
る
。
も
し
そ

の
よ
う
な
罰
則
が
存
在
し

て
い
る
と
す
れ
ば

、
そ

こ
で
は
罰
則
が
あ
く
ま

で
従
属
的
規
則
と
し
て
用

い
ら

れ

る
、
と

い
う

こ
と
が
前
提

さ
れ

て
い
る
。
す

で
に
こ
の
前
提
が
間
違

っ
て

い
る
。

こ
の
点

に
関
し
て
、
学
校

は
、
家
庭
教
育

の
拡
充
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(
48

)

と
み
な
さ
れ
う

る
に
す
ぎ

な

い
。
だ

か
ら
、
こ
こ
で
は
、
国
家

の
形
式

が
適

用
さ
れ

て
は
な
ら
な

い
。
」

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
は
、

学
校

に
は
、
国
家

や
市
民
社
会

と
同
様

に
、
法
律

や
規

則
と
罰
を
現
実
的

に
は
認
め

る
が
、
罰

に

つ
い
て
は
、

国
家
と
異
な
り
、
厳
し

い
適

用
を

で
き

る
限
り
退
け
よ
う
と
す
る
。
そ
し

て
、
法
律

や
規
則

の
従
属
的
原
則

と
し
て
は
じ
め
か
ら
罰
を
学
校

に
想
定
さ
れ
る
こ

と
が
否
定
さ
れ

る
に
及
ん

で
、
学
校
と
国
家

の
違

い
が
明
示
さ
れ
、

む
し
ろ
、
学
校

と
家
庭

の
同
系
列
が
強

調
さ
れ

る
。

つ
ま
り
、
法

律

と
罰
と

い
う
連
関
形
式
が
な
く
、
従

っ
て
、
罰
が
不
必
要
と
さ
れ
る
と

い
う
点

で
共
通

し
て

い
て
、

た
だ
し
、
家
庭
か
ら
共
同
社
会

生
活

へ
の
生
活

の
拡
充

の
中

で
現
象
す

る
法
律

の
形
式
は
存
在
す

る
と

い
う

こ
と
が
意
味

さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校

に
罰
は

一

切
不
必
要
だ

と
言

い
切

っ
て
は

い
な

い
。

そ
れ

で
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

に
お
け

る
、
学
校

で
の
罰
を
め
ぐ

っ
て
の
、

こ
の
二

つ
の
主
張

の
違

い

(力
点

の
違

い
)
を

ど
う
考
え
た
ら
よ

い
の
か
。
前

の
箇
所

は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

の
現
実

認
識
が
前

面
に
出

た
叙
述

で
あ
る

の
に
対

し
て
、
後

の

箇
所
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
の
理
念
が
強
調

さ
れ
た
叙
述

で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

そ
し

て
、

二

つ
の
箇
所
を
読
ん

で
み

て
強
く
感

じ
ら
れ
る

の
は
、
全
く

罰
な
し
に
学
校

・
公
共

の
教
育
が
や

っ
て
は

い
け
な

い
と

い
う
現
実

認
識
を
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル
マ

ッ

ハ
ー
自
身
ふ
り
払
う

こ
と
が

で
き
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
罰

に

つ
い
て
の
論
述

の
至
る
と

こ
ろ

で
、

こ
の
現
実
認
識
が
顔
を
出
し

て
く

る
。
後

の
箇
所

の
最
後

の
と

こ
ろ

で
も
、
力
強
く
罰

の
拒
絶
を
宣
言

す
る

こ
と
は
し
て

い
な

い
。

「学
校

で
は

い
か
な

る
事
情

の

も

と
に
あ

っ
て
も
、
罰
な
ど
は

い

っ
さ

い
な
し

に
や

っ
て
い
け
る
、
と
主

唱
し
よ
う
と

い
う

の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
道
徳
的
感
情
が

目
覚
ま

さ
れ

る

こ
と
が
な
け
れ
ば

、
そ
れ
だ

け

い

っ
そ

う

こ
の
感
情

に
か
わ

る
何
か
他

の
も

の
が
必
要

で
あ

る
と

い
い
た

い
の
で
あ
る
。

し
か
し

い
つ
で
も
、
共
同
生
活
が
道
徳
的
感
情

の
覚
醒
を
目
ざ
す

こ
と
に
よ
り
、
罰
を
越
え

て

い
く
よ
う

に
つ
と
め
な
け
れ
ば

な
ら
な

(撃

い

の

で

あ

る

。
」
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し
か
し
な
が
ら
、
前

の
箇
所
だ
け
が
現
実
認
識

の
表

明
で
、
後

の
箇
所
だ

け
が

理
念

の
表
明
と
区
分
す

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
前
述

し
た
よ
う

に
、
後

の
箇
所

に
現
実
認
識
が
少
し
顔
を
出
す

の
に
対

し
て
、
前

の
箇
所

で
は
理
念

が

い
さ
さ
か
な
が
ら
も
呈
示
さ
れ
て
い

る
。

そ
し
て
、

こ
の
現
実
認
識
と
理
念
と

の
交
錯
、
も

し
く

は
、
緊
張

関
係

の
表
出
は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
の
国
家
や
共
同
社

会

(市

民
生
活

)

で
の
罰

の
存
在

に

つ
い
て
の
主
張

の
中

に
も
み

て
と
る

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま

り
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
は
、

国
家

や
共
同
社
会

に
お

い
て
、
共

同
体

の
形
式
と
個
人

の
独
自
性

の
矛
盾

や
不
調
和
が

日
常
的

に
起

こ
る
と

い
う
現
実

の
想
定

の
下
に
、

〔
50
)

法
律

と
罰

の

一
体
的
要
請

を
認
め

て

い
る

が
、

こ
れ

は
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
国
家

や
共
同
社
会

に

つ
い
て
の
理
念
的

認
識

と

い
う
わ
け

で
は
な

い
。
と

い
う

の
も
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

は
、
今
度
は
、
学
校

と
国
家

・共

同
社
会

の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
を
、

■共

バ
リ

　

同

の
倫
理
的

原
理
」

(α
霧

σq
Φ
∋
Φ
ヨ
。。
餌
∋
Φ
2
三
。・
6
げ
Φ
甲
三
N
一℃
)
や

「純
粋

に
倫

理
的
な
原
理
」

を
基
軸

に
描

い
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
原
理
に
よ

っ
て
こ
そ
、
学
校

や
国
家

・
共
同
社
会
が
構
成

さ
れ
る
べ
き
、
と

い
う

の
が

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル
マ

ッ
ハ
ー
の
理
念

で
あ

る
。

前

の
箇
所

で
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

は
次

の
よ
う
に
語

っ
て

い
る
。

「市

民
生
活

に
お

い
て
、
罰
と
報
酬
が
な
く

て
も
困
ら

な

い

と
す

れ
ば
、

そ
れ
は
完
全
性

の
よ
り
大
き

い
状
態

で
あ
ろ
う
、
と

い
う
命

題
を
立

て
る

こ
と
は
ま
ず
許

さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
刑
法

は
必

要
上

や
む
を

え
ず
生

じ
た
も

の
で
あ

る
。

…
刑
法
は
、
教
育

が
そ

の
理
念

に
従

っ
て
遂
行
す

べ
き

こ
と
を
実
行
し
な
か

っ
た
、
と

い
う

こ
と

の
証
明

で
あ

る
。
刑
法

の
強
度
が
緩
和
さ
れ
大
幅

に
縮
小

さ
れ
る

こ
と
は
、

い
つ
で
も
市
民
社
会

の
進
歩

で
あ
る
。
罰
が
完
全

に

廃
止
さ
れ

て

い
る
市
民
生
活

の
状
態
を
想
定
す
れ
ば

、
そ

こ
で
は
、
教
育

と
共

同
生
活

と

い
う

二

つ
の
領
域
が

一
つ
の
系
列
を
な

し
て

(
52
)

い
る

で
あ

ろ
う
。
」

刑
法
や
罰

(報

酬
も
)

の
存
在

は
、
市
民
生
活

の
不
完
全

さ
、
並
び

に
、
教
育

の
不
完
全

さ
を
示
し
て
い
る
。
換

言
す
れ
ぼ
、
教
育
が
市
民

の
育
成

に
と

っ
て
不
可
欠
な
倫

理
的

原
理
を

人
に
育
む

こ
と
が
十
分

に
は

で
き
な
か

っ
た
故

に
、
市
民
生
活

に
刑
法
や
罰
を
導
入
せ
ざ

る
を
得
な

い
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
、
そ

の
理
念

に
お

い
て
、
学
校

(
に
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お
け

る
公
的

な
教
育
)
と
市

民
生
活
が
営
ま
れ

る
共

同
社
会
を

同
系
列

に
捉
え
よ
う
と
す
る
。

こ
う
し
た
態
度
は
、
後

の
箇
所

に
も

み

い
出

さ
れ
る
。

即
ち
、
「
も

し
国
家

が
苛
酷

な
厳
し

い
立
法
を

固
持

し
、
さ
さ

い
な
違

反
に
も
重

い
罰
を
課
す
る

の
で
あ
れ
ば
、

そ
う

い
う
国
家
は
私
た
ち

に
は
極

め

て
欠
陥

の
多

い
も

の
に
映

る
。
罰

の
除
去
は
社
会

の
前
進
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
共
同
体
と
す

べ

て
の
関
係
が
純
粋

に
倫
理
的
な
も

の
に
接
近
す

れ
ば
す

る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
補
助
手
段
を
使
用
す

る
余
地
は
少
な
く
な
る
。

そ
し

て
、

倫

理
的
な
関
係

が
ま
だ
樹
立

さ
れ

て

い
な

い
と
か
、

人
び
と

の
意

思

の
疎
通

が
欠
け

て

い
る
場
合

に

こ
そ
、
罰

の
存
在
も

い
た
し
か

た
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
罰
は

い

つ
で
も
、
社
会

に
欠
陥
が
あ

る
た
め

に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
罰
は
社
会

の
不
完
全

で
あ

る
こ
と
の

証
拠

で
あ

る
。
だ
か
ら
、
罰

の
存
在
根
拠
が
、
真

の
共

同
社
会
が

ま
だ

で
き

て

い
な

い
と

い
う

こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
社
会

が

す
で
に
樹
立
さ
れ

て

い
る
と

こ
ろ

で
は
、
罰
は
ま
さ
に
害
悪

で
あ

る
。
と

こ
ろ
で
、
学
校
は
共
同
社
会
的
活
動
を
行
う
も

の
で
あ
る

か
ら
、
真

の
共

同
社
会

で
あ
り
、
罰
な
し
に
す
ま
す

こ
と
が

で
き
る
は
ず

で
あ

る
。
生
徒
を
発
達
さ
せ
る
活
動
は
、

こ
の
よ
う
な
形
式

の
も
と
で
、

罰
は
避
け

る

こ
と

の
で
き
る
も

の
で
あ
り
、
教
育

は
真

の
助
成
作

用
で
あ

る
こ
と
を
実
証
す
べ
き
で
あ
る
、

と

い
う
観
点

(
警

か
ら
始

め
ら
れ
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。
」

倫

理
的

関
係

や
意

思

の
疎
通
が

し

っ
か
り
し
て

い
る
な
ら
ば
、

罰
の
出

番
が
な

い
と

い
う
点

臼

)

で
、
国
家
も
学
校

も

一
致

し
て

い
る
。
国
家
も
学
校
も
、
共
同
社

会
的
活
動
を
行

う

の
で
あ

る
が
、
そ

の
活
動

は

■共
同
精
神
」

(の
5

(
55

)

O
Φ
ヨ
Φ
5
σq
Φ
翼

)
や

「秩
序

と
合
法
性

と
に
対
す

る
愛
」

に
担
わ
れ

る
べ
き
で
あ

る
。

こ
う

し
た
共

同
精
神
や
秩
序

と
合
法
性
と
に
対

(
讐

す

る
愛
を
呼
び
起

こ
す

、
助
成
的
な
活
動
を

「
倫
理
的

根
拠
」

(Φ
ヨ

2
ゴ
一9・
魯

2

0
≡
コ
α
)
に
基

い
て
実
践
す
る

の
が
、
公
的
な
教
育
、

即
ち
、
学
校

の
教
育

の
役

目

で
あ
り
、
そ

の
学
校
が
共
同
社
会
的
活
動
を
行

う

こ
と
が

で
き

る
隈
り
、

つ
ま
り
、
倫
理
的

関
係

や
意

思

の
疎
通
を
し

っ
か
り
図
る

こ
と
が

で
き

る
限
り
、
罰
は
必
要
と
な
ら
な

い
、

と

い
う

こ
と
で
あ

る
。
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n

学
校
に
お
け
る
罰
の
問
題

抑
制
作

用
と
し

て
の
罰
が
、
倫
理
的

・
道
徳
的
発
達
、

つ
ま
り
、
情
操

の
発
達

に
ほ
と

ん
ど
影
響
力
が
な
く
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
有

害

な
作

用
を
与

え
る

こ
と
も
あ
る
と

い
う

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー

の
見
解

に

つ
い
て
は
す

で
に
み
て
き
た
が
、

「
罰

の
体
系
が
適
用

さ
れ
る

の
は
教
師

の
怠
慢

と
拙
劣
さ
が
基

に
な

っ
て
い
る
と

い
う

こ
と
は
、
否
定
す

べ
く
も
な

い
。
…
教
育
者
た
ち

の
促
進
的
な
活
動

が
、
適
時

に
し

っ
か
り
行
わ
れ
る
と

い
う

こ
と
が
重

要

で
あ
る
。
助
成
作
用
が
適
当
な
と
き

に
行
わ
れ
さ
え
す
れ
ば

、
叱
責
的
な
活
動

(罰
)

は
す

べ

て
避
け
ら
れ
う

る
と

い
う

こ
と
を
、
基

準
と

し
て
立

て
る

こ
と
が

で
き

る
。

…
も
ち
ろ
ん
、
す

で
に
前
記

の

一
般
的
部

分

に
お

い
て
、
規
則

の
支
配
し

て

い
る
学
校

に
と

っ
て
は
、
罰
が
家
庭

に
と

っ
て
よ
り
も
ず

っ
と
許
容

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と

(
57

)

が
わ
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
学
校

に
と

っ
て
も
、
罰
は
や

は
り
最
小
限

に
押

え
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
」
と
述

べ
る

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

に
と

っ
て
の
、
学
校

に
お
け
る
罰

の
問
題

と
は
何

か
、
探

っ
て
み
る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

に
よ
る
と
、
罰
は
共
同
生
活

の
秩
序

の
侵
害
に
際

し
て
生

じ
る
。
「
罰
。
秩
序

の
侵
害

は
当
然

罰
せ
ら
れ
る
。

罰
が
問
題
と
な

る
よ
う
な
動
機

と
し

て
は
、
秩
序
を
乱
す
場
合

以
外

に
は
あ
り

え
な

い
。
学
校

に
お
け

る
よ
う
な
共
存

や
共
同
作
業
に

お

い
て
は
、
適
時

に
、
ま
た
適
度

に
各
人
が
活
動

し
な

い
と
、
き
ま

っ
て
、
秩
序
が
乱
さ
れ
る

こ
と
に
な

る
。

こ
れ
は
意
志
か
ら
生
じ

る
問
題

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
意
志

に
関
す

る
出
来
事

に
罰
が
適
用
さ
れ

る
の
で
あ

る
。
」
し
か
し
、
続

い
て
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

は
罰

の
問
題
性

に
言
及
す

る
。
ま
ず
、
罰

一
般

に
言
え

る

こ
と
と
し

て
、
罰
は
、
子
ど
も
た
ち

に
対

し
て
、

「
不
愉
快
な
感

じ
か
ら
免

れ
よ
う
と
努
力

す
る
か
ぎ
り

に
お

い
て
、
刺
激

を
与

え
る
に
す
ぎ
な

い
」

の
で
あ

っ
て
、
罰
自
体

は
、
子
ど
も
が
自
分

の
不
道
徳
を
反

(
58

)

省

さ
せ
る
刺
激
と
し

て
の
効
能

は
も
た
ず

、

「
目
覚

め
さ

せ
ら
れ
る
べ
き
活
動

と
直
接

つ
な
が

っ
た
」

刺
激
剤

と
は
な
ら
な

い
。
し
か
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も
、
「
罰

の
体
系
が
組
織
立

て
ら
れ

れ
ば
、
そ
れ
だ

け
奴
隷
根
性

を
発
達
さ
せ
る
罰
が
力

を
発
揮
す

れ
ば
、
そ
れ
は
恐
怖
を
惹
き
起

こ
す
。

子
ど
も
た
ち
が
罰

に
対

し
て
無
感
覚

に
な
れ
ば
、

こ
れ
も
ま
た
奴
隷
的

な
も

の
で
あ
り
、
そ

の
結

果
、
個

々
人
は
自
由

を
ひ
そ
か
に
盗

(
59

)

み

取

る

よ

う

な

こ
と

に
な

る
。
」

更

に
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は
個

々

の
罰

に

つ

い
て
も

批

判

的

検

討

を

加

え

る
。

体

罰

(9
Φ
ア
α
『
℃
Φ
『=
9

Φ
コ
。り
〔茜
融
コ
)

に

つ
い

て
。

シ

ュ
ラ

イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

は

二

つ

の
問
題

点

を

挙

げ

て

い

る
。

一
つ
め

は

、
体

罰
が
専
ら
身
体
的
苦
痛
に
耐
え
る
鍛
練
作
用
に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
搬

二
つ
め
は
体
罰
が
と
き
に

「怒
り
か
ら

激
情
の
状

態

か
ら
」
生

じ
る
と

い
う
問
題

で
あ

る
。

二

つ
め

の
問
題

に

つ
い
て
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
更
に
続

け

て
言
う
。
「
激
情
状
態

の
表
現
に
す
ぎ
な

い
も

の
が
、
罰
則

の
形
式
を
も

っ
て
表
さ
れ

て
よ

い
も

の
で
あ
ろ
う
か

?
倫

理
的
な
根
拠
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
教
育

の
理
論
が

そ
う

い
う

こ
と
を
拠

り
ど

こ
ろ

に
し

て
よ

い
の
で
あ

ろ
う
か

?
そ
う
な
れ
ば
、
教
育

は
ま
だ
、
市
民
生
活
が
立

っ

て

い
る
最
低

の
段
階

に
あ

る

の
で
あ

り
、

そ
う

い
う
段
階

に
お

い
て
は
、
そ

の
性
質
上
怒
り

の
作
用
に
す
ぎ
な

い
も

の
が
法
律

の
名
に

お

い
て
罰
と
し

て
加

え
ら
れ

て

い
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
共

同
体
が
私
的
報
復

の
処

理
を
引
き
受
け
た
時
代

と
同
じ
で
あ
る
。

…
私

の

主
張

で
き
る

こ
と
は
、
国
民
学
校

か
ら
も
体
罰

は
追
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う

こ
と
だ
け

で
あ
る
。
国
民
学
校
が
、
秩
序
を

そ

こ
な
わ
ず

に
、
ど

の
程
度
ま

で
体
罰
な

し
に
や

っ
て

い
け

る
か
と

い
う

こ
と
を
、

国
民
学
校

の
倫
理
的

な
人
間
教
育

の
尺
度

と
み
る

ハむ

こ
と

が

で
き

る
。
」

体

罰

の
正

体

(
真

の
動

機

)

は

、

一
般

的

に
、

激

情

や

怒

り
、

そ

し

て
、

私

的

な

報

復

と

い

っ
た

「恣

意

的

な

も

(
62
)

の
」

で
あ

る
と

い
う

の
が

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
見
解

で
あ

る
。

そ
し

て
、

こ
う

し
た
恣
意
的

な
も

の
と
し

て
の
体
罰
を
肯
定

す

る
教
育
理
論
は
、
倫

理
的
根
拠

を
も
た
な

い
教
育

理
論

と
さ
れ

る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
が
言

う

「教
育

理
論

の
倫
理
的
根
拠
」

と
は
、

「教
育

理
論
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
倫
理
的
完
成
を
現
実
化
す
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(
63

)

る
た
め

の
出
発
点

と
な

ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
原
理
で
あ

る
」

と

い
う
意
味

で
あ

る
。
そ
し

て
、
「
倫
理
的
な
も

の
の
継
続
的

な
形
成

は
、
教
育
さ
れ

る
べ
き
者

に
人
間
が
愛

の
全
力
を

も

っ
て
働

き
か
け
る

こ
と
以
外

の
も

の
で
は
あ

り
え
な

い
。
騙
)
こ
の
愛

の
働

き
か
け

と
、
恣
意
的
な
怒
り

の
表
現
と
し

て
の
体

罰
は
、
全
く

異
質
な

も

の
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
そ
れ
故
、
倫
理
的

・
道
徳
的
人
間
形
成
を

め
ざ

す
教
育

の
領

野
か
ら
、
体

罰
は
し
め
出

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

自
由

の
は
く
奪

(9
Φ
じo
Φ
鎚
⊆
σ
毒

σq
α
Φ
『
写
Φ
一7
Φ
ご

と

い
う
罰

に

つ
い
て
。
大

人

の
場
合

と
違

い
、
子
ど
も

た
ち
が
、
罰

と
し

て

学
校

に
残

さ
れ

て
退
屈
が
苦
痛

の
イ

ン
パ
ク

ト
を
与

え
、
彼
ら

の
悪

し
き
意
志
行
為
を
抑
制
す

る
か
ど
う
か
は
疑

わ
し

い
。
と

い
う

の

も
、
子
ど

も
た
ち

は
空
想

の
遊
戯

で
も

っ
て
退
屈
を
ま
ぎ
ら
わ
す

こ
と

に
よ
り
教

授
活
動
中
に
お

い
て
も
気

を
散

ら
す
よ
う
な

こ
と
が

起
き
な

い
と
も
限
ら
な

い
の
で
、

こ
の
罰
は
、
自
分

に
と

っ
て

「
不
利
益
を
も
た
ら
す
」

と

こ
ろ
の
抑
制
作

用
と
は
受
け
と
め
ら
れ
な

い
、

と

い
う
問
題
が
生

じ
る
。

孔

失
敗
の
連
鎖
ー
罰
克
服
の
責
任
と
困
難
ざ

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ

ハ
ー

が
唯

一
認

め

る

罰

と

は
、

「
不

同

意

の
表

明

」

で
あ

り

、

そ

れ

は
、

「
純
粋

な

罰

」
、

「
一
連

の
罰

の
段

階

に

(
鰻

お
け

る
最
高

の
段
階

の
も

の
」

と
し
て
捉
え

ら
れ

る
。
す

で
に
み
た
通
り

、
そ

の
存
立
意
義

は
、
悪
し
き
意
志
行
為

の
実
行

に
対
す

る

(差
恥
心
に
訴

え
る
)
感

覚
的
抑
止

で
あ
る
。

と
は
言

っ
て
も
、
罰

の

(道
徳
的

・倫

理
的
)
人
間
形
成
に
果

た
す
役
割

は
小
さ

い
、

と
さ
れ

る
。

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー
は
言

う
。
「
た
だ
例
外

的

に
、
相
互

の
意

思
疎

通
、
あ
る

い
は
意
志

の
共
同
性

と

い
う
点

で
欠

陥

が
あ

っ
て
、

し
か
も

一
つ
の
目
的
が

現
実

に
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
よ
う
な
場
合

に
だ
け
、
罰
が
顔
を
出
す

こ
と
が
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あ

り
え
る
。
罰
は
決
し

て
、
人
を
改
善
し
う
る
も

の
で
は
な

い
。
罰

の
も

つ
最
高

の
作
用

は
、
せ

い
ぜ

い
倫
理
的
活
動

に
対
す

る
刺
激

で
あ

る
。
と

に
も
か
く

に
も
、
罰
は
感

覚
的

な
動
機

に
よ
る
感

覚
的

な
刺
激

に
と
ど
ま

る
。
罰

は
、
決
し

て
教
育

の
手
段
と
し
て
は
信

(
66
)

用

さ
れ

て
は
な
ら
な

い
も

の
で
あ
り
、
た
だ
申

し
わ
け
的
な

も

の
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な

い
。
」

こ
こ
で
も
、
例
外
的

に
罰
が
要
請

さ

れ
う

る
現
実

の
ケ
ー

ス
を

、
付

随
的

に

で
は
あ

る
が
、
挙
げ

て
い
る
。

し
か

し
、
更

に
目
を

ひ
く

の
が
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
の

次

の
言
葉

で
あ

る
。

「
刑
法

は
、
教

育
が

そ

の
理
念

に
従

っ
て
遂
行

す

べ
き

こ
と
を
実
行

し
な

か

っ
た
、

と

い
う

こ
と

の
証
明

で
あ

(
67

)

る
。
」

そ
し
て
、

「
罰

は
す

べ
て
、
欠
陥
を
前
提

と
し

て

い
る
と
同
時

に
他
方

で
は
ま
た
過
失
を
前
提

と
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、

た

だ

こ
の
過
失

は
必
ず

し
も
学
校

教
育

の
指
導
者

た
ち

の
責
任

で
は
な
く
、
む
し

ろ
ま

っ
た
く
家
庭

の
責

任
で
あ

る
と

い
う
だ
け

の
こ
と

(
68

)

で
あ

る
。
」

要
す

る
に
、
国
家

・
市
民
生
活

に
お
け
る
刑
法

と
罰

の
存
在

は
、
そ
れ
ま

で
の
公
的
な
教
育

(
学
校
教
育
)
が
倫
理
的
原

理

に
基

い
て
し

っ
か
り
教
育

し
な
か

っ
た

こ
と
の
証
明

で
あ

り
、
ま
た
、
そ

の
学
校

に
お
け
る
罰

の
存
在

は
、
か
な
り

の
割
合
に
お

い

て
、
家
庭

(
の
教
育
)

の
過
失
責
任
を

示
し
て

い
る
。

い
わ
ば
、
失
敗

の
連
鎖

・
因
果
関
係

に

つ
い
て
の
言
及
で
あ

る
。

こ
の
主
張
は
、

家

庭
と
学
校

の
各
教
育

の
責
任

と
改
善
可
能
性
を
前
向
き

に
示
唆

し
て

い
る
と
み
る

こ
と
も

で
き
る
が
、

し
か
し
、
逆

に
、
学
校

と
市

民
生
活

は
、
各

々
、
そ
れ

以
前

の
、
も

し
く

は
、
そ
れ
以
外

の
教
育

の
過
失

の

つ
け
を
引

き
受
け
ざ

る
を

え
な

い
と

い
う
問
題
を
も
示

唆

し

て
い
る
よ
う
に
思

え
る
。
別
様

に
言

え
ば
、
そ
れ
は
、
罰

の
克
服

の
困
難

さ

の
呈
示
と
も
と
れ

る
。

結
語

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

は
、
罰

の
作
用
を
抑
制
作

用

の
範
ち

ゅ
う
に
組
み
入
れ
、

し
か
も
、
倫
理
的

(道
徳
的
)
発
達

の
要

で
あ
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る

一
般
的
意
志
と

し
て
の
情
操

に
影
響
を
与
え
る

こ
と
が

で
き
る

の
は
助
成
的
作

用
と
す

る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
的
発
達

に
対
す
る
罰

の
直
接
的
貢
献
度
、
換
言
す
れ
ば
、
道
徳
的
発
達

に
お
け
る
罰

の
直
接

的
出

番
を
、
大
き
く
減
少
さ
せ
る

の
で
あ

る
。

こ
う
し
た
、
罰

の
、
意
志

・情
操

へ
の
影
響
力

の
無
さ
を
、
発
達
論
的

に
基
礎
づ

け
た
の
は
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ

ッ
ハ
ー
が
思
想
史
上
初
め

て
で
あ

っ
た
。

た
だ

し
、
罰

の
作
用
を
、
個
別
的
意
志
行
為

の
抑
制
と
、
情
操

(
一
般
的
意

志
)

へ
の
助
成
的
作
用

の
総
合
を
指
す
と

い
う
解
釈

の
立

場

に
立

つ
な

ら
ば
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

に
よ
る
、
道
徳
的
教
育

に
お
け
る
罰

の
後
退

と

い
う
企
図
は
必
ず
し
も
堅
固
な
も

の
と

(
69

)

は
言

え
な

い
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
J

・
H

・
ヴ

ィ

ヘ
ル

ン

の
罰
論

の
場
合
、
罰
せ
ら

れ
る
者

が
罰
を
精
神
的

に
引
き
受

け
悔

い
改

め
る
と

い
う
、
精
神

と
意
志

の

一
体
化

へ
の
助
成
的
契
機
と
、
そ
れ
よ
り
生

成

・
継
続
す

る
自
罰

(悔

い
改

め
)

の
プ

ロ
セ
ス
、
そ
し

て
、
そ

の
罰

の
進
行

に
先
立
ち
、
そ

の
進
行

に
寄
り
添

い
続
け

る
、
キ
リ

ス
ト
教
教
育

の
意
志

や
知
性

へ
の
働
き
か
け

(
シ

ュ
ラ
イ

エ

ル

マ
ッ

ハ
ー
的

に
言

え
ば
、
情
操

へ
の
教
育
的
助
成
作
用
)
を
総
合
し

て
、

罰
と
捉

え
ら
れ

る
。

し
か

し
、
そ
う

は
言

っ
て
も
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー

の
理
論
的
試
み
は
、
罰
が
、
道
徳
的
教
育
上
ど
ん
な
作
用
を
果
た
し
う
る

の
か

と

い
う
可
能
性

と
限
界

に

つ
い
て
、
考
え
る

こ
と

の
重
要
性
を
想
起
さ
せ
る
も

の
と
し
て
、
今

日
に
お

い
て
も
示
唆
的

で
あ
る
。

ま
た
、

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

の
罰
を
め
ぐ
る
現
実
認
識
と
理
念
と

の
交
錯
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
罰

の
完
全
な
る
克

服

は
現
実
的

に
は
困
難

で
あ

る
と

シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
が
認
め
ざ

る
を
え
な
か

っ
た

こ
と
を
指
し

て
い
る
。

し
か
し
、
ま
た
、

こ

の
現
実
認
識

と
理
念

の
交
錯

は
、
先
述

し
た
、
失
敗

の
連
鎖
と

い
う
因
果
論

的
理
解
と
関
わ

っ
て
い
る
、
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
、
過

去

へ
と
教
育
責
任
を
遡

及
す

る
学
校
や
市
民
社
会

の
責
任
逃
が
れ

の
論
理
と
も
と
ら
れ
か
ね
な

い
が
、
し
か
し
、
別
様

に
み
る
な
ら
ば
、

そ
れ

は
、
現
実

の
教
育

に
お

い
て
不
可
避

の
要
件

で
あ

る
、
所
与
性

へ
の
顧
慮

の
表
わ
れ
と
も
解
す

る

こ
と
が

で
き
る
。
人
が
人
を
完

壁

に
把
握

し
、
予
見

し
、

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
す

る

こ
と

は
で
き
な

い
。
罰
な
し

の
教
育
を
、
罰
則
な
し

の
市
民
生
活
を
志
向
し
て
努
力
す



る
が
、

人
が
過
去

に
背
負

っ
た

(共

同
社
会

の
秩
序

に
反
す

る
よ
う
な
)
負

の
傾
向
性
を
所
与
と
し

て
引
き
受
け
ざ

る
を
え
な

い
こ
と

も
想
定

し

つ
つ
、
努
力

し
た
方
が
現
実
的

で
は
な

い
か
、
と

い
う
考

え
方
が
、
シ

ュ
ラ
イ

エ
ル

マ
ッ

ハ
ー

に
あ

っ
た
と
も
、
考
え
ら
れ
る
。
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