
共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理

―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」

品

川

哲

彦

は
じ
め
に

ケ
ア
の
倫
理
は
、
道
徳
性
（
道
徳
的
に
よ
い
／
悪
い
と
い
う
ふ
う
に
行
為
や
人
格
を
み
る
見
方
）
の
発
達
経
路
に
は
性
差
が
あ
る
と
い

う
発
達
心
理
学
内
部
で
の
問
題
提
起
か
ら
生
ま
れ
た（

1
）。
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
モ
デ
ル
で
は
女
性
が
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
る
傾
向
が
あ

る
こ
と
に
気
づ
い
た
ギ
リ
ガ
ン
は
女
性
に
対
応
し
た
発
達
モ
デ
ル
を
み
ず
か
ら
構
想
し
、
こ
れ
を
ケ
ア
の
倫
理
と
名
づ
け
た
。
ケ
ア
の
倫

理
は
、
そ
の
つ
ど
自
分
の
ま
わ
り
の
状
況
と
そ
こ
に
関
わ
る
当
事
者
の
事
情
と
意
向
を
気
づ
か
い
、
最
も
適
切
な
対
応
を
考
え
る
こ
と
を

道
徳
的
成
熟
と
み
な
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
あ
り
方
―
―
他
者
の
ニ
ー
ズ
に
た
い
す
る
感
受
性
（
sensitiveness）、
他
者
に
応
じ
る

応
答
性
（
responsiveness）、
他
者
の
訴
え
に
耳
を
傾
け
て
他
者
に
寄
り
添
う
態
度
（
attendance）
な
ど
―
―
を
高
く
評
価
す
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ギ
リ
ガ
ン
が
正
義
の
倫
理
と
名
づ
け
た
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
モ
デ
ル
で
は
、
他
者
へ
の
依
存
か
ら
の
自
立
と
自
他

の
役
割
を
交
換
し
て
考
え
る
能
力
と
が
道
徳
的
成
熟
の
し
る
し
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
考
に
用
い
ら
れ
る
諸
概
念
―
―
そ
の
者
を
ふ
さ
わ

し
く
扱
う
正
義
、
ふ
さ
わ
し
く
扱
わ
れ
る
資
格
に
応
じ
て
与
え
ら
れ
る
権
利
、
平
等
、
特
定
の
立
場
に
加
担
し
な
い
公
平
な
ど
―
―
が
重

視
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
争
点
が
道
徳
性
の
発
達
段
階
か
ら
道
徳
的
思
考
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
や
重
視
さ
れ
る
倫
理
規
範
に
拡
大
す
る
こ
と

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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で
、
対
立
は
倫
理
学
に
引
き
移
さ
れ
る
。
二
つ
の
倫
理
観
は
性
差
よ
り
も
む
し
ろ
文
化
や
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
る
に
つ
れ
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
個
人
主
義
的
な
近
現
代
の
社
会
に
親
和
的
な
正
義
の
倫
理
（
だ
か
ら
こ
そ
、
正
義
の
倫
理
は
道
徳

性
の
発
達
理
論
と
し
て
も
倫
理
理
論
と
し
て
も
正
統
的

オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
地
位
を
得
る
わ
け
だ
）
へ
の
対
案
で
あ
る
ゆ
え
に
、
近
現
代
の
人
間
観
や
社

会
観
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
し
て
倫
理
学
か
ら
社
会
学
、
政
治
学
、
法
学
へ
と
そ
の
影
響
を
広
げ
て
き
た（

2
）。

だ
が
、
近
現
代
の
人
間
観
や
社
会
観
へ
の
異
議
申
し
立
て
は
共
感
理
論
や
徳
倫
理
学
も
一
部
共
有
し
て
い
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
既
存
の

倫
理
理
論
と
何
を
共
有
し
、
ど
こ
が
違
う
の
だ
ろ
う
か（

3
）。
本
稿
は
こ
の
う
ち
、
共
感
理
論（

4
）と
ケ
ア
の
倫
理
と
の
近
さ
と
相
違
を
み
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
ス
ロ
ー
ト
の
提
起
す
る
「
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」
を
と
り
あ
げ
る
。
以
下
、
第
一
節
で
は
、
共

感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
と
の
親
近
性
に
つ
い
て
概
括
す
る
。
第
二
節
で
は
、
ス
ロ
ー
ト
の
主
張
の
基
本
点
を
ま
と
め
る
。
第
三
節
で
は
、

ス
ロ
ー
ト
の
主
張
を
、
彼
が
そ
の
倫
理
理
論
の
な
か
に
包
含
し
え
た
と
主
張
す
る
、
正
義
の
倫
理
に
属
す
と
目
さ
れ
る
諸
倫
理
理
論
の
立

場
か
ら
検
討
す
る
。
第
四
節
で
は
、
同
様
の
検
討
を
ス
ロ
ー
ト
に
先
行
す
る
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
か
ら
加
え
る
。
第
五
節
で
は
、
ケ
ア
と

合
理
性
の
関
係
を
め
ぐ
る
ス
ロ
ー
ト
の
所
見
を
介
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
を
際
立
た
せ
る
特
徴
を
指
摘
す
る
。

一
、
ケ
ア
の
倫
理
と
共
感
理
論
の
親
近
性
と
相
違
点

一
・
一
、
ケ
ア
の
倫
理
と
共
感
理
論
の
親
近
性

ケ
ア
の
倫
理
の
倫
理
理
論
と
し
て
の
特
徴
を
挙
げ
れ
ば
、
前
述
し
た
と
お
り
第
一
に
、
道
徳
的
に
適
切
な
対
応
は
状
況
の
個
別
性
に
応

じ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
徳
的
思
考
は
個
別
主
義
（
particularism
）
と
呼
ば
れ
、
類
似
の
状
況
に
妥
当
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す
る
と
考
え
ら
れ
る
原
理
や
原
則
を
目
下
の
状
況
に
適
用
す
る
普
遍
主
義
と
対
置
さ
れ
る
。
普
遍
主
義
は
そ
の
原
理
や
原
則
が
推
論
能
力

た
る
理
性
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
よ
う
に
説
明
す
る
傾
向
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
道
徳
的
思
考
で
は
理
性
の
果
た
す
役
割
が
決
定
的

で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
個
別
主
義
を
と
る
ケ
ア
の
倫
理
の
道
徳
的
思
考
の
中
核
に
あ
る
ケ
ア
（
気
づ
か
い
）
は
、
原
語
の
含
意
に

あ
る
と
お
り
、「
大
切
に
思
う
」
と
「
気
が
か
り
に
思
う
」
の
両
面
か
ら
な
る
感
情
的
要
素
の
濃
い
も
の
だ
。
こ
の
点
が
ケ
ア
の
倫
理
の

倫
理
理
論
と
し
て
の
第
二
の
特
徴
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
の
第
三
の
特
徴
と
し
て
、
ケ
ア
し
／
ケ
ア
さ
れ
る
関
係
の
な
か
で
自
己
と
他
者

を
捉
え
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
ケ
ア
の
倫
理
は
、
遠
く
社
会
契
約
論
に
端
を
発
し
て
現
代
で
は
ロ
ー
ル
ズ
に
代
表
さ
れ
る

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
た
い
し
て
批
判
的
と
な
る
。
人
間
関
係
を
自
立
し
た
個
人
同
士
の
関
係
と
み
て
、
関
係
を
リ
セ
ッ
ト
す
る
自
由
を
強
調

す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
発
想
の
根
幹
が
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
批
判
を
招
く
の
だ
が
、
そ
の
批
判
は
、
個
人
の
選
択
の
自
由
を
尊
重
す
る
だ

け
で
は
他
人
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
者
へ
の
ケ
ア
が
担
保
さ
れ
え
な
い
点
を
暴
き
出
す（

5
）。

さ
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
で
は
、
行
為
の
目
的
は
感
情
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
。
道
徳
的
思
考
と
は
行
為
に
関
わ
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
思
考

の
な
か
で
感
情
が
果
た
す
役
割
は
決
定
的
で
あ
る
。
理
性
の
役
割
は
感
情
が
設
定
す
る
目
的
を
確
実
に
効
率
的
に
達
成
す
る
た
め
の
手
段

を
考
案
す
る
た
め
に
認
識
と
推
論
を
受
け
持
つ
に
と
ど
ま
る
。
感
情
の
な
か
で
道
徳
的
思
考
を
導
く
の
に
不
可
欠
な
の
は
利
他
的
な
感
情

―
―
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
で
あ
る
。
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
が
十
分
に
機
能
す
る
に
は
、
特
定
の
相
手
が
今
陥
っ
て
い
る
そ
の
状
況
に
身
を
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

意
味
で
共
感
理
論
は
個
別
主
義
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
で
は
、
人
類
と
い
っ
た
普
遍
を
対
象
に
す
る
感
情
は
想
定
さ
れ
え
な
い
の

で
、
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
は
博
愛
や
人
間
愛
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
代
表
さ
れ
る
共
感
理
論
は
ケ
ア
の
倫
理
の
第
二
お
よ
び
第
一

の
特
徴
と
親
近
性
を
も
つ
。
さ
ら
に
、
共
感
理
論
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
に
お
い
て
も
ケ
ア
の
倫
理
と
親
和
性
を
も
つ
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
社
会
契
約
の
虚
構
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
彼
に
由
来
す
る
共
感
理
論
は
社
会
契
約
論
と
と
も
に
ロ
ー
ル
ズ
が
そ
の
系
譜

を
ひ
く
カ
ン
ト
に
つ
い
て
も
道
徳
的
行
為
の
動
因
を
理
性
の
命
令
に
お
く
点
と
そ
の
普
遍
主
義
の
二
つ
の
点
に
お
い
て
相
容
れ
な
い
か
ら

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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で
あ
る
。

ケ
ア
の
倫
理
と
共
感
理
論
は
功
利
主
義
に
た
い
す
る
批
判
的
な
位
置
も
共
有
す
る
。
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
唯
一
の
原
理
と
し
て
個

別
の
状
況
に
あ
て
は
め
る
そ
の
普
遍
主
義
と
、
ケ
ア
す
る
者
と
ケ
ア
さ
れ
る
者
と
の
あ
い
だ
の
親
疎
の
違
い
を
捨
象
す
べ
き
も
の
と
み
な

す
そ
の
理
性
的
思
考
は
、
二
つ
の
倫
理
理
論
と
対
置
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
・
二
、
バ
イ
ア
ー
に
よ
る
親
近
性
の
指
摘

ケ
ア
の
倫
理
と
ヒ
ュ
ー
ム
と
の
親
近
性
は
、
バ
イ
ア
ー
が
つ
と
に
指
摘
し
て
い
る（

6
）。
彼
女
は
論
文
「
正
義
よ
り
も
っ
と
多
く
の
も
の
が

必
要
で
あ
る
」
の
な
か
で
、
近
現
代
に
お
け
る
「『
正
統
的
な
』
な
リ
ベ
ラ
ル
な
道
徳
理
論
」（Bai er: 25

）―
―
社
会
契
約
論
と
義
務
倫

理
学
と
が
合
流
し
て
で
き
た
カ
ン
ト
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
指
し
て
い
る
―
―
へ
の
疑
念
を
三
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
自
立
し
た
者
同
士
の

対
等
な
関
係
と
い
う
概
念
の
欺
瞞
性
、
選
択
の
自
由
の
過
大
視
、
感
情
に
た
い
す
る
理
性
の
優
先
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
一
点
で
は
、
現
実

に
存
在
す
る
力
の
差
、
他
者
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
存
在
が
隠
蔽
さ
れ
、「
見
せ
か
け
の
平
等
」（Ibi d.: 28

）
が
作
り
出
さ
れ
る
。
自

由
の
尊
重
の
も
と
に
称
揚
さ
れ
る
不
干
渉
は
弱
者
の
放
置
を
許
容
し
、
自
立
し
た
者
の
あ
い
だ
に
も
孤
独
と
疎
外
を
産
み
出
し
う
る
。
第

二
点
は
、
人
間
関
係
の
多
く
は
（
親
子
、
親
類
、
近
隣
、
同
僚
な
ど
に
明
ら
か
な
よ
う
に
）
私
た
ち
が
自
分
で
選
ん
だ
も
の
で
は
な
い
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
道
徳
は
そ
う
し
た
相
手
と
も
よ
き
関
係
を
要
請
す
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
た
ち
に
た
い
し
て
は
、

親
は
理
性
に
よ
っ
て
い
ら
だ
ち
を
抑
え
る
だ
け
で
は
な
く
「
愛
す
る
必
要
が
あ
る
」（Ibi d.: 31

）。
こ
こ
に
第
三
点
に
た
い
す
る
疑
念
が

表
明
さ
れ
る
。
バ
イ
ア
ー
の
み
る
と
こ
ろ
、
ギ
リ
ガ
ン
の
提
起
し
た
ケ
ア
の
倫
理
は
、
女
た
ち
の
、
と
く
に
子
育
て
の
経
験
に
も
と
づ
い

て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
暴
き
出
す
と
と
も
に
、
よ
り
適
切
な
道
徳
的
対
応
を
示
唆
し
て
い
る
。
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と
は
い
え
、
バ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
指
摘
は
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
知
っ
て
い
る
も
の
を
思
い
出
さ
せ

て
く
れ
る
も
の
だ
。
ケ
ア
の
倫
理
同
様
、
私
た
ち
が
家
庭
の
な
か
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
強
調
し
た
先
行
者
の
そ
の
ひ
と
り
が
ヒ
ュ
ー
ム
で

あ
る
（Ibi d.: 30

）。

バ
イ
ア
ー
は
論
文
「
ヒ
ュ
ー
ム
、
女
た
ち
の
道
徳
理
論
家
か
」
の
な
か
で
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
理
論
と
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
を
対
比
し

て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
道
徳
性
の
発
達
と
は
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
す
る
能
力
の
涵
養
で
あ
る
。
道
徳
規
則
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
慣
習
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ひ
と
は
家
族
の
な
か
で
自
己
制
御
や
協
働
が
も
た
ら
す
利
益
を
学
ぶ
。
親
、
子
ど
も
、
兄
弟
姉
妹
な
ど
か
ら
成
る

家
族
の
構
成
員
は
対
等
な
力
関
係
で
は
な
く
、
自
由
に
選
ば
れ
た
関
係
で
も
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
で
は
、
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
に
お
け
る

責
務
こ
そ
が
道
徳
的
責
務
の
範
型
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
道
徳
性
（
道
徳
的
見
方
）
の
所
有
者
ヒ
ュ
ー
ム
は
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
理

論
か
ら
す
る
と
、
共
感
を
重
視
す
る
点
で
第
三
段
階
（Ibi d.: 54

）
（
7
）

と
も
慣
習
的
な
決
ま
り
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
点
で
第
四
段
階

（Ibi d.: 63

）
と
も
評
価
さ
れ
そ
う
だ
と
バ
イ
ア
ー
は
鑑
定
す
る
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
彼
女
の
最
終
鑑
定
で
は
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム

の
理
論
は
「
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
慣
習
的
レ
ベ
ル
と
脱
慣
習
的
レ
ベ
ル
双
方
の
な
か
の
価
値
あ
る
も
の
を
集
め
た
一
種
の
第
四
レ
ベ
ル
」

（Ibi d.: 54

）
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
と
は
、
自
己
自
身
の
欲
求
と
他
者
の
欲
求
の
比
較
を

介
し
て
、
そ
れ
自
体
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
他
者
の
自
己
中
心
的
な
欲
求
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
思
い
に
賛
同
し
て
他
者
の
欲
求
の
充
足
を
自

己
の
欲
求
と
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
自
己
中
心
性
を
薄
め
て
ひ
と
を
利
他
的
に
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
相
手
の
ほ
う
も
ま
た
自
己

自
身
の
欲
求
を
彼
（
女
）
に
と
っ
て
の
他
者
の
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
で
自
己
中
心
性
が
薄
め
ら
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
彼
（
女
）

自
身
も
他
者
の
欲
求
に
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
情
が
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
を
つ
う
じ
て
自
己
中
心
性
を
脱
し

て
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
を
進
む
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
バ
イ
ア
ー
は
こ
の
感
情
の
修
正
、
反
省
が
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
理
論
に
お
け

る
よ
う
な
思
考
実
験
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
経
験
に
よ
る
点
を
強
調
し
て
い
る
（Ibi d.: 67

）。
な
ぜ
な
ら
、
道
徳
的
判
断
と
は

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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状
況
の
個
別
性
に
適
し
た
判
断
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
現
実
の
錯
綜
と
し
た
文
脈
が
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ギ
リ
ガ
ン
に
ケ
ア
の

倫
理
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
被
験
者
の
少
女
が
思
考
実
験
の
筋
書
き
に
は
な
い
状
況
の
詳
細
を
知
り
た
が
っ
て
い
た
こ
と
が

思
い
出
さ
れ
る
（Gilli gan: chap. 2

）。
思
考
実
験
の
な
か
で
道
徳
的
判
断
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
少
女
に
と
っ
て
暴
力
的
な
要
求
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
道
徳
的
思
考
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
同
様
に
、
コ
ー
ル
バ
ー
グ
理
論
の
道
徳
的
思
考
の
あ

り
方
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
。「
ヒ
ュ
ー
ム
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
ガ
ン
の
少
女
と
同
様
に
、
道
徳
性
の
主
た
る
任
務
は
、

利
害
が
対
立
し
な
い
よ
う
に
状
況
を
再
編
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」（Bai er: 70

）。
こ
こ
に
は
、
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
を
つ
う
じ
て
自
己
と
他
者
を
隔
て

る
境
を
越
え
る
「
自
己
の
流
動
性
」（
Ibid.）
が
み
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
バ
イ
ア
ー
は
こ
う
結
論
す
る
。「
ギ
リ
ガ
ン
が
い
う
女
た
ち
の
道
徳
的
強
さ
を
詳
述
す
る
道
徳
理
論
で
あ
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
ム

の
反
省
の
概
念
を
う
ま
く
使
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」（Ibi d.: 72

）。

一
・
三
、
ケ
ア
の
倫
理
と
共
感
理
論
の
相
違
点

し
か
し
な
が
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
論
者
は
共
感
理
論
を
必
ず
し
も
ケ
ア
の
倫
理
の
先
行
者
と
し
て
全
面
的
に
受
け
容
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ（

8
）
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
ヒ
ュ
ー
ム
に
負
う
と
こ
ろ
を
認
め
つ
つ
も
（N

oddi ngs
2010: 8

）、
ヒ
ュ
ー
ム
の
い
う

共
感

シ
ン
パ
シ
ー
は
自
分
自
身
を
他
者
に
投
影
し
、
他
者
を
自
己
に
同
化
す
る
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
（N

oddi ngs
1984: 30

）。
ケ
ア
は
同
化

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ア
す
る
こ
と
に
な
に
よ
り
不
可
欠
な
の
は
動
機
の
転
移
、
す
な

わ
ち
ケ
ア
す
る
側
自
身
の
た
め
で
は
な
く
て
ケ
ア
さ
れ
る
側
の
た
め
に
ケ
ア
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。
彼
女
は
真
正
の
ケ

ア
を
表
わ
す
の
に
「
心
を
奪
わ
れ
る
（
engrossm
ent）」
と
い
う
語
も
よ
く
用
い
る
。
こ
の
概
念
は
動
機
の
転
移
の
維
持
と
そ
れ
へ
の
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集
中
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
「
受
容
的
に
注
意
を
払
う
」（N

oddi ngs
2010: 47

）
と
も
い
い
か
え
、

自
己
投
影
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

さ
て
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
こ
の
要
請
か
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
自
己
と
は
個
別
の
相
手
と
の
ケ
ア
関
係
の
な
か
で
そ
の
つ
ど
作
り

上
げ
ら
れ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
ケ
ア
の
倫
理
の
視
点
を
と
る
者
は
自
己
を
「
サ
ラ
の
父
、
モ
ー
リ
ー
ン
の
教

師
、
ジ
ェ
フ
の
兄
弟
、
ア
ラ
ン
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
の
友
人
」（Bl um
: 476

）
と
自
分
の
関
わ
っ
て
い
る
個
人
的
な
関
係
か
ら
説
明
す
る
傾

向
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
既
存
の
人
間
関
係
の
な
か
で
築
か
れ
た
自
己
を
重
視
す
る
こ
と
だ
け
を
意
味
し
な
い
。
自
分
に
は
思
い
が
け

な
い
こ
と
へ
の
ニ
ー
ズ
を
ケ
ア
す
る
相
手
に
読
み
取
り
、
自
分
自
身
と
は
異
な
る
も
の
の
見
方
や
留
意
点
を
ケ
ア
す
る
相
手
の
訴
え
か
ら

聴
き
取
り
、
そ
れ
ら
に
応
答
す
る
な
か
で
、
ケ
ア
す
る
側
は
な
に
が
し
か
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
人
間
に
な
っ
て
ゆ
く
。
ケ
ア
の
倫
理
が

描
き
出
す
の
は
、
そ
の
よ
う
に
ケ
ア
関
係
を
と
お
し
て
自
分
が
変
わ
っ
て
い
き
、
ま
た
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
他
人
と
な
に
ご
と
か
を
共

有
し
あ
う
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
共
同
体
主
義
的
な
徳
倫
理
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
と
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
批
判
を
共
有
す
る
に
し
て
も
、
共
同
体
主
義
と
違
っ
て
既
存
の
人
間
関
係
が
そ
の
な
か
に
根
づ
い
て
い
る
伝
統
や
文
化
を
そ
の

ま
ま
肯
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
違
っ
て
社
会
構
造
が
自
己
形
成
に
与
え
た
抑
圧
的
な
側
面
に
主
た
る
関
心
を
注
ぐ

も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
ヒ
ュ
ー
ム
ら
の
道
徳
感
情
説
の
共
感
理
論
と
の
あ
い
だ
の
こ
の
違
い
は
決
定
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
ス

ロ
ー
ト
は
こ
れ
を
否
定
し
て
両
者
を
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
と
い
う
新
た
な
共
感
概
念
に
も
と
づ
い
て
統
合
す
る
。
次
節
に
そ
の
主
張
を
み
て
み
よ
う
。

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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二
、
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」

二
・
一
、
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
と
の
違
い

ス
ロ
ー
ト
は
自
説
に
よ
っ
て
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
や
ヘ
ル
ド
ら
に
よ
る
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
を
「
改
善
」（
Slote:128/135）

し
た
と
主
張
し
て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
基
本
的
に
二
点
あ
る
。

第
一
点
。
ス
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
は
正
義
の
倫
理
と
対
比
し
て
み
ず
か
ら
を
語
り
、
そ
の
た
め
後
者
と
対
立
し
、

あ
る
い
は
後
者
を
補
完
す
る
立
場
に
立
つ
。
実
際
、
両
者
を
対
比
し
て
捉
え
た
ギ
リ
ガ
ン
で
は
、
当
然
、
ケ
ア
の
倫
理
はʠ

an
ethi c

of

careʡ

と
い
う
ふ
う
に
相ㅟ

異ㅟ

なㅟ

るㅟ

特ㅟ

定ㅟ

のㅟ

内ㅟ

容ㅟ

のㅟ

倫ㅟ

理ㅟ

的ㅟ

指ㅟ

針ㅟ

をㅟ

主ㅟ

張ㅟ

すㅟ

るㅟ

立ㅟ

場ㅟ

をㅟ

意ㅟ

味ㅟ

すㅟ

るㅟ

倫ㅟ

理ㅟ

（ʠethi cʡ

）
の
ひ
と
つ
（ʠanʡ

）

と
し
て
表
現
さ
れ
た
。
内
容
的
に
は
自
説
を
根
底
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
包
括
的
な
倫
理
理
論
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
ノ

デ
ィ
ン
グ
ズ
もʠ

an
ethi c

on
cari ngʡ

（N
oddi ngs

1984: 27

）
と
い
う
呼
称
を
用
い
て
い
る
。
彼
女
は
同
じ
時
期
にʠ

ethi csʡ

と

い
う
語
も
用
い
て
い
る
が
、
当
初
はʠ

a
fem
i ni ne

approach
to
ethi csʡ

と
性
差
を
強
調
す
る
し
か
た
で
自
説
を
相
対
化
し
て
い
た
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ス
ロ
ー
ト
は
自
説
が
競
合
理
論
を
統
合
す
る
包
括
的
な
倫
理
理
論
だ
と
明
言
し
（
だ
か
ら
当
然
、
性
差
は
も
は
や
重

要
な
問
題
で
は
な
く
な
る（

9
））、ʠethi cs

ofem
pathi c

cari ngʡ
と
称
し
て
い
る
。ʠethi csʡ

は
、ʠethi cʡ

と
混
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
倫ㅟ

理ㅟ

にㅟ

つㅟ

いㅟ

てㅟ

のㅟ

学ㅟ

問ㅟ

を
意
味
し
、
し
た
が
っ
て
、
道ㅟ

徳ㅟ

的ㅟ

思ㅟ

考ㅟ

がㅟ

どㅟ

のㅟ

よㅟ

うㅟ

なㅟ

こㅟ

とㅟ

にㅟ

もㅟ

とㅟ

づㅟ

いㅟ

てㅟ

、
どㅟ

のㅟ

よㅟ

うㅟ

にㅟ

しㅟ

てㅟ

進ㅟ

めㅟ

らㅟ

れㅟ

るㅟ

かㅟ

にㅟ

つㅟ

いㅟ

てㅟ

解ㅟ

明ㅟ

すㅟ

るㅟ

営ㅟ

みㅟ

を
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
は
ス
ロ
ー
ト
の
理
論
を
「
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン

グ
の
倫
理
学
」
と
訳
す
。「
ケ
ア
リ
ン
グ
」
と
い
う
語
は
た
ん
に
「
ケ
ア
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
語
を
ノ
デ
ィ

ン
グ
ズ
は
、
心
の
な
か
で
気
づ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
気
づ
か
い
が
行
為
に
具
現
化
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
使
っ
て
い
る
。
ス
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ロ
ー
ト
は
ケ
ア
の
倫
理
を
倫
理
理
論
と
し
て
詳
細
に
展
開
し
た
の
は
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
に
始
ま
る
と
み
て
い
る
（Ibi d.: 10/15

）。
彼
が
自

説
で
ケ
ア
リ
ン
グ
と
い
う
語
を
用
い
る
一
因
で
あ
ろ
う
。
ス
ロ
ー
ト
は
自
説
を
含
め
て
ケ
ア
を
道
徳
的
思
考
の
根
底
に
お
く
倫
理
理
論

（
そ
こ
に
は
、
当
然
、
ギ
リ
ガ
ン
や
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
ら
も
含
ま
れ
る
）
をʠ
care

ethi csʡ

と
総
称
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
そ
れ
自
体
は

ス
ロ
ー
ト
以
前
の
ケ
ア
の
倫
理
論
者
の
な
か
に
も
使
用
す
る
論
者
が
い
て
彼
の
独
創
で
は
な
い
。
た
だ
し
本
稿
で
は
、
そ
の
な
か
の
彼
に

先
行
す
る
思
想
を
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
理
論
の
訳
に
合
わ
せ
れ
ば
「
ケ
ア
に
も
と
づ
く
倫
理
学
」
だ
が
、
す
で
に
慣
用
と
な
っ
て
い
る
―
―

「
ケ
ア
の
倫
理
」
と
記
し
て
ス
ロ
ー
ト
と
の
対
比
を
明
瞭
に
す
る
。

第
二
点
。
ケ
ア
リ
ン
グ
の
根
底
に
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
あ
る
。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
と
は
相
手
の
心
情
、
た
と
え
ば
苦
痛
を
直
接
に
自
分
の
心
の
痛
み
と
し
て

感
じ
る
こ
と
（feel som

eone’ s
pai n

）
で
あ
り
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
ひ
と
に
同ㅟ

情ㅟ

す
る
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
（
feelfor
som
eone
w
ho
is
in
pain）

と
は
区
別
さ
れ
る
。
両
者
の
違
い
は
、
私
た
ち
が
屈
辱
を
受
け
た
ひ
と
に
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
し
て
気
の
毒
に
思
う
と
き
、
そ
の
ひ
と
が
受
け
た
屈
辱

感
を
自
分
自
身
の
屈
辱
感
と
し
て
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
し
て
い
な
い
と
い
う
例
に
端
的
に
現
わ
れ
る
（Ibi d.: 13/20

）。
ス
ロ
ー
ト
は
自
説
を
ヒ
ュ
ー

ム
の
道
徳
感
情
説
を
継
承
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
二
〇
世
紀
に
作
ら
れ
た
造
語
だ
か
ら
、
当
然
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
（
共
感

エ
ン
パ
シ
ー

の
内
容
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
）
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
を
用
い
て
い
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
ヒ
ュ
ー
ム
批
判
の
な
か
で
い
っ
て
い
る
共
感

シ
ン
パ
シ
ー

は
感
情
移
入
で
あ
っ
て
、
ホ
フ
マ
ン
な
ど
、
ス
ロ
ー
ト
が
依
拠
す
る
現
代
の
心
理
学
者
の
用
い
る
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
概
念
―
―
言
語
に
媒
介
さ
れ
た

受
容
的
な
共
感
―
―
で
は
な
い
（Ibi d.: 12/19

）
（
10
）。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
を
、
ス
ロ
ー
ト
は
、
道
徳
的
判
断
を
成
り
立
た
せ
て

い
る
根
底
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
道
徳
的
評
価
の
妥
当
な
判
断
規
準
」（Ibi d.: 16/25

）
だ
と
も
主
張
し
て
い
る
。

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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二
・
二
、
競
合
理
論
の
論
駁

共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
が
道
徳
的
評
価
の
妥
当
な
判
断
規
準
で
あ
る
な
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
と
対
立
す
る
諸
理
論
や
そ
の
重
視

す
る
諸
概
念
を
（
そ
れ
ら
が
真
に
道
徳
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
な
ら
）
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
に
も
と
づ
い
て
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
ス
ロ
ー
ト
は
、
正
義
の
倫
理
に
分
類
さ
れ
る
功
利
主
義
、
義
務
倫
理
学
、
カ
ン
ト
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

に
つ
い
て
ま
さ
に
そ
の
作
業
を
進
め
て
ゆ
く
。

ま
ず
、
功
利
主
義
。
シ
ン
ガ
ー
は
遠
く
に
い
る
者
へ
の
責
務
は
近
く
に
い
る
者
へ
の
責
務
と
変
わ
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
ス

ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
を
向
け
る
相
手
や
行
為
が
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
主
体
に
と
っ
て
空
間
的
ま
た
時
間
的
に
近
い
と
き
、
そ
の
相

手
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
と
き
、
そ
の
で
き
ご
と
を
結
果
と
し
て
惹
き
起
こ
す
原
因
が
身
近
に
あ
る
と
き
に
強
さ
を
増
す
。
し
た
が
っ

て
、
目
前
で
溺
れ
か
け
て
い
る
子
ど
も
を
助
け
な
い
で
通
り
過
ぎ
る
こ
と
は
遠
方
に
住
む
人
び
と
の
飢
饉
の
た
め
に
寄
付
を
し
な
い
で
い

る
こ
と
よ
り
も
悪
く
み
え
る（

11
）。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
強
弱
の
差
は
こ
う
し
た
「
日
常
の
道
徳
的
直
観
を
正
当
化
で
き
る
」（Ibi d.: 23/37

）。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に

は
そ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
偏
愛
（
partiality）
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
す
べ
き
こ
と
は
そ
れ
が
で
き
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
シ
ン
ガ
ー
の
求
め
る
公
平
（
im
partiality）
の
完
遂
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
な
か
に
不
可
避
に
属
す
る
偏
愛
の
克
服
と
い
う

無
理
な
要
請
を
し
て
い
る
ゆ
え
に
否
定
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
ス
ロ
ー
ト
も
遠
方
に
い
る
疎
遠
な
人
間
を
ケ
ア
し
な
く
て
よ
い
と
い
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ひ
と
た
ち
に
た
い
し
て
も
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
働
く
こ
と
は
あ
り
え
、
実
際
、
十
分
に
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
関
心
が
働
く

ひ
と
で
は
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
十
分
な
」
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
そ
れ
は
明
示
さ
れ
な
い
。
私
た
ち
は
そ
う

い
う
ひ
と
に
な
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
。
ス
ロ
ー
ト
は
そ
こ
ま
で
も
要
請
し
な
い
。「
私
の
理
論
が
要
求
す
る
こ
と
は
、
誰
も
が
気

づ
か
い
の
足
り
な
い
（
uncaring）
動
機
か
ら
行
為
し
な
い
こ
と
、
他
者
に
対
す
る
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
い
た
関
心
が
足
り
な
い
こ
と
を
顧
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み
ず
に
行
為
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」（Ibi d.: 33/55

）。

義
務
倫
理
学
に
た
い
す
る
ス
ロ
ー
ト
の
評
価
は
功
利
主
義
に
比
べ
て
高
い
。
多
数
の
た
め
に
少
数
者
を
殺
す
こ
と
は
悪
い
と
い
う
直
観

の
よ
う
に
、
義
務
倫
理
学
的
な
直
観
は
私
た
ち
の
心
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
ス
ロ
ー
ト
は
そ
れ
を
義
務
倫
理
学
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
け
て
正
当
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
（Ibi d.: 43/65-66

）。
彼
の
挙
げ
て
い
る
例
の
な
か
か
ら
所
有
権
の

侵
害
、
つ
ま
り
盗
み
の
悪
、
作
為
と
不
作
為
の
違
い
、
破
約
の
悪
を
み
て
み
よ
う
。
盗
み
は
被
害
者
の
生
活
に
困
窮
を
惹
き
起
こ
す
。
そ

れ
は
貧
し
い
者
の
困
窮
を
放
置
す
る
不
作
為
よ
り
も
い
っ
そ
う
悪
い
。
な
ぜ
な
ら
、
盗
み
は
困
窮
と
い
う
結
果
を
惹
き
起
こ
し
た
直
接
の

原
因
だ
か
ら
被
害
者
へ
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
い
っ
そ
う
強
く
働
く
か
ら
で
あ
る
。
破
約
も
ま
た
相
手
に
も
た
ら
し
た
損
害
ゆ
え
に
悪
い
。
そ
の
悪

は
損
害
を
受
け
た
そ
の
状
態
そ
の
も
の
の
悪
で
は
な
い
。
破
約
さ
れ
た
ひ
と
の
状
態
と
似
た
よ
う
な
状
態
を
（
そ
う
し
た
約
束
を
交
わ
す

こ
と
の
な
い
ま
ま
に
）
生
き
て
い
る
ひ
と
が
い
る
と
し
て
も
、
破
約
が
も
た
ら
す
前
者
の
事
態
は
不
作
為
に
よ
る
後
者
の
事
態
よ
り
も

い
っ
そ
う
悪
い
。
と
い
う
の
は
、
破
約
は
そ
の
状
態
を
結
果
と
し
て
惹
き
起
こ
し
た
直
接
の
原
因
な
の
で
、
被
害
者
へ
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
い
っ

そ
う
強
く
働
く
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
相
手
へ
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
富
ん
だ
ひ
と
は
破
約
を
避
け
よ
う
と
す
る
（Ibi d.: 48/75

）。

義
務
倫
理
学
の
根
幹
の
概
念
で
あ
る
自
律
に
つ
い
て
、
ス
ロ
ー
ト
は
、
義
務
倫
理
学
で
は
他
者
の
尊
重
の
あ
と
に
他
者
の
自
律
の
尊
重

を
語
る
が
、
彼
の
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
で
は
そ
の
順
序
が
逆
で
あ
る
と
い
う
（Ibi d.: 55/85

）。
義
務
倫
理
学
の
立
場
に
立
っ
て
の
反
論

は
第
三
節
に
後
述
す
る
が
、
こ
の
主
張
は
そ
の
内
容
そ
れ
自
体
が
わ
か
り
に
く
い
。
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
ス
ロ
ー
ト
の
説
明
と

絡
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
も
ま
た
相
手
に
承
認
さ
れ
な
い
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
否
定
す
る
。
だ
が
同
時
に
、「
徹
底
的
に
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
で
も
全
面
的
に
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
富
ん
で
い
る
よ
う
な
配
慮
は
」
配
慮
さ
れ
る
側
の
怒
り
よ
り
も
「
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
」

（Ibi d.: 86/113

）
と
、
彼
は
確
言
せ
ぬ
も
の
の
示
唆
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
相
手
の
意
志
の
内
容
（
意
思
）
に
よ
っ
て
そ
の
意
志
決

定
す
な
わ
ち
自
律
を
尊
重
す
る
程
度
は
変
わ
り
、
そ
の
内
容
が
こ
ち
ら
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
多
大
な
懸
念
を
招
く
と
き
に
は
パ
タ
ー
ナ

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
前
述
の
義
務
倫
理
学
批
判
は
、
義
務
倫
理
学
は
他
者
の

自
律
的
意
志
の
内
容
を
問
わ
ず
に
他
者
（
の
意
志
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
尊
重
し
て
い
る
点
で
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
だ
と
解
釈
で
き

る
。
ス
ロ
ー
ト
は
、
社
会
契
約
論
と
と
も
に
カ
ン
ト
を
継
承
す
る
ロ
ー
ル
ズ
で
は
「
私
た
ち
が
設
定
す
る
目
的
に
先
立
っ
て
自
己
が
存
在

し
て
い
る
」（Ibi d.: 74/114

）
と
批
判
し
、
選
択
す
る
空
虚
な
主
体
と
し
て
こ
れ
を
批
判
し
た
サ
ン
デ
ル
に
同
調
し
て
い
る
が
、
そ
の

こ
と
も
こ
の
解
釈
の
支
え
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
自
律
概
念
が
「
他
者
に
干
渉
さ
れ
な
い
権
利
」（Ibi d.:

67/102

）
を
核
と
す
る
こ
と
を
彼
は
批
判
す
る
。
言
論
の
自
由
と
集
会
の
自
由
も
金
科
玉
条
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
自
由
を
根
拠
に
ヘ
イ

ト
ス
ピ
ー
チ
を
放
任
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
よ
っ
て
傷
つ
く
人
び
と
へ
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
か
ら
介
入
が
許
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
言
論
の
自
由
と
集
会
の
自
由
へ
の
尊
重
を
放
擲
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
ひ
と
つ
の
方
向
を
選
択
す
る
こ
と
が
他
方
へ
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー

の
欠
如
を
必
ず
し
も
含
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
」（Ibi d.: 68-69/104

）
か
ら
だ
。

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
は
そ
の
一
例
だ
が
、
ス
ロ
ー
ト
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
い
て
政
策
的
提
言
を
試
み
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
法
、
制
度
、

社
会
的
慣
習
の
正
義
は
個
人
の
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
と
の
類
比
に
も
と
づ
い
て
理
解
で
き
る
」（Ibi d.: 94/137

）。
立
法
機
関
の
議
員

た
ち
に
よ
っ
て
「
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
が
動
機
と
し
て
働
き
、
法
に
反
映
、
体
現
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
の
法
は
正
義
に
か

な
っ
て
い
る
」（Ibi d.: 94/138

）。
貧
困
問
題
に
つ
い
て
は
、「（
分
配
的
）
正
義
の
問
題
に
注
意
を
向
け
る
」
彼
の
倫
理
理
論
が
「
正
義

は
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
以ㅟ

上ㅟ

のㅟ

も
の
を
要
請
す
る
と
示
唆
す
る
」（Ibi d.: 97/143

）
と
述
べ
て
、
限
界
効
用
を
根
拠
と
し
つ
つ
累
進
課

税
に
よ
る
再
分
配
を
是
と
し
て
い
る
。
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三
、
競
合
倫
理
理
論
の
側
に
立
っ
て
の
ス
ロ
ー
ト
に
た
い
す
る
反
論

前
述
の
と
お
り
、
ス
ロ
ー
ト
の
立
論
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
道
徳
的
判
断
の
妥
当
性
評
価
の
規
準
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
念
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
強
さ
は
相
手
や
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
の
空
間
的
時
間
的
遠
近

や
関
係
の
親
疎
や
因
果
関
係
の
有
無
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
事
実
問
題
だ
。
功
利
主
義
が
求
め
る
公
平
は
規
範
で
あ

る
。
規
範
は
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
事
実
を
変
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
所
与
の
事
実
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
事
実
そ
う
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
正
当
化
の
根
拠
た
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ス
ロ
ー
ト
が
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
を
根
拠
に
公
平
の
貫
徹
は
不
可
能
だ
と
い
お
う
と
も
、
功
利

主
義
者
は
公
平
の
追
求
を
妨
げ
る
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
影
響
を
排
除
す
る
ほ
う
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
ス
ロ
ー
ト
も
偏
愛
が
抑
制
さ
れ
る
可

能
性
を
否
定
し
て
い
な
い
。「
十
分
に
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
能
力
が
発
達
し
た
人
間
」
に
そ
れ
を
み
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

人
間
に
は
そ
れ
が
可
能
だ
と
い
う
事
実
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

義
務
倫
理
学
に
た
い
す
る
批
判
に
お
い
て
も
、
義
務
倫
理
学
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
ス
ロ
ー
ト
は
ま
と
も
に
対
応
し
て
い
な
い
よ

う
に
み
え
る
。
盗
み
と
破
約
の
例
で
、
彼
は
盗
ま
れ
た
り
破
約
さ
れ
た
り
す
る
側
の
損
害
か
ら
そ
の
行
為
の
悪
を
説
い
て
い
る
。
だ
と
す

れ
ば
、
被
害
者
が
そ
の
こ
と
に
何
の
痛
痒
も
感
じ
て
い
な
け
れ
ば
悪
で
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ひ
と
の
苦
痛
を
感
じ
る
と
い
う
意

味
で
の
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
、
定
義
上
、
対
象
が
苦
痛
を
感
じ
て
い
な
い
以
上
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
で
も
し
か
し
、
盗
み
と
破
約
は
依
然
と
し

て
悪
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
ス
ロ
ー
ト
の
論
法
で
は
そ
の
説
明
が
で
き
な
い
。

格
率
が
普
遍
的
道
徳
法
則
に
適
う
か
否
か
の
カ
ン
ト
の
判
定
に
は
、
義
務
倫
理
学
の
形
式
主
義
の
前
提
に
違
反
し
て
行
為
の
も
た
ら
す

結
果
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
評
価
が
密
輸
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
指
摘
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
功
利
主
義
が
行
な
っ
て
い
た
（
品
川

2015: 86-90

）。
し
か
し
、
ヘ
ッ
フ
ェ
は
カ
ン
ト
の
説
明
が
そ
の
批
判
に
あ
た
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
盗
み
と
破
約
の
双

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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方
が
重
な
る
事
例
だ
か
ら
言
及
し
よ
う
。
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
寄
託
物
を
そ
の
保
管
者
は
自
分
の
財
産
に
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
寄
託
の
事
実
は
誰
も
知
ら
ぬ
の
で
、
横
領
が
露
見
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
す
れ
ば
「
寄
託
物
が
存
在
し
な
く
な
る
」

と
カ
ン
ト
は
い
う
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
横
領
が
横
行
す
れ
ば
寄
託
と
い
う
制
度
が
な
く
な
る
と
い
う
結
果
に
訴
え
た
論
証
で
は
な

い
。
保
管
者
が
そ
れ
を
寄
託
物
と
認
識
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
自
分
の
所
有
物
と
す
れ
ば
寄
託
物
が
寄
託
物
で
な
く
な
る
点
に
そ
の
行

為
の
悪
は
存
す
る
（
ヘ
ッ
フ
ェ
：128-134；

K
ant: 27

）。
ヘ
ッ
フ
ェ
は
そ
の
概
念
を
用
い
て
い
な
い
が
、
私
の
解
釈
で
は
、
判
断
主
体

の
用
い
て
い
る
言
語
と
判
断
主
体
の
行
な
う
行
為
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
遂
行
的
矛
盾
が
そ
の
行
為
の
悪
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

義
務
倫
理
学
で
は
他
者
の
尊
重
の
あ
と
に
他
者
の
自
律
の
尊
重
を
語
る
と
い
う
ス
ロ
ー
ト
の
指
摘
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
指
摘
は

あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
で
は
、
た
ん
な
る
手
段
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
人
間
の
尊
厳
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人

格
の
意
志
決
定
、
す
な
わ
ち
自
律
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
自
他
の
人
格
の
尊
重
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
ス

ロ
ー
ト
は
「
私
は
主
と
し
て
自
律
へ
の
尊
重
と
自
立
そ
れ
自
身
に
焦
点
を
当
て
、
尊
厳
と
価
値
に
つ
い
て
は
残
し
て
お
く
」（Ibi d.: 64/

202

）
と
註
し
て
い
る
。
義
務
倫
理
学
に
お
い
て
自
律
の
尊
重
を
基
礎
づ
け
る
最
も
根
底
に
あ
る
観
念
で
あ
る
尊
厳
は
彼
の
視
野
に
な
い

の
で
あ
る
。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
富
ん
だ
配
慮
が
他
者
の
自
律
の
尊
重
に
通
じ
る
と
い
う
彼
の
主
張
は
お
そ
ら
く
事
実
と
し
て
正
し
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
そ
れ
は
、
な
ぜ
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
の
答
え
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
道
徳
的
評
価
が
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
有
無
に
よ
っ

て
決
ま
る
と
い
う
彼
の
論
理
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
欠
如
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
欠
如
ゆ
え
に
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
陥
っ

て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
解
釈
の
適
否
と
は
別
に
、
よ
り
深
い
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
二
世
界
論

を
も
ち
だ
せ
ば
、
人
間
の
尊
厳
は
英
知
界
の
人
間
に
帰
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
対
象
は
ど
う
し
て
も
現
象
界
の
人
間
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
問
題
は
ス
ロ
ー
ト
を
離
れ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
人
間
の
尊
厳
の
よ
う
な
超
越
的
な
観
念
に
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
の

か
と
い
う
問
い
に
行
き
着
く
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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社
会
的
正
義
に
関
わ
る
政
治
的
問
題
へ
の
ス
ロ
ー
ト
の
提
言
は
個
別
の
問
題
に
た
い
す
る
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
応
答
に
み
え
な
く
も
な

い
。
議
員
が
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
を
働
か
せ
て
立
案
し
た
法
が
正
義
に
適
う
と
い
う
説
明
は
、
異
な
る
利
害
の
衝
突
と
妥
協

の
場
で
あ
る
政
治
に
た
い
し
て
ど
れ
ほ
ど
現
実
的
だ
ろ
う
か
。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
け
ば
、
正
義
が
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
以
上
の
も
の
を
要

請
す
る
と
い
う
主
張
は
、
彼
の
立
場
と
し
て
予
想
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
い
っ
そ
う
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
要
請
す
る

の
は
正
義
な
の
か
。
そ
れ
と
も
正
義
と
は
別
の
、
善
に
属
す
倫
理
規
範
、
た
と
え
ば
善
意
や
慈
愛
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

リ
バ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
に
よ
る
ロ
ー
ル
ズ
批
判
は
正
義
と
善
の
峻
別
に
あ
る
と
私
は
み
て
い
る
が
（
品
川2015: 168

）、
ス
ロ
ー
ト
は
正

義
の
概
念
を
十
分
に
定
義
し
な
い
ま
ま
語
っ
て
い
る
。
な
か
ば
そ
の
た
め
に
、
彼
が
彼
個
人
の
判
断
の
も
と
に
問
題
を
個
々
に
と
り
あ
げ

て
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の
有
無
を
査
定
し
て
論
評
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

四
、
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
に
立
っ
て
の
検
討

つ
ぎ
に
、
ス
ロ
ー
ト
が
そ
れ
を
改
善
し
た
と
主
張
す
る
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
か
ら
そ
の
所
論
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

道
徳
は
親
疎
の
関
係
な
く
公
平
な
扱
い
を
要
請
す
る
か
。
ス
ロ
ー
ト
は
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
が
偏
愛
を
含
む
ゆ
え
に
否
と
答
え
た
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ

も
同
じ
問
い
に
否
と
答
え
る
。「
私
が
ケ
ア
す
る
責
務
を
負
っ
て
い
る
人
び
と
を
見
捨
て
な
い
か
ぎ
り
、
ア
フ
リ
カ
の
飢
え
て
い
る
子
ど

も
た
ち
へ
の
ケ
ア
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
ア
フ
リ
カ
の
飢
え
て
い
る
子
ど
も
た
ち
を
ケ
ア
す
る
責
務
は
私
に
は
な

い
」（N
oddi ngs

1984: 86

）。
彼
女
の
こ
の
発
言
は
ケ
ア
の
倫
理
が
配
慮
す
る
範
囲
の
狭
隘
性
・
自
己
中
心
性
の
表
わ
れ
で
あ
る
か
の

よ
う
に
批
判
さ
れ
も
し
て
き
た（

12
）。
だ
が
、
彼
女
は
同
時
に
ま
た
、「
私
た
ち
の
視
野
に
現
わ
れ
る
ど
の
ひ
と
に
も
、
ケ
ア
す
る
者
と
し
て

出
会
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（Ibi d.: 93

）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
発
言
は
、
疎
遠
な
他
者
へ
の
ケ
ア
の
欠
如
を
免
罪

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
の
ケ
ア
す
る
能
力
の
限
界
を
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
品
川2007: 157

）。
の
ち
に
ノ
デ
ィ
ン
グ

ズ
は
限
ら
れ
た
ケ
ア
能
力
の
配
分
と
し
て
問
題
を
明
確
に
提
示
し
て
い
る
（N
oddi ngs

2010: 81-89

）。
ギ
リ
ガ
ン
の
脱
慣
習
的
レ
ベ

ル
も
、
疎
遠
な
他
者
に
た
い
す
る
ケ
ア
の
問
題
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
人
の
ケ
ア
は
限
ら
れ
た
範
囲
に
し
か
届

か
な
い
が
、
み
な
が
近
く
の
者
を
ケ
ア
す
る
こ
と
で
誰
も
が
取
り
残
さ
れ
ず
に
ケ
ア
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
包
み
込
ま
れ
る
べ
き
こ
と
を
、

そ
れ
は
求
め
て
い
る
か
ら
だ
（Gilli gan: 63

）。
親
疎
の
差
を
超
え
た
公
平
を
追
求
す
る
シ
ン
ガ
ー
な
ら
ギ
リ
ガ
ン
お
よ
び
ノ
デ
ィ
ン
グ

ズ
と
ス
ロ
ー
ト
と
を
五
十
歩
百
歩
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
疎
遠
な
他
者
へ
の
ケ
ア
リ
ン
グ
の
欠
如
を
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
に
内
在
す
る
偏
愛
に

よ
っ
て
容
認
す
る
ス
ロ
ー
ト
と
違
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
で
は
、
疎
遠
な
他
者
は
親
し
い
他
者
と
同
様
に
ケ
ア
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

要
請
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

視
野
に
現
わ
れ
る
ど
の
ひ
と
に
も
ケ
ア
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
は
、
ス
ロ
ー
ト
も
共
有
し
て
い
る
。
第
二
節
に
記
し
た
よ

う
に
、
一
方
へ
の
支
持
は
他
方
へ
の
ケ
ア
の
放
擲
を
含
意
し
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
黒
人
の
友
人
と
人
種

主
義
者
の
親
類
と
が
争
い
出
す
と
き
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
側
を
優
先
す
べ
き
だ
と
主
張
す
る
（N

oddi ngs
1984: 109-112

）。
彼
女
は

そ
う
明
言
し
て
い
な
い
が
、
非
の
あ
る
側
を
優
先
的
に
ケ
ア
す
る
こ
と
が
非
の
あ
る
側
の
改
心
や
反
省
を
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
促
す
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
こ
う
し
た
結
果
主
義
的
な
説
明
以
前
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
非
の
あ
る
側
を
裁
断
し
て
放
置
す
る
の
は
悪
で
、
ケ
ア
す

る
関
係
の
継
続
が
善
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
ス
ロ
ー
ト
が
破
約
の
悪
を
破
約
さ
れ
た
側
の
損
害
に
み
る
の
と
違
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理

は
破
約
の
悪
を
、
相
手
の
信
頼
を
失
い
、
関
係
を
壊
す
点
に
み
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
ケ
ア
の
倫
理
は
ケ
ア
関
係
そ
の
も
の
の
善
を
最

も
基
本
に
置
く
。
と
こ
ろ
が
、
ス
ロ
ー
ト
は
「
態
度
、
徳
、
動
機
と
し
て
の
ケ
ア
リ
ン
グ
」（Sl ote: 118/174

）
と
そ
れ
と
の
優
劣
を
決

め
る
必
要
は
な
い
と
明
言
し
て
い
る
。
彼
の
依
拠
す
る
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
相
手
の
苦
痛
（
等
の
心
的
状
態
）
な
し
に
は
成
立
し
な
い
が
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
の

成
立
は
ケ
ア
関
係
を
前
提
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
は
ケ
ア
関
係
が
始
ま
る
た
め
の
不
可
欠
な
端
緒
な
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
始
ま
る
契
機
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か

ら
必
ず
継
続
的
な
ケ
ア
関
係
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
は
既
存
の
人
間
関
係
の
維
持
に
閉
塞
す
る
の
か
。
そ
う

と
は
い
え
な
い
。
視
野
に
入
る
ど
の
ひ
と
に
も
ケ
ア
せ
よ
と
い
う
ケ
ア
の
倫
理
の
指
令
は
、
新
た
に
視
野
に
入
っ
て
く
る
ひ
と
へ
の
新
た

な
ケ
ア
関
係
の
開
始
を
要
請
す
る
か
ら
だ
。
そ
の
さ
い
、
動
機
の
転
移
―
―
自
分
の
た
め
で
は
な
く
て
相
手
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
め
ざ

す
―
―
は
、
私
か
ら
み
て
相
手
の
た
め
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
て
相
手
か
ら
み
て
相
手
の
た
め
に
な
る
こ
と
を
模
索
す
る
よ
う
に
促
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
ケ
ア
す
る
側
は
自
分
の
見
方
や
自
分
の
準
拠
枠
を
で
き
る
か
ぎ
り
抑
制
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
こ

の
こ
と
を
「
対
象
が
現
わ
れ
る
ま
ま
に
じ
っ
と
身
を
委
ね
」「
自
分
が
変
容
さ
れ
て
ゆ
く
の
を
許
し
て
お
く
」（N

oddi ngs
1984: 34

）

と
表
現
し
た
。
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
自
己
は
そ
の
つ
ど
の
相
手
へ
の
ケ
ア
関
係
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
作
ら
れ
て
ゆ
く
自
己
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
相
手
の
頤
使
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
は
な
い
。
ケ
ア
の
目
標
が
ケ
ア
さ
れ
る
側
が
そ
の
ひ
と
に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
と
す
れ

ば
、
相
手
も
ま
た
ケ
ア
関
係
の
な
か
で
自
己
を
形
作
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
も
あ
る
。
こ
の
可
塑
的
な
自
己
概
念
は
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
、
他

者
へ
の
依
存
か
ら
脱
却
し
た
自
立
し
自
律
す
る
自
己
を
語
る
正
義
の
倫
理
と
呼
ば
れ
る
倫
理
理
論
は
も
ち
ろ
ん
、
有
徳
者
と
し
て
の
自
己

を
め
ざ
す
徳
倫
理
学
か
ら
も
ケ
ア
の
倫
理
を
際
立
た
せ
る
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ス
ロ
ー
ト
の
所
論
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
節
を
変
え
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

五
、
ケ
ア
の
倫
理
と
合
理
性

ス
ロ
ー
ト
は
競
合
理
論
の
論
駁
と
い
う
よ
り
も
自
説
の
内
的
な
整
合
性
を
検
討
す
る
た
め
に
一
章
を
割
い
て
「
ケ
ア
リ
ン
グ
と
合
理

性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
論
理
構
成
は
彼
の
理
論
を
含
め
た
ケ
ア
の
倫
理
と
既
存
の
倫
理
理
論
と
の
違
い
を
示
し
て
い
る
と
と

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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も
に
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
、
彼
の
理
論
と
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
と
の
違
い
を
も
示
し
て
い
る
。

倫
理
理
論
の
な
か
に
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
伝
統
と
カ
ン
ト
的
伝
統
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
。
道
徳
的
に
適
切
な
行
為
を
指
令
す
る
理

性
、
す
な
わ
ち
実
践
理
性
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
対
立
で
あ
る
。
前
者
は
こ
れ
を
否
定
し
、
後
者
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
否
定
し
た

場
合
、
不
道
徳
な
行
為
を
す
る
こ
と
は
理
性
（
reason）、
し
た
が
っ
て
合
理
性
（
rationality）
に
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。「
私

の
指
に
掻
き
傷
を
作
る
よ
り
も
全
世
界
の
崩
壊
を
選
ぶ
こ
と
は
理
性
に
反
し
な
い
」（
H
um
e:195）
と
述
べ
た
ヒ
ュ
ー
ム
は
そ
の
見
解

を
支
持
す
る
。
理
性
の
働
き
は
感
情
が
設
定
し
た
目
的
を
確
実
に
効
率
的
に
実
現
す
る
た
め
の
方
法
・
手
段
を
認
識
し
、
推
論
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
性
概
念
は
し
ば
し
ば
道
具
的
理
性
と
呼
ば
れ（

13
）、
そ
の
伝
統
で
は
、
合
理
性
と
は
自
己
利
益
の
確

実
で
効
率
的
な
獲
得
に
か
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
道
徳
感
情
説
の
継
承
を
明
言
し
て
い
る
ス
ロ
ー
ト
は
、
当
然
、
実
践
理
性
を
否
定

す
る
側
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ス
ロ
ー
ト
は
こ
う
問
う
。「
も
し
、
ケ
ア
に
も
と
づ
く
倫
理
学
が
ひ
と
の
こ
と
を
気
づ
か
わ
な
い
（
uncaring）
動
機
や

行
為
を
不
合
理
だ
と
い
わ
な
い
な
ら
、
こ
の
倫
理
学
は
不ㅟ

道ㅟ

徳ㅟ

（
とㅟ

みㅟ

なㅟ

さㅟ

れㅟ

るㅟ

こㅟ

とㅟ

）
にㅟ

反ㅟ

論ㅟ

すㅟ

るㅟ

にㅟ

足ㅟ

るㅟ

もㅟ

のㅟ

をㅟ

もㅟ

っㅟ

てㅟ

いㅟ

るㅟ

だ
ろ

う
か
」（Sl ote: 106/153

）。
そ
し
て
彼
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。
道
徳
的
判
断
は
、
そ
の
と
お
り
に
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
規
範
性
を
帯
び
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
実
践
理
性
の
命
令
と
し
て
そ
れ
を
説

い
た
。
だ
が
、
実
践
理
性
の
存
在
を
否
定
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
的
伝
統
に
属
す
ス
ロ
ー
ト
は
規
範
性
を
合
理
性
と
は
と
ら
な
い
。
道
徳
的
判
断

は
当
該
の
行
為
を
推
奨
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（

14
）。
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
的
判
断
の
主
張
が
定
言
的
た
り

え
な
い
と
い
う
こ
と
は
帰
結
し
な
い
と
、
ス
ロ
ー
ト
は
指
摘
す
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
で
も
一
般
の
人
間
で
も
定
言
命
法
と
仮
言
命
法
の
区
別
が

そ
の
道
徳
的
思
考
や
実
践
の
な
か
に
暗
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
カ
ン
ト
の
区
別
は
私
た
ち
の
日
常
的

な
理
解
と
実
践
の
な
か
に
暗
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
た
ん
に
と
り
だ
し
た
に
す
ぎ
な
い
」（Ibi d.: 107/155

）。
し
た
が
っ
て
、
ケ
ア
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の
倫
理
が
下
す
道
徳
的
判
断
、
た
と
え
ば
、「
自
分
の
娘
を
助
け
た
い
と
い
う
欲
求
を
も
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
自
分
の
娘
を
助
け
な

い
の
は
間
違
っ
て
い
る
し
、
間
違
い
で
あ
り
う
る
」（
Ibid.）
は
定
言
的
で
あ
る
。
こ
う
ス
ロ
ー
ト
は
話
を
進
め
る
。

義
務
倫
理
学
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
論
証
は
不
十
分
だ
。
こ
こ
に
は
、
そ
の
命
法
を
定
言
命
法
に
し
て
い
る
根
拠
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
格
率
を
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
も
が
採
択
し
て
も
た
が
い
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う
実
践
理
性
に
よ
る
推
論
の
裏
づ
け
が

な
い
。
だ
か
ら
、
ス
ロ
ー
ト
が
明
ら
か
に
し
え
た
の
は
、
そ
の
命
法
が
定
言
的
でㅟ

あㅟ

るㅟ

こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
命
法
が
定ㅟ

言ㅟ

的ㅟ

にㅟ

語ㅟ

らㅟ

れㅟ

、
聞
く
者
（
の
多
く
）
に
定ㅟ

言ㅟ

的ㅟ

だㅟ

とㅟ

受ㅟ

けㅟ

止ㅟ

めㅟ

らㅟ

れㅟ

てㅟ

いㅟ

るㅟ

と
い
う
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
伝
統
の
準
拠
枠
の

な
か
で
カ
ン
ト
を
解
釈
す
れ
ば（

15
）、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
合
理
性
が
自
己
利
益
を
め
ざ
し
、
そ
の
意
味
で
自
己
へ
の
配
慮
で
あ
る
な
ら
、
他
者
を
配
慮
す
る
ケ
ア
リ
ン
グ
は
こ
れ
に
相
反

す
る
。
そ
こ
で
ス
ロ
ー
ト
は
合
理
性
と
道
徳
性
の
両
立
は
可
能
か
と
問
う
。
彼
は
「
両
立
す
る
こ
と
も
両
立
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
は

な
い
」（Ibi d.: 116/171

）
と
答
え
る
。

道
徳
的
行
為
と
自
己
利
益
の
相
反
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
倫
理
理
論
で
問
題
と
な
る
。
ケ
ア
の
倫
理
も
例
外
で
は
な
い
。
ギ
リ
ガ
ン
の
い
う

脱
慣
習
的
レ
ベ
ル
は
、
他
者
へ
の
ケ
ア
が
自
己
犠
牲
に
陥
る
こ
と
へ
の
脱
却
に
よ
っ
て
切
り
拓
か
れ
る
。
キ
テ
イ
は
、
ケ
ア
労
働
者
が
自

己
の
ニ
ー
ズ
の
み
な
ら
ず
自
分
の
ケ
ア
す
る
対
象
の
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（K

i ttay: 52

）。
し

か
し
な
が
ら
、
ケ
ア
の
倫
理
が
指
摘
す
る
問
題
と
ス
ロ
ー
ト
の
そ
れ
と
は
異
な
る
。
前
者
で
は
、
ケ
ア
す
る
側
は
自
己
を
す
で
に
ケ
ア
関

係
の
な
か
で
ケ
ア
し
て
い
る
者
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
の
利
益
（
の
一
部
）
を
自
己
の
利
益
と
し
て
代
表
す
る
者
と
し
て
規
定
し
て

い
る
。
後
者
で
は
、
ま
だ
ケ
ア
関
係
に
入
っ
て
い
な
い
状
態
が
想
定
さ
れ
て
い
て
、
他
者
の
利
益
を
排
除
し
た
自
己
の
利
益
と
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
を

と
お
し
て
把
握
さ
れ
た
他
者
の
利
益
と
が
秤
量
さ
れ
て
ケ
ア
関
係
に
入
る
か
入
ら
ぬ
か
の
選
択
が
問
わ
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、
ケ
ア
関

係
が
先
行
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ケ
ア
し
な
い
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
秤
量
の
う
え
で
の
自
由
な
選
択
で
は
な
く

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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て
、
間
違
っ
た
状
態
に
す
で
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
そ
の
ひ
と
の
常
態
で
あ
る
な
ら
ギ
リ
ガ
ン
の
前
慣
習
的
レ
ベ
ル
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
で
は
、
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
が
合
理
的
か
と
い
う
問
い
は
そ
も
そ

も
問
わ
れ
な
い
か
、
問
わ
れ
て
も
第
一
級
に
重
要
な
問
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ケ
ア
の
倫
理
が
ケ
ア
す
べ
し
と
い
う
抑
圧
装
置
と
し
て
働

い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
可ㅟ

塑ㅟ

的ㅟ

なㅟ

自ㅟ

己ㅟ

概ㅟ

念ㅟ

か
ら
す
る
と
、
ケ
ア
関
係
と
独
立
に
他
者
を
排
除
し
て
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
利
益
の

み
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
現
実
か
ら
遊
離
し
た
思
考
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ス
ロ
ー
ト
も
「
他
者
に
た
い
し
て
十
分
に
発
達
し
た
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
的
な
配
慮
を
も
っ
て
い
る
ひ
と
」（
Slote:116/170）
は
自

己
自
身
だ
け
で
は
な
く
他
者
を
も
配
慮
す
る
と
い
う
。
自
己
の
み
を
配
慮
す
る
人
間
は
「
完
全
に
合
理
的
と
み
な
さ
れ
て
も
、
道
徳
的
に

ま
っ
と
う
な
（
decent）
ひ
と
で
は
明
ら
か
に
な
い
」（
Ibid.）。
だ
が
、
問
題
は
依
然
と
し
て
道
徳
性
と
合
理
性
の
対
立
に
あ
る
。
両
者

は
そ
の
個
人
の
な
か
で
潜
在
的
に
た
が
い
に
排
除
す
る
契
機
と
み
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
て
み
る
と
、
ケ
ア
の
倫
理
の
可
塑
的
な
自
己
概

念
に
比
べ
て
、
ス
ロ
ー
ト
の
自
己
概
念
は
他
者
を
排
除
し
て
自
由
に
選
択
す
る
近
代
の
正
統
的
な
自
己
概
念
に
よ
り
近
い
と
こ
ろ
に
位
置

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
も
す
で
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
バ
イ
ア
ー
が
摘
出
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
利
他
的
な

共
感

シ
ン
パ
シ
ー
と
自
己
の
優
越
の
意
識
に
通
じ
う
る
比
較
と
が
対
立
し
て
い
た
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
比
較
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
ヒ
ュ
ー
ム
の

自
己
概
念
は
共
感

シ
ン
パ
シ
ー
を
と
お
し
て
他
者
と
の
境
界
を
薄
め
う
る
流
動
性
を
も
っ
て
い
る
点
で
、
近
代
の
自
立
し
た
個
人
の
自
己
概
念
と
は

異
質
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ケ
ア
の
倫
理
の
可
塑
的
な
自
己
概
念
と
比
べ
れ
ば
、
な
お
他
者
と
の
関
係
か
ら
離
れ
た

し
か
た
で
思
い
描
か
れ
る
自
己
概
念
な
の
で
あ
る
。「
十
分
に
発
達
し
た
共
感

エ
ン
パ
シ
ー
能
力
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ト
の
よ
く
使
う
概
念
は
、
徳
倫
理

学
と
の
親
近
性
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
徳
の
修
養
は
人
間
関
係
を
と
お
し
て
積
ま
れ
る
に
し
て
も
、
徳
倫
理
学
は
自
己
の
徳
の
完

成
を
め
ざ
す
以
上
、
ケ
ア
の
倫
理
の
可
塑
的
な
自
己
概
念
と
は
異
な
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
た
と
え
こ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
徳
が
あ

ろ
う
と
も
、
今
こ
の
と
き
に
出
会
っ
て
い
る
他
者
に
た
い
し
て
自
分
の
見
方
を
押
し
つ
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
既
存
の
自
己
を
抑
制
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し
て
、
特
定
の
こ
の
相
手
と
の
ケ
ア
関
係
の
な
か
で
自
己
を
築
き
な
お
す
こ
と
を
求
め
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
可
塑
的
な
自
己
概
念

は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
他
の
倫
理
理
論
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

む
す
び

本
稿
で
は
、
共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
と
を
比
較
す
る
た
め
に
、
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感

エ
ン
パ
シ
ーに
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」
を
と
り

あ
げ
、
第
二
節
で
そ
の
主
意
を
要
約
し
、
第
三
節
・
第
四
節
で
競
合
す
る
倫
理
理
論
と
既
存
の
ケ
ア
の
倫
理
の
観
点
か
ら
そ
れ
に
検
討
を

加
え
た
。
そ
の
結
果
、
両
者
か
ら
み
て
ス
ロ
ー
ト
の
主
張
に
は
多
く
の
疑
問
点
が
残
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
第
四
節
か
ら
第

五
節
の
検
討
を
と
お
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
と
（
ス
ロ
ー
ト
の
所
説
を
含
め
て
）
他
の
倫
理
理
論
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
し
て
可

塑
的
な
自
己
概
念
を
と
り
だ
す
こ
と
が
で
き
た
。

＊
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費22K

00047

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

註（
⚑
）
本
稿
の
扱
う
主
題
で
は
、
倫
理
（
ethic）
と
道
徳
（
m
oral）
の
あ
い
だ
に
（
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
お
け
る
よ
う
な
）
語
義
の
違
い
は
な
い
の
で
互
換
的
に

用
い
て
い
る
。
倫
理
と
倫
理
学
（
ethics）
の
違
い
に
つ
い
て
は
二
・
一
で
説
明
す
る
。

（
⚒
）
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
私
の
見
解
は
拙
著
（
品
川
2007）
第
七
―
一
一
章
を
参
照
。

（
⚓
）
西
洋
の
伝
統
に
由
来
し
、
現
代
の
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
倫
理
理
論
と
し
て
、
私
は
社
会
契
約
論
（
を
端
緒
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）、
義
務
倫

理
学
、
功
利
主
義
、
共
感
理
論
、
徳
倫
理
学
を
考
え
て
い
る
。
拙
著
（
品
川
2020）
第
二
章
参
照
。

共
感
理
論
と
ケ
ア
の
倫
理
―
―
ス
ロ
ー
ト
の
「
共
感
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
」（
品
川
）
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（
⚔
）「
共
感
」
は
sym
pathy
と
em
pathy
の
双
方
の
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
両
概
念
の
区
別
は
二
・
一
で
説
明
す
る
。
区
別
が
必
要
な
場
合
は
「
共
感
」

に
ル
ビ
を
ふ
っ
て
判
別
す
る
。
ケ
ア
と
ケ
ア
リ
ン
グ
の
違
い
も
二
・
一
で
説
明
す
る
。

（
⚕
）
キ
テ
イ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
の
論
点
は
別
の
論
稿
の
な
か
で
と
り
あ
げ
た
（
品
川
2024）。

（
⚖
）
品
川2007: 144ff

。
な
お
、
同
書
で
は
ベ
イ
ア
ー
と
表
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
バ
イ
ア
ー
と
改
め
る
。

（
⚗
）
コ
ー
ル
バ
ー
グ
の
発
達
理
論
は
、
自
己
利
益
を
善
と
み
る
前
慣
習
的
レ
ベ
ル
、
利
己
性
を
悪
と
考
え
て
周
囲
や
社
会
の
期
待
に
応
え
る
慣
習
的
レ
ベ
ル
、

道
徳
規
則
の
根
拠
を
問
い
、
み
ず
か
ら
そ
の
答
え
を
出
す
脱
慣
習
的
レ
ベ
ル
に
分
か
れ
、
各
レ
ベ
ル
が
さ
ら
に
二
つ
の
段
階
に
分
か
れ
る
。
第
三
段
階
と

第
四
段
階
は
慣
習
的
レ
ベ
ル
に
属
し
、
第
三
段
階
は
周
囲
の
期
待
に
応
え
る
「
よ
い
子
志
向
」
と
称
さ
れ
、
第
四
段
階
は
法
や
道
徳
を
規ㅟ

則ㅟ

でㅟ

あㅟ

るㅟ

がㅟ

ゆㅟ

えㅟ

にㅟ

遵
守
す
る
段
階
で
あ
る
。

（
⚘
）
彼
女
の
思
想
に
つ
い
て
は
拙
著
（
品
川
2007）
第
七
―
九
章
を
参
照
。
な
お
、
同
書
で
は
ノ
デ
ィ
ン
グ
ス
と
表
記
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ノ
デ
ィ
ン

グ
ズ
と
改
め
る
。

（
⚙
）
ス
ロ
ー
ト
は
ど
ち
ら
の
性
ジ
ェ
ン
ダ
ーが
道
徳
的
に
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
に
は
抵
抗
し
つ
つ
も
、
事
実
と
し
て
女
性
が
男
性
よ
り
も
共
感
エ
ン
パ
シ
ーに
富
ん
で
い
る

と
す
れ
ば
、
共
感
エ
ン
パ
シ
ーに
も
と
づ
く
倫
理
学
を
正
義
や
権
利
に
も
と
づ
く
倫
理
学
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
判
定
す
る
彼
自
身
は
、
女
性
の
ほ
う
が
男
性
よ
り
も

道
徳
的
に
優
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
採
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
、
そ
う
な
れ
ば
、
共
感
エ
ン
パ
シ
ー
に
も
と
づ
く
ケ
ア
リ
ン
グ
の
倫
理
学
は

一
方
の
性
に
偏
る
こ
と
に
な
る
ゆ
え
に
ス
ロ
ー
ト
自
身
が
主
張
す
る
よ
う
な
包
括
的
な
倫
理
理
論
で
は
な
く
な
る
疑
い
も
生
じ
る
。「
私
は
、
実
の
と
こ

ろ
、
確
信
を
も
て
ず
に
い
る
」（Sl ote: 72/109
）。
け
れ
ど
も
、
教
育
や
社
会
化
を
つ
う
じ
て
「
男
性
を
今
よ
り
も
も
っ
と
共
感
エ
ン
パ
シ
ーに
富
む
よ
う
に
す
る
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
」（
Ibid.）。
ス
ロ
ー
ト
は
そ
う
結
論
し
て
い
る
。

（
10
）
ス
ロ
ー
ト
が
自
説
の
心
理
学
的
裏
づ
け
と
し
て
参
照
す
る
ホ
フ
マ
ン
で
は
、
共
感
は
真
似
、
古
典
的
条
件
づ
け
、
自
分
の
過
去
の
経
験
と
の
直
接
的
な

連
合
、
言
語
に
よ
る
媒
介
的
連
合
、
役
割
取
得
の
五
段
階
を
と
お
し
て
発
展
す
る
が
、
前
三
段
階
が
自
動
的
で
無
意
図
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
言
語

に
よ
る
媒
介
的
連
合
は
そ
の
段
階
を
超
え
る
最
初
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
（
ホ
フ
マ
ン
：43-70

）。

（
11
）
シ
ン
ガ
ー
は
、
講
義
に
行
く
途
中
で
大
学
構
内
の
浅
い
池
で
溺
れ
か
け
て
い
る
子
ど
も
を
み
つ
け
た
ら
助
け
る
べ
き
こ
と
は
自
明
だ
と
し
、
つ
い
で
、

遠
国
の
飢
え
て
い
る
ひ
と
の
命
を
助
け
る
べ
き
こ
と
を
そ
れ
と
同
等
に
自
明
だ
と
説
い
て
、
救
命
と
比
べ
て
道
徳
的
重
要
性
の
乏
し
い
自
分
の
楽
し
み
の

た
め
に
使
う
金
（
の
一
部
）
を
寄
付
に
回
す
べ
き
だ
と
結
論
し
て
い
る
（Si nger: 199-200

）。

（
12
）
そ
の
批
判
は
、
心
を
奪
わ
れ
た
、
そ
れ
ゆ
え
、
対
象
が
対
面
関
係
に
あ
る
相
手
に
か
ぎ
ら
れ
る
気
づ
か
い
（
care
for）
を
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
が
真
の
ケ
ア
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と
し
、
疎
遠
な
者
の
こ
と
を
一
時
的
な
い
し
散
発
的
に
気
に
か
け
る
こ
と
（
care
about）
を
低
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
倍
加
さ
れ
た
。
だ
が
、

の
ち
に
ケ
ア
の
倫
理
に
も
と
づ
く
社
会
政
策
を
構
想
す
る
よ
う
に
な
っ
た
彼
女
は
後
者
を
「
正
義
の
理
論
の
ひ
と
つ
の
基
礎
」（N

oddi ngs
2010: 50

）

と
評
価
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
13
）
ス
ロ
ー
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
性
を
道
具
的
理
性
と
形
容
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
は
「
道
徳
的
不
合
理
性
と
い
わ
れ
る
事
例
で
私
た
ち
が
不
合

理
だ
と
思
う
の
は
、
主
と
し
て
、
そ
の
ひ
と
が
そ
の
目
的
を
意
志
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
た
る
手
段
は
意
志
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
」（Sl ote: 112/

163

）
と
定
義
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
私
た
ち
は
事
態
を
「
実
践
的
に
不
整
合
だ
」（
Ibid.）
と
い
う
傾
向
が
あ
る
と
述
べ
、
し
か
し
、
そ
の
不
整
合
は
実
践

に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
目
的
を
目
的
と
す
る
判
断
と
ど
の
よ
う
な
手
段
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
の
不
整
合
に
あ
る
と
指
摘

す
る
。
だ
が
、
ス
ロ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
不
合
理
性
は
、
通
常
、
判ㅟ

断ㅟ

の
不
合
理
性
の
問
題
と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」（Sl ote:

109/158

）。
ス
ロ
ー
ト
の
指
摘
は
正
し
い
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
性
を
道
具
的
理
性
と
呼
ぶ
の
が
不
適
切
だ
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
道
具

的
理
性
と
は
、
目
的
は
感
情
が
設
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
は
そ
こ
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
だ
と
と
る
な
ら
ば
、
ス
ロ
ー
ト
の
い
う
不
合
理
性
は
、

ス
ロ
ー
ト
の
い
う
と
お
り
、
判
断
と
判
断
か
ら
な
る
推
論
だ
け
に
関
わ
る
。
し
た
が
っ
て
、
批
判
は
む
し
ろ
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
理
性
を
道
具
的
理
性
と
呼
ぶ

こ
と
で
は
な
く
て
、
道
具
的
理
性
に
つ
い
て
の
適
切
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
14
）
道
徳
的
判
断
の
本
質
に
推
奨
が
あ
る
こ
と
は
ヘ
ア
に
よ
っ
て
強
力
に
主
張
さ
れ
た
。

（
15
）
や
は
り
ヒ
ュ
ー
ム
的
伝
統
に
立
つ
マ
ッ
キ
ー
は
定
言
命
法
を
「
行
為
者
の
現
在
の
欲
求
に
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
無
条
件
的
な
も
の
」

（M
acki e: 29

）
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
の
も
と
で
は
、「
行
為
者
の
未
来
の
福
利
、
行
為
者
が
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
欲
求
の
充
足
に
関
わ
る
慎
慮

（
prudence）
に
よ
る
助
言
」（
Ibid.）
も
ま
た
定
言
命
法
と
な
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
い
う
定
言
命
法
は
道
徳
法
則
に
も
と
づ
く
も
の
だ
か
ら
、
行
為

者
の
福
利
を
め
ざ
す
目
下
の
欲
求
は
も
ち
ろ
ん
、
将
来
の
時
点
で
生
じ
う
る
欲
求
を
動
機
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
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