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一
　
は
じ
め
に

一
―
一
　
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」

二
〇
〇
〇
年
代
か
ら
「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」
が
、
と
く
に
英

米
の
人
類
学
界
に
お
い
て
顕
著
な
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。
そ

の
議
論
は
宗
教
、経
済
、医
療
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

階
層
と
カ
ー
ス
ト
、
暴
力
、
社
会
運
動
、
福
祉
な
ど
、
お
よ
そ
あ
ら

ゆ
る
関
心
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。

本
論
文
は
、「
倫
理
的
転
回
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
状
況
に
つ
い

て
、
そ
の
理
論
的
水
脈
の
一
部
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
も
の
で
あ
る
。
と

く
に
焦
点
を
当
て
る
の
は
、
行
為
者
中
心
主
義
的
と
も
呼
べ
る
よ
う

な
、
道
徳
／
倫
理
に
対
す
る
新
し
い
（
あ
る
い
は
長
ら
く
忘
れ
ら
れ

て
い
た
）
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
す
る
一
群
の
研
究
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
ら
の
研
究
と
物
語
論
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
い
。

冒
頭
に
「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」
の
流
行
は
二
〇
〇
〇
年
代
か

ら
始
ま
っ
た
と
記
し
た
が
、
実
は
人
類
学
は
古
く
か
ら
「
道
徳
／
倫

理
」
の
問
題
に
関
わ
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
の
『
未

開
社
会
の
犯
罪
と
慣
習
』（
二
〇
〇
二（

１
）

）
の
み
な
ら
ず
、
法
人
類
学

は
多
か
れ
少
な
か
れ
道
徳
／
倫
理
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
ま

た
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
菊
と
刀
』（
一
九
六
七（

２
）

）
に
お
け
る
恥
の

議
論
が
、
日
本
社
会
固
有
の
道
徳
／
倫
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い

う
試
み
だ
っ
た
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
贈
与
と
返
礼
の
慣
習

と
義
務
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
関
係
を
論
じ
た
モ
ー
ス
『
贈
与

論
』（
二
〇
〇
九（

３
）

）
の
議
論
も
、
当
然
な
が
ら
道
徳
／
倫
理
の
主
題

と
深
く
関
わ
る
。
贈
与
は
「
貸
し
が
あ
る
・
借
り
が
あ
る
」
の
感
情

お
よ
び
社
会
関
係
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
「
負
い
目
」

や
負
債
の
感
覚
は
道
徳
の
根
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
（
ニ
ー
チ
ェ 

一
九
六
四（

４
））。

実
の
と
こ
ろ
、「
道
徳
／
倫
理
」
と
関
係
の
な
い
よ
う

な
人
類
学
的
主
題
を
見
つ
け
る
こ
と
自
体
が
困
難
で
も
あ
る
。

道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
の
一
潮
流
を
素
描
す
る
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一
―
二
　
道
徳
／
倫
理
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
「
道
徳
／
倫
理

の
人
類
学
」
の
新
し
さ
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
潮
流
を
概
説
あ
る
い

は
分
析
す
る
論
文
や
書
籍
、
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
は
す
で
に
多
数
出
版
さ

れ
て
い
る
が
（cf.
神
原 

二
〇
一
六
：
三
）、
そ
こ
で
し
ば
し
ば
指

摘
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
み
よ
う
。

第
一
に
、「
道
徳
あ
る
い
は
倫
理
と
は
そ
も
そ
も
何
な
の
か
」
が

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。長
年
の
間
、人
類
学
議
論
に
お
い
て
、「
倫

理
」
や
「
道
徳
」
は
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
が
自
明
の
も
の
と
し

て
、
し
か
し
は
っ
き
り
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
何
か
と
し
て
扱

わ
れ
て
き
た
。
宗
教
で
あ
れ
、
交
換
と
経
済
で
あ
れ
、
家
族
で
あ
れ
、

な
ん
ら
か
の
主
題
を
扱
う
こ
と
を
通
じ
て
間
接
的
に
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
何
か
と
し
て
道
徳
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
宗
教
儀
礼
、
法
、
結
婚
の
規
範
、
子
ど
も
へ
の
接
し

方
な
ど
を
通
じ
て
「
見
る
こ
と
が
で
き
る
何
か
」
と
し
て
道
徳
／

倫
理
は
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
だ
（M

attingly &
 T

hroop 2018: 
477

）。
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
は
、
社
会
的
な
も
の
は
す
な
わ
ち
道

徳
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
ら
は
「
社
会
的
事
実
」
に
よ
っ
て

実
証
的
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
、
と
す
る
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
以
来
の
伝
統

で
あ
る
（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム 

二
〇
一
八（

５
））。

し
か
し
、
過
去
二
〇
年
の

研
究
に
お
い
て
は
、
道
徳
あ
る
い
は
倫
理
そ
の
も
の
の
定
義
を
め

ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
（Fassin 2014; Lam

bek 2015; 
Robbins 2016

）。
そ
の
た
め
に
、ど
の
よ
う
な
領
域
、射
程
、焦
点
、

方
法
に
お
い
て
道
徳
／
倫
理
を
分
析
・
議
論
で
き
る
の
か
も
、
自
明

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

第
二
に
、
道
徳
／
倫
理
は
人
間
の
自
由
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
不

可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
自
由
と
必
ず
し
も
対
立
す
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
立
場
の
出
現
で
あ
る
（Laidlaw

 2002; 
2014; M

attingly 2012

）。
こ
の
立
場
を
と
る
人
類
学
者
の
一
人
、

シ
ェ
リ
ル
・
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
、
こ
れ
を
従
来
型
の
「
反
自
由

（unfreedom

）
と
し
て
の
道
徳
」
に
対
置
し
て
「
自
由
と
し
て
の

道
徳
」
と
呼
ぶ
（M

attingly 2012

）。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
／
倫
理

を
抑
制
的
に
機
能
す
る
制
度
や
装
置
と
見
な
し
、
自
由
よ
り
は
む
し

ろ
管
理
・
支
配
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
議
論
（
つ
ま
り
従
来
の
道
徳

／
倫
理
観
に
近
い
方
向
性
で
あ
る
）
も
、
現
在
な
お
重
ね
ら
れ
て
い

る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
方
向
性
も
、
道
徳
議
論
の
新
展
開
に
刺
激
を

受
け
、
よ
り
精
査
さ
れ
活
発
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

一
―
三
　
物
語
論
と
の
系
譜
の
重
な
り

さ
て
、
こ
れ
ら
新
し
い
展
開
を
見
せ
つ
つ
あ
る
「
道
徳
／
倫
理

の
人
類
学
」
に
お
け
る
論
者
の
中
に
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら

二
〇
〇
〇
年
代
に
か
け
て
、
物
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
研
究

を
行
っ
て
き
た
人
類
学
者
た
ち
の
名
が
ち
ら
ほ
ら
う
か
が
え
る
。
ま

ず
、
先
に
名
が
出
た
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
が
そ
の
一
人
で
あ
る
（
彼

女
の
研
究
に
つ
い
て
は
本
稿
後
半
で
詳
述
）。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年

出
版
の
ア
ー
サ
ー
・
ク
ラ
イ
ン
マ
ン
著
『
本
当
に
重
要
な
こ
と
』
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（K
leinm

an 2007

）
は
、
不
確
実
性
と
危
機
に
直
面
し
て
、
そ
れ

を
理
解
し
対
処
し
て
い
こ
う
と
す
る
「
ご
く
普
通
の
人
び
と
」
の

「
道
徳
経
験
」
に
つ
い
て
探
求
し
た
研
究
書
だ
が
、
こ
の
ク
ラ
イ
ン

マ
ン
は
、
日
本
語
に
も
翻
訳
さ
れ
広
い
影
響
力
を
持
っ
た
『
病
い
の

語
り
―
慢
性
の
病
い
を
め
ぐ
る
臨
床
人
類
学
―
』（
一
九
九
六（

６
）

）
の

著
者
で
あ
る
。
ま
た
、
近
年
、
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
を
牽
引
す
る

研
究
者
の
一
人
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
ン
ベ
ッ
ク
も
、
記
憶
研
究
や

物
語
論
に
影
響
を
与
え
て
き
た
論
者
で
あ
る
（A

ntze &
 Lam

bek 
1996

）。ま
た
前
節
で
見
た「
自
由
と
し
て
の
道
徳
」を
論
じ
る
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
近
年
の
著
作
は
、
物
語
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を

と
る
道
徳
哲
学
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
も
い
る
（Laidlaw

 2014

）。

つ
ま
り
、「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」に
お
け
る
重
要
な
一
潮
流
が
、

物
語
論
と
系
譜
に
お
い
て
重
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

の
意
味
、
限
界
、
可
能
性
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
検
討
は
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
国
内
に
お

い
て
は
こ
の
連
関
そ
の
も
の
が
ほ
ぼ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は
、
近
年
の
人
類
学
に
お
け
る
道
徳
／
倫
理
の
議
論
と
は
、
物

語
論
の
系
譜
と
、
ど
こ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
重
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
道
徳
／
倫
理
に
関
し
て
重
ね
ら
れ
て
き
た
哲
学
議
論
が
歴
史
的

に
き
わ
め
て
分
厚
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
本
稿
で

は
「
自
由
と
し
て
の
道
徳
／
倫
理
」
お
よ
び
「
徳
倫
理
」
に
ま
つ
わ

る
人
類
学
の
近
年
の
議
論
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
こ
に
お
け
る
物
語
論

と
の
関
係
を
素
描
し
た
い
。
と
く
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
レ
イ
ド
ロ
ウ
に
よ
る
二
つ
の
著
作
“For an anthropology of 

ethics and freedom

”（2002

）
お
よ
びSubject of Virtue 

（2014

）、

ま
た
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
議
論
で
重
視
さ
れ
た
理
論
の
一
つ
で
あ
り
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
物
語
論
の
理
論
的
支
柱
で
も
あ
っ
た
ア
ラ
ス

デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
『
美
徳
な
き
時
代
』（
一
九
九
三（

７
））、

そ
し

て
物
語
論
に
依
拠
し
つ
つ
近
年
は
道
徳
／
倫
理
に
関
す
る
エ
ス
ノ
グ

ラ
フ
ィ
を
発
表
し
て
い
る
シ
ェ
リ
ル
・
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
著
作
で

あ
る
。

一
―
四
　
用
語
の
問
題

さ
て
本
稿
で
は
ず
っ
と
「
道
徳
／
倫
理
」
と
い
う
曖
昧
な
言
い
方

を
用
い
て
き
た
。
道
徳
は
英
語
に
お
け
るm

oral

、
倫
理
はethics

の
訳
語
と
し
て
ほ
ぼ
機
械
的
に
使
用
し
て
い
る
。
こ
のm

oral

（
道

徳
）
とethics

（
倫
理
）
の
差
異
に
つ
い
て
、
実
は
研
究
者
間
に
広

く
共
通
し
た
見
解
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（Lam

bek 2015: 
17; Fassin 2015: 172

）。
道
徳
を
無
意
識
の
も
の
、
倫
理
を
意
識

的
な
も
の
と
み
な
す
立
場
も
あ
れ
ば
、
道
徳
は
宗
教
に
、
倫
理
は
世

俗
に
関
連
す
る
も
の
と
み
な
す
研
究
者
も
い
る（

８
）。

哲
学
用
語
と
し

て
は
、
カ
ン
ト
的
な
道
徳
法
則
の
理
論
に
はm

oral

（
道
徳
）
の
語

が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
倫
理
実
践
の
理
論
に
お
い
て
はethics

（
倫
理
）
の
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
た
め
か
、
そ
の
ど
ち
ら

に
自
身
の
基
盤
を
置
く
か
で
語
を
使
い
分
け
て
い
る
論
者
も
い
る

（Laidlaw
 2002; 2014

）。



153

い
ず
れ
に
せ
よ
現
在
の
「
倫
理
的
転
回
」
に
お
い
て
は
、
道
徳
と

倫
理
と
い
う
語
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
さ
し
、
両
者
の
間
に
ど
の
よ
う
な

違
い
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、一
貫
し
た
区
別
は
見
ら
れ
な
い
。従
っ

て
本
稿
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
の
文
脈
に
注
意
し
て
一
部

使
い
分
け
を
行
い
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
「
道
徳
／
倫
理
」
と

い
う
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
続
け
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

な
お
本
来
で
あ
れ
ば
、
日
本
語
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
歴
史
的
文
脈

を
も
つ
「
道
徳
」「
倫
理
」
の
含
意
に
つ
い
て
も
批
判
的
検
討
が
な

さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
作
業
は
一
個
の
独
立
し
た
研
究
に
値
す
る

も
の
で
あ
り
、
資
料
量
と
し
て
も
知
的
作
業
量
と
し
て
も
本
稿
が
扱

い
う
る
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
を
あ
ら
た

め
取
り
組
む
所
存
で
あ
る
。

二
　
義
務
法
則
と
し
て
の
道
徳
観
を
超
え
て
？

二
―
一
　 

レ
イ
ド
ロ
ウ
「
倫
理
と
自
由
の
人
類
学
」（
二
〇 

〇
〇
）
の
イ
ン
パ
ク
ト

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」
に
関
わ
る
近
年

の
議
論
は
盛
り
上
が
り
が
著
し
い
が
、
そ
の
鏑
矢
の
一
つ
と
な
っ
た

の
が
二
〇
〇
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
類
学
会
誌
に
発

表
さ
れ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
論
文
「
倫
理
と
自
由
の
人

類
学
」（Laidlaw

 2002

）
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
マ
リ
ノ
フ
ス

キ
ー
記
念
講
演（

９
）を

元
に
し
た
こ
の
論
文
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
類
学
に

お
け
る
道
徳
や
倫
理
の
扱
わ
れ
方
に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
す
る
（
少
々

荒
削
り
で
）
野
心
的
な
論
考
と
言
え
る
。
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
論
文
は
、

そ
の
冒
頭
に
お
い
て
「
こ
れ
ま
で
人
類
学
は
、
倫
理
の
性
質
に
つ
い

て
熟
考
す
る
理
論
体
系
を
発
達
さ
せ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
断
言
す
る

（ibid: 311

）。
も
ち
ろ
ん
多
く
の
す
ぐ
れ
た
人
類
学
者
が
道
徳
性
に

つ
い
て
言
及
し
て
き
た
が
、
親
族
や
経
済
や
国
家
に
つ
い
て
人
類
学

内
に
研
究
分
野
が
成
立
し
た
よ
う
に
道
徳
が
研
究
分
野
と
し
て
設
定

さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人

類
学
と
道
徳
哲
学
や
倫
理
学
と
の
対
話
も
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
第
二
点
目
は
、
学
際
的
研
究
の
必
要
性
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
現

代
に
お
い
て
過
去
の
学
問
状
況
に
与
え
ら
れ
が
ち
な
レ
ッ
テ
ル
と
も

見
え
る
が
、
実
は
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
議
論
に
お
い
て
は
そ
れ
以
上
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
こ
の
論
文
以
後
に
行
っ

て
い
こ
う
と
す
る
の
は
、
こ
ん
に
ち
の
道
徳
／
倫
理
と
は
人
類
学
的

な
手
法
で
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
あ
る
い
は
人
類
学
的
な

手
法
を
欠
い
た
ま
ま
で
は
不
完
全
と
あ
る
）、
と
い
う
主
張
だ
か
ら

で
あ
る
。
本
論
文
を
野
心
的
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
論
文
で
レ
イ
ド
ロ
ウ
は
、
従
来
の
人
類
学
に
お
け
る
道

徳
・
倫
理
の
議
論
の
さ
れ
方
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
派
社
会
学
の
強
い
影

響
下
に
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
は
ま
ず
も
っ
て
価
値
規
範
体
系
と
し

て
の
道
徳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
道
徳
的
な
も
の
を
社
会
的
な
も
の
と

同
定
し
、
客
観
的
な
社
会
的
事
実
の
実
証
的
検
討
を
通
じ
て
道
徳
が
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論
じ
ら
れ
る
べ
き
、
と
す
る
議
論
で
あ
る
。

道
徳
が
「
法
則
」
と
し
て
存
在
し
機
能
す
る
も
の
だ
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
論
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
事
実
、

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
道
徳
論
は
そ
の
議
論
の
構
造
に
お
い
て
カ
ン
ト
を

強
く
意
識
し
て
い
る
、
と
レ
イ
ド
ロ
ウ
は
述
べ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
道
徳
法
の
命
令
に
従
う
か

ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
思
の
自
由
な
活
動
に

よ
っ
て
い
た
。（
中
略
）
対
照
的
に
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
に
と
っ
て

は
、
社
会
の
集
合
性
の
命
令
に
わ
れ
わ
れ
が
従
う
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
集
合
性
が
い
か
に
よ
く
組
織
さ
れ
統

合
さ
れ
て
い
る
か
、
お
よ
び
い
か
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
集
合
性

の
中
に
社
会
化
さ
れ
て
い
る
か
に
よ
る
の
だ
っ
た
。（Laidlaw

 
2002: 314

）

す
な
わ
ち
カ
ン
ト
が
重
要
視
し
て
い
た
意
思
の
問
題
が
、
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
消
失
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン

ト
に
お
い
て
人
間
の
意
思
と
そ
の
自
由
が
神
と
の
関
係
の
な
か
に
成

立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
一
方
、
神
は
単
に
「
変
貌
さ
せ
ら
れ
象
徴
的

に
表
現
さ
れ
た
社
会
」（ibid: 313

）
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
た
デ
ュ

ル
ケ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
な
選
択
と
実
践
に
関
わ
る
自
由
意

志
の
問
題
そ
の
も
の
が
「
社
会
的
な
も
の
」
の
議
論
の
中
に
回
収
さ

れ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
カ
ン
ト
が
道
徳
理
論
の
出
発
す
べ
き
点
に
な
る
の
か
と
い
う

と
、
そ
う
で
は
な
い
、
と
レ
イ
ド
ロ
ウ
は
書
く
。
そ
も
そ
も
カ
ン
ト

は
道
徳
を
法
則
体
系
と
し
て
見
る
理
論
を
確
立
し
た
人
で
あ
る
。
近

現
代
の
社
会
に
お
い
て
、
確
か
に
道
徳
義
務
や
道
徳
法
則
は
様
々
な

形
で
制
度
化
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
を
形
作
り
影
響
を
与
え
て
い

る
。
し
か
し
、
倫
理
と
は
本
来
「
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
生
き
よ
う
と

す
る
の
か
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
道
徳
義
務
は
そ
の
一
部
に
こ
そ
関
わ
る
が
、
そ
の
問
題

全
体
に
答
え
う
る
も
の
で
も
、
そ
れ
を
統
率
し
う
る
も
の
で
も
な
い

―
―
倫
理
学
者
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
な
ど
に
依
拠
し
な
が

ら
、
レ
イ
ド
ロ
ウ
は
そ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
。
そ
し
て
道
徳
／
倫

理
は
ニ
ー
チ
ェ
や
フ
ー
コ
ー
の
系
譜
に
お
い
て
（
も
）
把
握
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
特
に
フ
ー
コ
ー
が
最
晩
年
に
展
開
し
た
自
己
へ
の
配

慮
と
自
己
の
技
術
に
つ
い
て
の
議
論
の
中
に
、
倫
理
的
主
体
を
自
由

と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
可
能
性
が
見
出
せ
る
、
と
す
る
。

レ
イ
ド
ロ
ウ
は
、
フ
ー
コ
ー
が
論
じ
た
の
が
「
自
由
を
達
成
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
自
由
を
行
う
こ
と
」
で
あ
る
の
を
重
視
す
る

（Laidlaw
 2002: 322

）。
フ
ー
コ
ー
は
、
様
々
な
自
己
の
技
術
に
つ

い
て
記
述
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
人
が
目
的
意
識
と
と
も
に
自
身
を

あ
る
特
定
の
種
類
の
人
間
と
し
て
い
く
手
法
の
多
様
性
を
、
歴
史
的

に
示
し
て
み
せ
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
、倫
理
的
自
由
と
い
う
も
の
が
、

歴
史
の
中
で
い
つ
も
特
殊
で
明
確
な
（
か
つ
当
然
つ
ね
に
限
定
さ
れ

た
）
形
を
取
っ
て
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
超
歴
史
的
、
超
文
脈
的
に



155

存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た
、
と
論
じ
て
い
く
。

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
フ
ァ
サ
ン
は
、
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
論
文
に
よ
っ
て
人

類
学
は
次
の
よ
う
な
問
い
に
直
面
し
た
と
す
る
。

人
間
は
、
社
会
的
に
定
義
さ
れ
た
規
則
や
規
範
に
従
う
が
ゆ

え
に
道
徳
的
に
行
動
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
の
規
則
や
規
範
へ

の
追
従
は
、
教
え
込
ま
れ
た
行
動
の
ル
ー
テ
ィ
ン
、
あ
る
い
は

制
裁
に
対
す
る
内
面
化
さ
れ
た
恐
怖
、
も
し
く
は
双
方
の
結
果

と
し
て
起
き
る
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
逆
に
人
間
は
、
合
理

的
な
判
断
の
結
果
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
変
容
し
よ
う
と
す

る
試
み
の
結
果
と
し
て
、
も
し
く
は
両
者
が
分
か
ち
が
た
い
も

の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
道
徳
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
決
断
し
、

そ
う
動
く
の
か
。（Fassin 2014: 429

）

そ
し
て
レ
イ
ド
ロ
ウ
自
身
は
、
二
〇
世
紀
の
人
類
学
を
そ
の
大
部

分
に
お
い
て
支
配
し
て
い
た
流
れ
が
前
者
の
み
を
志
向
し
て
い
た
こ

と
を
批
判
し
、
自
身
は
明
確
に
、
後
者
の
重
要
性
を
論
じ
る
立
場
に

身
を
お
い
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
レ
イ
ド
ロ
ウ
の
道
徳
／
倫
理
に
関
す

る
議
論
は
「
脱
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
」
の
議
論
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
当
然
な
が
ら
批
判
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ラ
ン
ベ
ッ
ク

は
、
近
年
の
「
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
」
に
お
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム

は
矮
小
化
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
が
ち
だ
と
し
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
道

徳
観
に
お
い
て
も
、
自
由
や
自
己
超
越
を
論
じ
う
る
と
主
張
す
る

（Lam
bek 2015: 6

）。レ
イ
ド
ロ
ウ
を
名
指
し
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、

意
識
し
て
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
ま
た
フ
ァ
サ
ン
は
、近
年
の
「
転
回
」

に
お
い
て
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
流
の
道
徳
理
解
（
お
よ
び
研
究
方
法
論
）

と
し
て
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
の
影
響
を
受

け
た
後
の
人
々
の
著
述
と
方
法
論
で
あ
り
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
本
人
の

道
徳
論
は
も
っ
と
複
雑
で
洗
練
さ
れ
た
も
の
だ
と
論
じ
る
（Fassin 

2014: 430

）。

人
類
学
に
お
い
て
道
徳
／
倫
理
に
つ
い
て
の
議
論
が
分
厚
く
系
統

だ
っ
た
も
の
と
し
て
発
展
し
て
こ
な
か
っ
た
責
を
ど
れ
だ
け
デ
ュ
ル

ケ
ー
ム
個
人
の
著
作
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
は
疑
問
だ
が
、

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
今
日
の
社
会
学
や
人
類
学
に
お
い
て
、
道
徳

が
社
会
か
ら
の
命
令
や
、
社
会
に
対
す
る
義
務
、
お
よ
び
個
人
や
組

織
の
社
会
に
対
す
る
従
属
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
秩
序
、
統
治
、
管
理
、
お
よ
び
社
会
構

造
と
権
力
関
係
の
維
持
に
深
く
絡
む
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
、

時
に
は
「
抵
抗
の
実
践
」
や
「
行
為
主
体
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）」

が
そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
よ
う
な
構
図
に
お
い
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。

二
―
二
　
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
徳
倫
理
の
影
響

レ
イ
ド
ロ
ウ
は
こ
の
の
ち
も
道
徳
／
倫
理
を
考
察
す
る
論
文
を
発

表
し
続
け
、
二
〇
一
四
年
に
は
単
著Subject of Virtue

（『
徳
の
主
題
』
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な
い
し
『
徳
の
主
体
』）
を
発
表
す
る
。
こ
れ
は
道
徳
／
倫
理
に
ま

つ
わ
る
社
会
・
文
化
理
論
の
発
展
の
可
能
性
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
起
源
を
た
ど
れ
る
実
践
倫
理
、
お
よ
び
徳
倫
理
と
呼
ば
れ
る

哲
学
潮
流
に
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

徳
倫
理
（virtue  ethics

）
は
、
一
九
七
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
英
米

哲
学
の
中
で
再
評
価
さ
れ
は
じ
め
た
倫
理
学
の
一
分
野
で
、
人
間
の

幸
福
（
エ
ウ
デ
モ
ニ
ア
）
お
よ
び
生
の
開
花
の
追
求
を
核
と
す
る
。

ま
た
、
義
務
論
が
行
為
そ
れ
自
体
に
着
目
し
、
功
利
主
義
が
行
為
の

結
果
に
重
き
を
お
く
の
に
対
し
、
徳
倫
理
は
行
為
者
を
主
題
と
し
て

据
え
る
。
さ
ら
に
、
人
類
学
と
の
関
係
で
特
筆
す
べ
き
徳
倫
理
の
特

徴
は
、
そ
れ
が
「
正
し
い
行
為
に
共
通
す
る
一
つ
の
特
徴
、
一
定
の

わ
か
り
や
す
い
規
則
と
し
て
明
示
で
き
る
行
為
の
基
準
が
存
在
す

る
こ
と
を
認
め
な
い
」
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
（
村
松 

二
〇
一
七
：

三
〇
）。
す
な
わ
ち
、
状
況
、
行
為
の
相
手
や
行
為
の
影
響
が
及
ぶ

者
、
そ
れ
ま
で
の
文
脈
な
ど
、
そ
の
時
々
の
条
件
に
よ
っ
て
「
正
し

さ
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
条
件
か
ら
離
れ
て
一
般

化
し
た
形
で
判
断
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
徳

倫
理
の
立
場
で
あ
る
。

レ
イ
ド
ロ
ウ
に
よ
れ
ば
、
徳
倫
理
は
そ
も
そ
も
人
類
学
と
多
く
の

親
近
性
を
持
っ
て
い
る
。
徳
倫
理
の
立
場
に
お
い
て
は
、
道
徳
を
理

解
す
る
た
め
に
は
一
つ
一
つ
の
徳
（
あ
る
い
は
徳
な
ら
ざ
る
も
の
）

の
具
体
的
な
特
徴
が
詳
述
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。勇
気
で
あ
れ
、

弱
さ
で
あ
れ
、
残
酷
さ
で
あ
れ
、
寛
大
さ
で
あ
れ
、
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
語
が
使
用
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
経
緯
や
、
類
義
語
や
、
そ

れ
ら
の
徳
が
い
か
な
る
文
脈
と
社
会
関
係
の
中
で
獲
得
さ
れ
実
践
さ

れ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
詳
述
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
が
文
化
の
記
述
に
お
い
て
必
要
性
を
論
じ

た
「
厚
さ
」（Geertz 1973

）
と
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
、
道
徳
／

倫
理
の
議
論
に
お
い
て
は
「
道
徳
的
生
の
形
態
の
厚
い
記
述
」
が
必

要
に
な
る
（Laidlaw

 2014: 47

）。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
時
、
あ

る
状
況
に
置
か
れ
た
人
間
が
お
こ
な
う
徳
に
か
か
わ
る
行
為
と
は
、

そ
の
状
況
と
そ
の
人
間
の
背
景
を
仔
細
に
記
述
す
る
こ
と
を
通
じ
て

は
じ
め
て
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
誰
に
で
も
・
い
つ
で
も
・
ど
こ

で
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
普
遍
的
な
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
道

徳
や
倫
理
の
対
極
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
『
徳
の
主
題
』
に
お
い
て
中
心
的
に
検
討
さ
れ
る
著

作
の
一
つ
に
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
出
身
の
哲
学
者
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ア
の
『
美
徳
な
き
時
代
』（
一
九
九
三
）
が
あ
る
。
こ
れ

は
現
代
の
道
徳
議
論
と
道
徳
実
践
が
混
沌
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
主
張
し
、
徳
倫
理
の
実
践
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
た
著
作
で
あ

る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
「
徳
倫
理
の
実
践
」
の
重
要
要
素
と
し
て

「
物
語
を
生
き
る
」
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。
そ
し
て
後
に
述
べ

て
い
く
よ
う
に
、こ
の
『
美
徳
な
き
時
代
』
に
お
け
る
物
語
論
こ
そ
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
の
「
物
語
論
的
転
回
」
に
お
い
て
、
理
論
的
支

柱
の
一
つ
に
な
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
ず
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
著
作
の
概
略
を
以
下
に
見
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て
み
よ
う
。『
美
徳
な
き
時
代
』
は
、
今
日
に
お
け
る
道
徳
的
な
言

語
は
す
べ
て
意
味
を
失
っ
て
い
る
、と
い
う
主
張
か
ら
開
始
さ
れ
る
。

そ
れ
が
も
と
も
と
立
脚
し
て
そ
の
な
か
で
意
味
を
有
し
て
い
た
文
脈

が
、
回
復
不
可
能
な
ほ
ど
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
、
失
わ
れ

た
道
徳
の
幻
影
の
わ
ず
か
な
断
片
を
切
り
は
り
し
て
作
っ
た
見
せ
か

け
の
議
論
が
横
行
し
て
い
る
の
が
現
代
で
あ
る
。
ゆ
え
に
道
徳
的
実

践
も
無
秩
序
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
も
た
ら
し

た
根
源
に
あ
る
の
は
、
神
を
破
壊
し
人
び
と
を
自
律
的
主
体
と
し
て

個
人
個
人
へ
と
切
り
離
し
た
啓
蒙
主
義
で
あ
る
、
と
い
う
。
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
、
カ
ン
ト
、
デ
ィ
ド
ロ
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
ら

の
道
徳
法
則
論
は
、
彼
ら
自
身
が
想
定
し
た
人
間
本
性
の
あ
り
方
か

ら
さ
え
著
し
く
乖
離
し
て
お
り
、そ
れ
ゆ
え
破
綻
し
て
い
る
、と
マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ア
は
言
い
切
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
「
何
か
に
な
ろ
う
と

し
て
い
る
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
、
目
的
論
の
視
点
が
欠

落
し
た
ま
ま
、
命
令
体
系
と
し
て
の
道
徳
だ
け
を
語
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
代
の
人
間
は
今
も
啓
蒙
主
義
の
影
響
の
濃
い
人
間
観

の
な
か
を
生
き
て
い
る
。
価
値
は
多
様
化
し
、
相
対
化
さ
れ
、
揺
る

ぎ
な
き
感
性
や
世
界
観
は
多
く
の
社
会
に
お
い
て
失
わ
れ
た
。
個
人

の
権
利
な
ど
の
観
念
も
、
個
人
を
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
か
ら
切
り

離
す
恣
意
的
な
ふ
る
ま
い
の
中
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る

価
値
判
断
の
す
べ
も
失
わ
れ
て
お
り
、
ど
の
道
徳
を
重
視
し
軽
視
す

る
か
は
単
な
る
好
み
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
倫
理
や

道
徳
は
究
極
的
に
は
好
み
の
問
題
で
あ
る
、
と
す
る
こ
の
よ
う
な
見

方
を
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は「
情
緒
主
義
」と
呼
ん
で
強
く
批
判
す
る
）。

す
な
わ
ち
「
い
か
に
行
動
し
、
生
き
る
か
」
を
考
え
る
基
盤
と
な
る

べ
き
も
の
が
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
マ
ッ
キ
ン

タ
イ
ア
が
議
論
し
て
い
く
の
が
「
物
語
を
生
き
る
」
こ
と
の
重
要
性

で
あ
る
。

人
間
行
動
を
理
解
可
能
に
し
、
行
動
や
生
に
目
的
を
与
え
る
た
め

に
は
、
必
ず
物
語
的
文
脈
の
中
へ
の
位
置
づ
け
が
必
要
と
な
る
、
と

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
論
じ
る
。
た
と
え
ば
、
バ
ス
停
で
隣
に
立
っ
て

い
た
青
年
が
突
如
、「
普
通
の
鴨
の
名
は
ヒ
ス
ト
リ
オ
ニ
ク
ス
・
ヒ

ス
ト
リ
オ
ニ
ク
ス
・
ヒ
ス
ト
リ
オ
ニ
ク
ス
だ
」
と
筆
者
に
向
か
っ
て

語
り
か
け
た
と
す
る
。
狂
気
ゆ
え
の
行
為
か
と
と
っ
さ
に
疑
う
よ
う

な
も
の
だ
が
、
仮
に
以
下
の
背
景
が
判
明
し
た
場
合
、
青
年
の
行
為

は
い
ず
れ
も
理
解
可
能
に
な
る
。（
一
）
青
年
は
、
前
日
に
図
書
館

で
彼
に
鴨
の
学
名
に
つ
い
て
尋
ね
た
人
物
を
な
ぜ
か
筆
者
と
勘
違
い

し
て
い
た
（
二
）
青
年
は
内
気
な
性
格
を
打
開
す
る
た
め
精
神
療
法

家
に
相
談
し
、「
見
知
ら
ぬ
人
に
話
し
か
け
ろ
、
内
容
は
な
ん
で
も

い
い
」
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
て
い
た
（
三
）
青
年
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連

邦
の
ス
パ
イ
で
、
た
ま
た
ま
ぴ
っ
た
り
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
居
合
わ
せ

た
筆
者
を
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
勘
違
い
し
て
暗
号
文
を
伝
え
て
し
ま
っ

た
、
な
ど
な
ど
（
同
：
二
五
七
）。
そ
し
て
こ
の
例
が
示
す
の
は
、

行
動
は
そ
の
文
脈
に
即
し
て
は
じ
め
て
理
解
し
う
る
も
の
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
行
為
と
い
う
も
の
が
「
基
本
的
に
は
歴

史
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
、
と
論
じ
ら
れ
る
。
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物
語
と
い
う
形
態
が
他
者
の
行
為
を
理
解
す
る
の
に
ふ
さ
わ

し
い
の
は
、
私
た
ち
す
べ
て
が
自
分
の
人
生
で
物
語
を
生
き
て

い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
生
き
て
い
る
物
語
を
基
に
し
て
自
分

自
身
の
人
生
を
理
解
す
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
は
虚
構
の
場
合

を
除
け
ば
、
語
ら
れ
る
前
に
生
き
ら
れ
て
い
る
の
だ
。（
同
：

二
五
九
）

人
間
が
「
物
語
を
生
き
る
」
存
在
で
あ
る
こ
と
に
関
連
し
て
、マ
ッ

キ
ン
タ
イ
ア
が
最
も
重
視
す
る
の
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
テ
ロ
ス

の
観
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
終
着
点
、
目
的
、
あ
る
い
は
行
き
着
く
先
、

な
ど
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。「
人
間
は
あ
る
特
有
な
本
性
を

も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
本
性
と
は
、
人
間
が
あ
る
種
の
目
標
と

目
的
を
も
つ
点
、本
性
に
よ
っ
て
特
有
の
テ
ロ
ス
〔
目
的
〕
に
向
か
っ

て
運
動
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
」（
同
）。
こ
の
テ
ロ
ス
は
、
時
間
が

た
ち
状
況
が
変
わ
る
に
つ
れ
お
の
ず
と
変
容
し
て
い
く
の
だ
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
人
の
行
動
に
お
い
て
漠
然
と
で
あ
れ
常
に
意
識
さ
れ
て

い
る
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
テ
ロ
ス
と
い
う
概
念
と
と
も
に

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、「
何
か
で
あ
る
存
在
」
で
は
な
く
、「
何
か
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
存
在
」
で
あ
る
こ
と
に
、
人
間
存
在
の
本
性
を

見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
何
か
に
な
ろ
う
」
と
す
る
志
向
性
の
中
に
、「
善
き
生
を

生
き
る
」
と
い
う
物
語
的
な
探
求
（narrative quest

）
が
生
ま
れ

て
く
る
と
彼
は
論
じ
る
。
で
は
、
こ
の
「
善
さ
」
と
は
い
っ
た
い
何

で
あ
る
の
か
。
議
論
の
流
れ
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
功
利
主
義

や
理
性
主
義
の
法
則
で
は
あ
り
え
な
い
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
提
唱
す
る
「
中
間
」（
中
庸
）
と
い
う
も
の
を
、
特

定
状
況
に
即
し
た
実
践
と
判
断
の
重
要
性
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈

す
る
。
た
と
え
ば
勇
気
と
い
う
美
徳
は
無
謀
と
臆
病
と
い
う
悪
徳
の

間
に
あ
る
が
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
い
が
勇
気
で
あ
り
、
い
か
な
る
ふ

る
ま
い
が
無
謀
や
臆
病
に
な
る
の
か
は
、
そ
の
ふ
る
ま
い
の
文
脈
に

即
し
て
判
断
す
る
し
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
善
さ
」
と
は
、
実
は
個
人
の
単
位
で
切
り
取
ら

れ
た
生
、
心
理
（
そ
し
て
理
性
？
）
の
中
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
そ
れ
は
人
が
家
族
、
都
市
、
部
族
、
民
族
そ
の
他
の
共
同

体
に
属
し
、
そ
の
伝
統
の
中
に
生
き
て
い
る
こ
と
と
不
可
分
に
結
び

つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
け
る
人
生
の
物
語
と
は
、
個
人

の
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
生
の
中
に
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
自

分
の
人
生
が
生
ま
れ
出
た
、
そ
の
周
囲
の
様
々
な
文
脈
を
含
む
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
何
世
代
も
時
代
を
遡
り
う
る
歴
史
性
を
も
持
っ

て
い
る
。

こ
こ
で
「
伝
統
」
と
い
う
語
の
使
用
に
警
戒
心
を
覚
え
る
人
も
多

い
だ
ろ
う
。
近
現
代
の
言
論
文
化
の
中
で
、
伝
統
重
視
の
態
度
は
多

く
の
場
合
保
守
主
義
と
結
び
つ
い
て
き
た
し
、
格
差
や
権
力
関
係
を

正
当
化
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
も
き
た
。
す
な
わ
ち
改
革
や
変

容
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
お
け
る
伝
統
と
い
う
の
は
、
け
し
て
固
着
化
さ
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れ
て
変
化
し
な
い
慣
習
や
儀
礼
や
権
力
関
係
で
は
な
く
、
自
分
が
属

す
る
共
同
体
や
組
織
、
施
設
、
た
と
え
ば
大
学
や
医
療
と
い
っ
た
も

の
に
関
わ
っ
て
「
大
学
と
は
何
で
あ
る
べ
き
か
」「
良
い
医
療
と
は

何
か
」
と
い
っ
た
絶
え
ざ
る
議
論
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
何

か
な
の
で
あ
る
。「
伝
統
と
は
活
力
あ
る
と
き
に
は
、
抗
争conflict

を
絶
え
間
な
く
具
現
化
す
る
も
の
で
あ
る
」（
同: 

二
七
二
）。
そ
れ

は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
市
民
が
奴
隷
制
の
歴
史
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
連

合
王
国
の
市
民
が
植
民
地
主
義
の
歴
史
か
ら
、「
わ
た
し
個
人
の
科

で
は
な
い
」
と
目
を
そ
む
け
る
よ
う
な
種
類
の
個
人
主
義
に
対
す
る

批
判
と
し
て
出
て
く
る
も
の
で
も
あ
っ
て
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と「
過

去
か
ら
引
き
継
ぐ
責
任
」
と
で
も
い
う
べ
き
概
念
で
あ
る
。
人
間
の

行
動
の
意
味
は
、常
に
「
自
分
が
い
か
な
る
物
語
の
部
分
で
あ
る
か
」

の
認
識
と
と
も
に
見
出
さ
れ
、
そ
の
物
語
は
未
来
に
向
け
て
開
か
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
お
け
る

「
自
己
の
在
り
方
」
と
は
、
歴
史
の
中
に
あ
る
存
在
と
し
て
、
自
身

の
像
と
歴
史
認
識
の
双
方
を
た
え
ず
探
究
的
に
更
新
し
て
い
く
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
『
美
徳
な
き
時
代
』
は
、
そ
の
挑
発
的
な
筆

致
も
あ
っ
て
、
論
争
を
呼
ぶ
書
物
と
な
っ
た
。
が
、
レ
ド
ロ
ウ
の
み

な
ら
ず
他
の
多
く
の
近
年
の
人
類
学
者
に
と
っ
て
も
、「
道
徳
／
倫

理
の
人
類
学
」
が
参
照
す
べ
き
重
要
な
著
書
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
ン
ベ
ッ
ク
は
、
共
同
体
主
義
の
立
場
を
取

り
な
が
ら
も
伝
統
を
抗
争
と
議
論
に
よ
っ
て
構
築
・
維
持
さ
れ
る
も

の
と
見
な
す
点
、
ま
た
個
人
や
集
団
に
複
数
の
伝
統
を
許
し
て
い
る

点
に
お
い
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
に
可
能
性
を
見
出
し
て
い

る
（Lam

bek 2010: 24

）。

三
　
物
語
論
と
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学

三
―
一
　
物
語
論
へ
の
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
影
響

と
こ
ろ
で
、
物
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
人
文
・
社
会
科
学
研
究

の
発
展
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
本
格
的
に
広
が
っ
た
。
そ
の
萌
芽

は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
ロ
シ
ア
ン
・
フ
ォ

ル
マ
リ
ズ
ム
や
構
造
主
義
的
記
号
学
に
お
け
る
小
説
や
民
話
の
物

語
分
析
（
プ
ロ
ッ
プ）

（1
（

 

一
九
八
七
、
バ
ル
ト）

（（
（

 

一
九
七
九
）
や
、
社
会

言
語
学
に
お
け
る
物
語
分
析
法
（Labov &

 W
aletzky 1967

）
に

あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
歴
史
叙
述
の
物
語
的

構
築
性
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
た
ヘ
イ
ド
ン
・
ホ
ワ
イ
ト
『
メ

タ
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
の
原
著
初
版
は
一
九
七
三
年
で
、
こ
の
前
後
か

ら
今
日
「
物
語
論
的
展
開
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
始
ま
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
（W

hite 1973

）。
一
九
八
〇
年
前
後
に
は
、
解

釈
学
哲
学
に
お
け
る
物
語
論
（
リ
ク
ー
ル 

一
九
八
七
、
カ
ー
モ
ー

ド 
一
九
九
九）

（1
（

）
も
発
表
さ
れ
、
物
語
理
論
は
は
っ
き
り
と
深
化
す

る
。
社
会
学
や
社
会
心
理
学
に
お
け
る
「
物
語
論
的
展
開
」
の
著
作

群
は
、
こ
れ
ら
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
重
ね
ら

れ
た
理
論
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
お
も
に
一
九
八
〇
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年
代
後
半
か
ら
、
自
己
物
語
論
（
ブ
ル
ー
ナ
ー
一
九
九
八）

（1
（

; Gergen 
&
 Gergen 1988

）、
質
的
研
究
に
お
け
る
物
語
分
析
ア
プ
ロ
ー
チ

（Polkinghorne 1988; Riesm
ann 1993

）、
集
合
的
記
憶
の
物
語

要
素
（O

lick &
 Robbins 1998

）
な
ど
、
幅
広
い
分
野
で
展
開
さ

れ
た
。

な
お
物
語
と
は
そ
も
そ
も
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

は
ご
く
簡
単
な
説
明
を
付
す
に
と
ど
め
て
お
く
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ

は
複
数
の
出
来
事
を
並
べ
、
そ
の
間
に
関
係
（
因
果
関
係
や
影
響
関

係
）
を
見
出
す
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
物
語
は
多
く
の
場
合
、
始
ま

り
、
中
間
、
終
わ
り
を
有
し
て
お
り
、
あ
る
プ
ロ
ッ
ト
（
筋
、
骨
組
）

に
沿
う
よ
う
形
成
さ
れ
る
。
物
語
を
悲
劇
、喜
劇
、風
刺
な
ど
の
ジ
ャ

ン
ル
の
も
の
と
し
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
テ
ー
マ
を
持
た
せ
、

ま
た
物
語
に
触
れ
る
も
の
に
感
情
の
揺
れ
動
き
を
起
こ
さ
せ
る
の

は
、
い
ず
れ
も
こ
の
「
プ
ロ
ッ
ト
」
で
あ
る）

（1
（

。
物
語
論
と
は
、
こ
の

よ
う
な
物
語
化
を
通
じ
た
現
実
認
識
、
す
な
わ
ち
複
数
の
出
来
事
に

意
味
の
連
関
を
見
出
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
文
脈
に
位
置
づ
け
る
よ
う

な
認
識
の
あ
り
方
を
重
視
し
、
こ
れ
が
過
去
や
歴
史
の
理
解
、
物
事

の
意
味
の
構
築
、
そ
し
て
人
間
の
自
己
の
構
築
に
根
源
的
に
関
わ
っ

て
い
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。

前
節
で
見
た
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
著
作
は
、
実
は
こ
の
物
語
へ
の

関
心
の
中
で
理
論
的
な
支
柱
の
一
つ
と
な
っ
た
も
の
で
も
あ
る（e.g. 

H
inchm

an &
 H

inchm
an 1997; D

avenport 2012

）。 

ジ
ェ
フ

リ
ー
・
オ
リ
ッ
ク
と
ジ
ョ
イ
ス
・
ロ
ビ
ン
ズ
は
、
集
合
的
記
憶
研
究

に
お
い
て
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
論
文
の
中
で
、「
物
語
と
い
う
概
念

か
ら
独
立
し
た
形
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
無
視
し
て
個
人
的
・
集
団

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
す
べ
て
失
敗

す
る
」
と
言
い
放
つ
が
、
こ
れ
は
『
美
徳
な
き
時
代
』
に
依
拠
し
て

の
記
述
で
あ
る
（O

lick and Robbins 1998: 122

）。
ま
た
、
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
の
労
働
者
階
級
に
つ
い
て
、
そ
の
集
団
意
識
（
集
団
的
自

己
認
識
）
の
形
成
を
物
語
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
示
し
た
歴
史
社
会

学
者
の
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ソ
マ
ー
ズ
も
、
自
身
の
理
論
に
も
っ
と
も

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
で
あ
る
と

書
く
（Som

ers 1994: 643

）。

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
を
重
視
す
る
物
語
論
者
は
、
た
と
え
ば
バ
ル
ト

や
プ
ロ
ッ
プ
、
ホ
ワ
イ
ト
が
行
っ
た
よ
う
に
、
完
成
し
た
も
の
と
し

て
世
に
出
て
い
る
物
語
の
構
造
分
析
を
行
う
の
で
は
な
く
、
生
き
た

人
間
が
現
在
進
行
形
で
そ
の
中
を
生
き
て
い
る
物
語
認
識
に
注
意
を

向
け
る
傾
向
に
あ
る
、と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
け
る
物
語
は
、

当
然
な
が
ら
未
来
に
向
け
て
開
か
れ
て
お
り
、
一
方
で
は
行
為
や

価
値
判
断
の
指
針
と
な
る
が
、
他
方
で
行
為
や
出
来
事
が
重
ね
ら
れ

る
た
び
ご
と
に
改
変
さ
れ
修
正
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
物
語
と
は
、「
終
わ
り
」
が
定
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
「
始
ま
り
」「
中
間
」
の
意
味
そ
し
て
そ
の
全
体
主
題
ま
で

も
が
遡
及
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（Brockm

eier 
2001

）。
そ
し
て
人
間
が
今
生
き
て
い
る
物
語
に
は
、
い
ず
れ
も
ま

だ
終
わ
り
が
到
来
し
て
い
な
い
の
だ
。
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冒
頭
で
触
れ
た
シ
ェ
リ
ル
・
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
、
物
語
を
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
研
究
を
行
っ
て
き
た
人
類
学
者
の
一

人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
自
身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
を
大
き
く
は

変
え
な
い
ま
ま
、
物
語
か
ら
道
徳
へ
と
、
そ
の
議
論
の
中
心
を
シ
フ

ト
さ
せ
た
研
究
者
で
も
あ
る
。
次
節
で
は
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
近
年

の
民
族
誌
『
道
徳
の
実
験
所
』
を
検
討
し
、
そ
こ
に
お
い
て
道
徳
が

い
か
に
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
概
観
す
る
。
そ
し
て
物
語
論
的
認
識
世

界
が
い
か
に
し
て
道
徳
論
と
結
び
つ
き
う
る
の
か
を
見
て
み
た
い
。

三
―
二
　 

マ
ッ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
『
道
徳
の
実
験
所
』
に
お
け
る

生
の
物
語

シ
ェ
リ
ル
・
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
医
療
人
類

学
者
で
、
慢
性
疾
患
を
持
つ
人
び
と
に
つ
い
て
の
研
究
を
長
年
行
っ

て
き
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
は
物
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ

た
臨
床
人
類
学
の
論
文
を
数
多
く
著
し
た
（e.g. M

attingly 1994; 
1998a; 1998b

）。
ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
内
の
人
種
集
団
間
格

差
と
医
療
に
焦
点
を
お
い
た
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
主
題
や
事
例
は
、

社
会
学
研
究
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
ま
っ
た
く
違
和
感
の
な

い
も
の
で
あ
る
。
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
ア
メ
リ
カ
人
類
学
会
大
会
で

は
二
回
に
わ
た
り
、
医
療
の
場
に
お
け
る
物
語
性
に
つ
い
て
議
論
す

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
リ
ン
ダ
・
ガ
ロ
と
と
も
に
組
織
し
、「
治
療
者

や
患
者
が
語
る
物
語
が
、
い
か
に
病
を
取
り
ま
く
実
践
と
経
験
の
、

他
の
手
法
で
は
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
局
面
を
照
ら
し
出
す
の
か
」
な

ど
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
た
（M

attingly &
 Garro 2000: 5-6

）。

ま
た
、
一
九
九
八
年
の
論
文
に
お
い
て
は
、
長
期
疾
患
に
苦
し
む
患

者
が
、
ど
の
よ
う
な
治
療
と
生
き
方
を
望
む
の
か
を
自
身
や
他
者
に

説
明
す
る
た
め
に
み
ず
か
ら
構
成
し
て
い
く
語
り
を
分
析
し
、
そ
こ

に
見
出
さ
れ
る
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
実
践
的
合
理
性
に
近
い

も
の
で
あ
っ
て
、
医
療
の
専
門
的
論
理
に
よ
っ
て
対
処
法
を
理
由
づ

け
る
あ
り
方
と
は
根
本
的
に
異
な
る
、と
論
じ
て
い
る
（M

attingly 
1998b

）。
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
物
語
論
は
古
典
哲
学
に
依
拠
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
お
け
る
関
心
は
物
語
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る

「
表
象
の
政
治
」
の
分
析
で
は
な
く
、
個
々
の
人
間
が
そ
の
生
を
通

じ
て
切
り
ひ
ら
い
て
い
く
物
語
の
あ
り
方
と
、
そ
の
物
語
構
成
行
為

の
し
く
み
を
分
析
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
問
題

関
心
に
お
い
て
は
、
道
徳
／
倫
理
の
主
題
に
取
り
組
み
始
め
る
以
前

か
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
語
哲
学
が
中
核
的
な
理
論
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
以
降
、
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
道
徳
／
倫

理
の
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
を
多
く
発
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
き

な
業
績
と
し
て
は
、
長
期
疾
患
や
致
死
性
の
病
を
抱
え
る
子
ど
も
の

い
る
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
ア
フ
リ
カ
系
家
族
に
つ
い
て
書
き
記
し
た

二
冊
の
民
族
誌
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
出
版
さ
れ
、

道
徳
の
人
類
学
領
域
に
お
け
る
近
年
の
代
表
的
民
族
誌
と
し
て
言

及
も
さ
れ
る
『
道
徳
の
実
験
所
：
家
族
の
危
機
と
良
き
生
へ
の
苦

闘
』
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
（e.g. D

as 2015: 95-97; Lam
bek 
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2015: 13

）。
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
自
身
の
ス

タ
ン
ス
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
た
し
が
こ
だ
わ
る
の
は
、
力
を
奪
わ
れ
た
人
々
の
道
徳
的

な
投
企
（project

）
と
良
さ
（the good

）
に
つ
い
て
の
信
念

を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
な
、
一
人
称
的
徳
倫
理
に
根
ざ
し
た
道

徳
性
の
人
類
学
で
あ
る
。［
…
］
わ
た
し
は
社
会
集
団
や
社
会

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り
も
個
人
に
つ
い
て
語
り
、
経
験
の
再
生
産

性
よ
り
も
そ
の
唯
一
性
に
つ
い
て
語
り
、
公
的
な
人
格
に
つ
い

て
で
は
な
く
内
的
な
感
情
と
自
己
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
る
。

わ
た
し
は
道
徳
の
可
能
性
と
、
時
に
は
革
命
的
な
変
容
に
つ
い

て
も
関
心
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
巨
大
な
歴
史
的
出
来

事
や
体
制
転
覆
的
社
会
運
動
の
文
脈
で
論
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。
む
し
ろ
わ
た
し
が
目
を
向
け
る
の
は
、
日
々
を
な
ん

と
か
や
っ
て
い
き
、
手
渡
さ
れ
て
し
ま
っ
た
（
た
い
が
い
悪

い
）
運
（lot

）
で
な
ん
と
か
間
に
合
わ
せ
て
い
こ
う
と
す
る

人
々
の
日
常
生
活
の
素
朴
な
瞬
間
で
あ
る
。
わ
た
し
は
家
族
生

活
の
あ
り
ふ
れ
た
瞬
間
を
高
度
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
と
し

て
と
ら
え
る
。
外
側
か
ら
の
（
中
産
階
級
的
と
も
い
え
る
）
観

点
か
ら
は
異
常
な
出
来
事
と
見
え
る
も
の
（
殺
人
や
監
禁
）
を
、

わ
た
し
は
日
常
生
活
の
一
部
と
し
て
見
つ
め
る
（M

attingly 
2014: xvii

）。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
著
作
は
「
一
人
称
的
徳
倫

理
」
を
認
識
論
か
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
法
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
三
人
称

的
す
な
わ
ち
客
観
的
視
点
の
逆
側
の
極
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の

で
、
そ
の
基
礎
は
「
行
為
を
一
般
的
な
決
ま
り
ご
と
の
下
に
組
み
込

む
の
で
は
な
く
、
意
図
と
結
果
の
観
点
か
ら
行
為
を
考
え
る
こ
と
」

に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
理
由
や
欲
望
を
も
ち
、
そ
れ
に
向
か
っ

て
自
分
の
目
的
を
形
作
っ
て
い
く
よ
う
な
到
達
点
を
も
つ
一
人
称
的

行
為
者
」
が
想
定
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
、
と
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は

述
べ
る
（ibid: 37

）。

こ
の
「
一
人
称
的
徳
倫
理
」
が
、
民
族
誌
の
中
で
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
く
の
か
。
マ
ッ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
が
記
述

し
分
析
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
を
、
や
や
長
め
に
は
な
る
が
み
て

み
よ
う
。

そ
れ
は
、
ア
フ
リ
カ
系
の
人
び
と
が
多
く
暮
ら
す
、
あ
る
貧
困
地

域
に
暮
ら
す
若
い
女
性
の
家
族
の
事
例
で
あ
る
。
そ
の
地
域
で
は

ギ
ャ
ン
グ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
が
強
く
、
麻
薬
も
多
く
流
通
し
て
い
る
が
、

そ
の
家
族
は
過
去
し
ば
ら
く
は
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
あ
る

日
、
女
性
が
留
守
の
間
に
、
一
歳
の
息
子
が
熱
し
た
油
を
顔
全
面
に

か
ぶ
っ
て
し
ま
う
事
故
が
起
き
る
。
男
児
は
一
命
を
と
り
と
め
た
も

の
の
、
そ
の
顔
面
は
大
き
く
変
形
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
取
り
返
し

が
つ
か
ず
、
か
つ
そ
の
後
の
毎
日
を
決
定
的
に
変
え
て
し
ま
う
出
来

事
に
、
家
族
は
ど
う
対
処
す
る
の
か
、
障
害
を
負
っ
た
息
子
と
家
族

が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
結
ぶ
の
か
を
、
マ
ッ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
は
見
つ
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め
て
い
く
。

女
性
は
ま
ず
、
家
の
中
の
鏡
を
全
て
撤
去
し
よ
う
と
す
る
。
自
分

の
見
た
目
が
家
族
と
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
を
、
少
し
ず
つ
成
長
す

る
息
子
が
直
視
せ
ず
に
済
む
よ
う
に
、
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
息
子
の

た
め
を
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
う
ま
く
い
く
わ
け
が
な
い
と
家

族
に
諭
さ
れ
る
。
次
に
女
性
は
、
息
子
を
高
い
知
性
と
純
粋
な
感

性
を
も
つ
家
族
の
天
使
と
位
置
づ
け
、
そ
の
像
を
日
々
の
家
族
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
だ
が
女
性
の

母
（
男
児
の
祖
母
）
は
、
そ
ん
な
女
性
の
努
力
を
尻
目
に
、
男
児
が

人
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
軽
口
ば
か
り
言
う
「
悪
ガ
キ
」
で
あ
る
こ
と

を
強
調
す
る
。
女
性
は
そ
れ
を
好
ま
な
い
。
し
か
し
実
は
、
罵
倒
に

も
近
い
軽
口
を
素
早
く
や
り
取
り
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
人
間
関
係
や
自
己
の

居
場
所
の
構
築
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
の
だ
、
と
マ
ッ
テ
ィ
ン
グ

リ
ー
は
記
す
。
男
児
の
祖
母
は
、
彼
が
障
害
を
抱
え
つ
つ
そ
の
後
を

生
き
抜
い
て
行
く
た
め
に
重
要
な
の
は
、
純
粋
さ
や
知
能
と
い
う

よ
り
む
し
ろ
、
一
種
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
文
化
で
あ
る
そ
の
軽
口
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
で
あ
る
と
感
じ
て
お
り
、
そ
の
実
践
能
力

を
伸
ば
す
よ
う
男
児
を
そ
れ
と
な
く
導
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
数
年

後
に
男
児
は
、
親
し
か
っ
た
従
兄
が
庭
で
銃
の
流
れ
弾
に
当
た
っ
て

死
亡
し
た
、そ
の
葬
儀
の
場
で
、ユ
ー
モ
ア
に
満
ち
つ
つ
も
亡
く
な
っ

た
従
兄
へ
の
情
愛
に
満
ち
た
ス
ピ
ー
チ
を
幼
く
し
て
行
い
、
周
囲
を

そ
の
自
立
性
に
よ
っ
て
強
く
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
言
及
し
た
例
の
み
な
ら
ず
、『
道
徳
の
実
験
所
』
は
多
数

の
物
語
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
満
ち
て
い
る
。
し
か
し
、圧
倒
的
な「
痛

み
」「
困
難
」
と
と
も
に
あ
る
生
を
見
つ
め
る
に
あ
た
っ
て
、マ
テ
ィ

ン
グ
リ
ー
が
行
わ
ん
と
す
る
の
は
、
た
だ
物
語
論
を
通
じ
て
個
人
の

人
生
の
特
殊
性
に
注
意
を
向
け
る
よ
う
呼
び
か
け
る
だ
け
の
こ
と
で

は
な
い
。
彼
女
が
描
き
出
し
、
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
は
道
徳
的
苦

闘
（m

oral striving

） 

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
道
徳
的
制

度
に
あ
ら
が
う
苦
闘
で
も
、道
徳
的
理
想
の
た
め
の
苦
闘
で
も
な
い
。

い
く
つ
も
の
困
難
に
直
面
し
た
人
間
が
、
状
況
を
切
り
ひ
ら
く
た
め

に
既
存
の
自
己
や
価
値
を
脱
却
・
超
越
す
る
た
め
に
投
げ
か
け
る「
問

い
」
で
あ
り
、
多
く
の
失
敗
も
と
も
な
う
試
行
で
あ
る
。
上
の
顔
面

に
傷
を
負
っ
た
男
児
の
例
で
い
え
ば
、
彼
の
母
と
祖
母
と
は
い
ず
れ

も
、
男
児
と
の
親
密
で
他
に
代
え
が
た
い
関
係
性
の
中
で
、
彼
に
訪

れ
た
不
幸
（
そ
し
て
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
自
分
の
責
任
）
に
も
が
き
苦

し
み
な
が
ら
、
彼
と
自
分
た
ち
家
族
に
と
っ
て
「
最
善
」
の
あ
り
方

を
模
索
し
て
い
っ
た
。そ
う
し
た
試
行
を「
道
徳
的
苦
闘
」で
あ
り「
道

徳
的
実
験
」
と
し
て
見
る
よ
う
な
形
で
、
道
徳
は
論
じ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
彼
女
は
論
じ
る
の
で
あ
る
。

『
道
徳
の
実
験
所
』
に
お
い
て
示
さ
れ
た
の
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
・
ダ

ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
道
徳
あ
る
い
は
倫
理
と
い
う
も
の
が
、
人

び
と
が
継
承
し
て
き
た
義
務
の
問
題
な
の
で
は
な
く
（
あ
る
い
は
そ

れ
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
）、「
甚
大
な
不
確
実
性
と
悲
嘆
に
直
面
し

た
人
び
と
が
行
う
実
験
な
の
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（D

as 
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）。
言
う
な
れ
ば
マ
ッ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
に
と
っ
て
、
道
徳
／

倫
理
の
人
類
学
が
お
こ
な
お
う
と
す
る
の
は
、「
人
間
に
と
っ
て
善

さ
と
は
何
か
」「
善
い
人
間
と
は
何
を
す
べ
き
か
」
に
ま
つ
わ
る
テ
ー

ゼ
を
析
出
す
る
こ
と
で
は
な
い
。「
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
」、「
道
徳
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
の
か
」
と

い
う
問
い
そ
の
も
の
を
、「
厚
い
記
述
」
と
と
も
に
探
求
し
て
い
く

こ
と
な
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
二
〇
世
紀
の
人

類
学
に
お
い
て
、
道
徳
そ
の
も
の
を
、
そ
の
定
義
を
含
め
て
論
じ
る

理
論
体
系
は
発
達
し
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
二
〇
〇
〇
年
代
以

降
、
道
徳
や
倫
理
と
は
何
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
活
発
化
し
て

い
る
。
ま
た
、
社
会
的
義
務
や
法
則
と
し
て
の
道
徳
、
あ
る
い
は
集

団
の
管
理
と
統
治
に
利
す
る
も
の
と
し
て
の
道
徳
の
み
が
想
定
さ
れ

て
い
た
従
来
の
状
況
と
は
異
な
り
、
近
年
は
行
為
者
自
身
の
理
解
と

企
図
と
を
重
視
し
、
道
徳
／
倫
理
に
か
か
わ
る
個
別
の
実
践
や
苦
闘

を
記
述
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
者

の
立
場
を
と
る
研
究
（
行
為
者
中
心
主
義
的
な
道
徳
／
倫
理
の
人
類

学
）
は
、
人
類
学
に
お
け
る
倫
理
的
転
回
の
起
爆
剤
の
一
つ
と
な
っ

た
論
文
の
著
者
レ
イ
ド
ロ
ウ
を
は
じ
め
と
し
、ラ
ン
ベ
ッ
ク
、マ
テ
ィ

ン
グ
リ
ー
の
手
に
な
る
も
の
な
ど
、
基
盤
と
な
る
人
間
観
や
世
界
観

を
、
物
語
論
の
そ
れ
と
少
な
く
と
も
一
部
共
有
し
て
い
る
。
こ
の
背

景
に
は
、
両
者
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ

と
が
あ
る
。
行
為
者
中
心
主
義
的
な
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
流
の
徳
倫
理
（
倫
理
実
践
）
に
強
い
影
響
を
受
け
て
い

る
。
ま
た
物
語
論
、
特
に
過
去
表
象
の
修
辞
学
・
政
治
学
と
い
う
よ

り
は
、
進
行
形
の
生
に
お
け
る
意
味
生
成
の
あ
り
方
に
関
心
を
寄
せ

る
立
場
の
物
語
論
は
、
そ
の
時
間
経
験
や
人
間
の
生
の
理
解
に
お
い

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
語
哲
学
に
基
盤
を
置
い
て
い
る
。

ま
た
、一
般
法
則
で
は
な
く
、個
別
の
状
況
と
文
脈
に
お
け
る
「
最

善
さ
」
を
重
視
す
る
徳
倫
理
の
立
場
は
、
文
化
・
社
会
の
理
解
の
た

め
に
は
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
「
厚
い
記
述
」
が
必
要
と
み
な

し
て
き
た
人
類
学
と
、
相
性
が
よ
い
。
そ
し
て
「
厚
い
記
述
」
は
そ

も
そ
も
物
語
的
な
要
素
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
物
語
と
は
、

具
体
的
な
場
所
・
時
間
・
人
間
を
描
き
つ
つ
、
普
遍
性
を
も
ち
う
る

主
題
や
主
張
を「
隠
さ
れ
た
」形
で
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る（
カ
ー

モ
ー
ド 

一
九
九
九
）。

も
ち
ろ
ん
、
両
者
に
は
差
異
も
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
か
ら

二
〇
〇
〇
年
代
の
物
語
論
に
お
い
て
、
倫
理
実
践
や
、
目
的
論
的
世

界
観
と
い
っ
た
主
題
に
つ
い
て
批
判
的
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
。
社
会
学
に
お
け
る
多
く
の
物
語
論
の
論
文
は
、『
美

徳
な
き
時
代
』
を
引
用
し
て
い
て
も
、
そ
の
道
徳
論
の
部
分
に
は
ほ

と
ん
ど
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
あ
る
い
は
乱

暴
な
言
い
方
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
物
語
的
転
回
が
あ
る
種
の
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限
界
や
弊
害
（
相
対
主
義
に
よ
る
ア
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
態
度
や
、
ゆ

き
す
ぎ
た
構
築
主
義
に
よ
り
研
究
が
内
閉
的
で
自
己
愛
的
に
な
っ
て

い
く
傾
向
な
ど
）
に
直
面
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
拠
っ
て
立
つ
認
識

論
的
基
盤
を
共
有
し
た
認
識
論
が
、（
ご
く
一
部
に
お
い
て
重
な
り

は
す
る
が
）
お
お
む
ね
別
個
の
発
展
を
た
ど
り
、「
道
徳
／
倫
理
の

人
類
学
」
に
お
け
る
新
し
い
議
論
と
な
っ
て
現
在
展
開
さ
れ
て
い
る

の
だ
、
と
も
言
え
る
。

徳
倫
理
派
人
類
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
議
論
に

対
し
て
は
疑
問
も
多
い
。
た
と
え
ば
そ
の
行
為
者
中
心
主
義
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
に
影
響
を
与
え
た
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
著
作
に
つ
い
て
で

あ
る
。
彼
の
物
語
論
は
、
人
が
目
的
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
て

い
た
自
己
と
し
て
の
統
一
性
を
回
復
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら

れ
て
い
る
と
も
読
め
る
。
が
、
自
己
の
あ
り
方
が
統
一
性
を
欠
い
て

い
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
そ
れ
ほ
ど
問
題
含
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
生

活
や
人
生
の
私
的
な
領
域
が
社
会
的
に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
公
的
な
顔
」
一
面
の
み
で
は
自
己
を
構
成
で
き
な
く
な
っ
た
り
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る

現
代
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
首
尾
一
貫
性
を
も
た
な
い
多
層
的
・

多
元
的
な
自
己
と
い
う
見
方
は
、
む
し
ろ
現
実
に
も
則
し
て
お
り
、

ま
た
そ
う
し
た
自
己
の
あ
り
か
た
ゆ
え
に
可
能
な
変
革
の
た
め
の
行

動
が
多
く
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ま
た
共
同
体
主
義
と
物
語
論
が
結
び
つ
い
た
と
き
、
そ
こ
に
お
い

て
周
辺
的
で
捉
え
が
た
い
、
権
威
の
な
い
者
の
視
点
や
経
験
が
、
捨

象
、
抑
圧
、
忘
却
さ
れ
る
こ
と
を
本
当
に
防
げ
る
の
か
。
物
語
は
意

味
生
成
の
重
要
な
し
く
み
だ
が
、
し
か
し
個
人
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て

も
集
団
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
既
存
の
意
味
体
系
に
適
合
し
な
い

出
来
事
の
側
面
や
解
釈
を
捨
象
す
る
力
は
つ
ね
に
働
く
の
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
後
半
で
紹
介
し
た
マ
テ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
研
究
に
つ
い
て

も
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
、
印
象
に
残
る
民
族
誌
で
は
あ
る
が
、
そ
こ

に
お
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
人
類
学
内
部
に
お
い
て
も
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ム
に
は
な
り
に
く
い
と
も
思
え
る
。
行
為
者
中
心
主
義
的
な
手

法
は
、
行
為
者
当
人
の
置
か
れ
た
状
況
と
経
験
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
確
か
に
お
そ
ら
く
最
善
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
行
為
の
結
果

は
、
周
囲
や
社
会
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
の
結
果
や
影
響
は
可
視
的

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、不
可
視
の
こ
と
も
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、

誰
か
が
「
与
え
ら
れ
た
条
件
で
最
善
を
尽
く
し
た
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

著
し
い
人
権
侵
害
や
政
治
暴
力
、
弱
者
の
抹
殺
が
生
ま
れ
る
こ
と
も

十
分
に
あ
り
え
る
し
、
ま
た
そ
の
行
為
が
個
人
の
文
脈
や
直
接
的
な

人
間
関
係
を
は
る
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
集
合
的
な
価
値
観
や
他

者
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と

り
わ
け
紛
争
の
よ
う
な
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
諸
勢
力
の
対
立
構
造
、

私
的
利
害
関
係
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
場
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
事

態
が
容
易
に
想
定
し
う
る
。

村
松
聡
に
よ
れ
ば
、「
徳
倫
理
は
、
洗
練
さ
れ
た
倫
理
学
的
テ
ー

ゼ
と
い
う
よ
り
、
現
代
の
倫
理
的
問
題
に
答
え
る
荒
削
り
な
可
能
性 

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
（
村
松 

二
〇
一
七
：
四
一
）。
人
類
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学
的
に
見
た
と
き
の
徳
倫
理
の
重
要
性
と
は
、お
そ
ら
く
マ
イ
ケ
ル
・

ラ
ン
ベ
ッ
ク
が
記
す
よ
う
に
、
道
徳
と
と
も
に
生
き
る
人
間
存
在
に

つ
い
て
探
求
す
る
た
め
に
は
経
験
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
根
本
的

に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
主
張
に
あ
る
（Lam

bek 2013: 
90

）。
さ
ら
に
ラ
ン
ベ
ッ
ク
は
、
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
は
「
わ
れ

わ
れ
は
い
か
に
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
り
た

い
と
願
う
の
か
」
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
も
の
だ
と
も
述
べ
て
い
る

（Lam
bek 2008: 134

）。
ナ
イ
ー
ブ
な
見
解
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
多
く
の
人
間
の
生
に
「
自
分
は
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て

い
く
の
か
、な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
」と
い
う
問
い
が
つ
き
ま
と
っ

て
い
る
の
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学

と
は
、
そ
の
現
実
を
直
視
し
な
が
ら
人
間
や
社
会
が
描
か
れ
る
べ
き

と
す
る
立
場
で
あ
る
と
、
わ
た
し
自
身
は
考
え
る
。
た
だ
し
私
見
で

は
、
徳
倫
理
に
影
響
を
受
け
た
道
徳
／
倫
理
の
人
類
学
の
意
義
は
、

い
ま
だ
従
来
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
補
完
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。

実
の
と
こ
ろ
「
倫
理
的
転
回
」
は
け
し
て
人
類
学
内
部
に
限
ら
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
人
類
学
に
先
ん
じ
て
、
文
学
と
文
芸
批
評
に

お
い
て
も
倫
理
に
関
す
る
議
論
の
盛
り
上
が
り
が
見
ら
れ
て
い
る

（Eaglestone 2010

）。
ま
た
、経
済
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
、

か
つ
こ
れ
ま
で
金
銭
的
な
や
り
と
り
の
介
在
し
な
か
っ
た
人
間
生
活

の
諸
領
域
が
次
々
と
商
品
に
さ
れ
て
い
く
状
況
が
見
ら
れ
る
な
か
、

資
本
主
義
の
道
徳
／
倫
理
に
ま
つ
わ
る
議
論
も
活
発
化
し
て
い
る
。

道
徳
／
倫
理
に
ま
つ
わ
る
人
類
学
に
お
け
る
議
論
も
、
こ
れ
ら
学
際

的
な
盛
り
上
が
り
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

註
（
１
） 

原
著
初
版
は
一
九
二
六
年
。

（
２
） 

原
著
初
版
は
一
九
四
六
年
。

（
３
） 

原
著
初
版
は
一
九
二
五
年
。

（
４
） 

原
著
初
版
は
一
八
八
七
年
。

（
５
） 

原
著
初
版
は
一
八
九
五
年
。

（
６
） 

原
著
初
版
は
一
九
八
八
年
。

（
７
） 

原
著
初
版
は
一
九
八
一
年
。

（
８
） 

た
と
え
ば
神
原
ゆ
う
こ
は
、
道
徳
と
倫
理
に
関
し
て
厳
密
な
区
別
は
な
さ

れ
て
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
哲
学
や
宗
教
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
入

れ
た
研
究
で
は
倫
理
が
、
社
会
秩
序
な
い
し
ロ
ー
カ
ル
な
規
範
と
普
遍
的

規
範
の
ゆ
ら
ぎ
に
着
目
す
る
研
究
で
は
モ
ラ
ル
／
モ
ラ
リ
テ
ィ
が
注
目
さ

れ
る
、
と
し
て
い
る
（
神
原
二
〇
一
六
：
四
）。

（
９
） 

ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に
お
い
て
、
当
大
学
で

長
ら
く
教
鞭
を
と
っ
た
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
を
記
念
し
毎
年
開
催
さ
れ
る
講

演
会
。
将
来
的
に
人
類
学
全
体
に
大
き
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
目
さ
れ
た

若
手
研
究
者
が
講
演
者
と
し
て
招
待
さ
れ
る
。

（
10
） 

原
著
初
版
は
一
九
五
八
年
。

（
11
） 
原
著
初
版
は
一
九
六
六
年
。

（
12
） 
原
著
初
版
は
一
九
七
九
年
。

（
13
） 
原
著
初
版
は
一
九
八
六
年
。
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（
14
）  
物
語
に
お
け
る
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル

の
『
時
間
と
物
語
』
を
参
照
の
こ
と
（
リ
ク
ー
ル 

一
九
八
七
）。

文
献

神
原
ゆ
う
こ
（
二
〇
一
六
）「
公
的
領
域
に
お
け
る
モ
ラ
リ
テ
ィ
を
文
化
人
類
学

的
に
考
察
す
る
た
め
の
試
論
と
し
て
」『
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
』
八
：
二
―

一
四
。

カ
ー
モ
ー
ド
、フ
ラ
ン
ク
（
一
九
九
九
）『
秘
義
の
発
生
―
物
語
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
』
松
柏
社
。

ク
ラ
イ
ン
マ
ン
、
ア
ー
サ
ー
（
一
九
九
六
）『
病
い
の
語
り
―
慢
性
の
病
い
を
め

ぐ
る
臨
床
人
類
学
』
江
口
重
幸
、
上
野
豪
志
、
五
木
田
紳
訳
、
誠
信
書
房
。

ダ
ン
ト
、ア
ー
サ
ー（
一
九
八
九
）『
物
語
と
し
て
の
歴
史
』河
本
英
夫
訳
、国
分
社
。

デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
、
エ
ミ
ー
ル
（
二
〇
一
八
）『
社
会
学
的
方
法
の
基
準
』
菊
谷
和

宏
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
。

ニ
ー
チ
ェ
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
一
九
六
四
）『
道
徳
の
系
譜
』
木
場
深
定
訳
、
岩

波
文
庫
。

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
、
ア
レ
ス
デ
ア
（
一
九
九
三
）『
美
徳
な
き
時
代
』
篠
崎
榮
訳
、

み
す
ず
書
房
。

マ
リ
ノ
フ
ス
キ
、
ブ
ロ
ニ
ス
ワ
フ
（
二
〇
〇
二
）『
未
開
社
会
に
お
け
る
犯
罪
と

慣
習
』
青
山
道
夫
訳
、
新
泉
社
。

村
松
聡
（
二
〇
一
七
）「
徳
倫
理
の
現
在
―
―
そ
の
位
置
づ
け
と
現
状
―
―
」『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
二
：
二
七
―
四
三
。

モ
ー
ス
、
マ
ル
セ
ル
（
二
〇
〇
九
）『
贈
与
論
』
吉
田
禎
吾
・
江
川
純
一
訳
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
。

バ
ル
ト
、ロ
ラ
ン
（
一
九
七
九
）『
物
語
の
構
造
分
析
』
花
輪
光
訳
、み
す
ず
書
房
。

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
、
ル
ー
ス
（
一
九
六
七
）『
菊
と
刀
―
日
本
文
化
の
型
―
』
長
谷

川
松
浩
訳
、
社
会
思
想
社
。

プ
ロ
ッ
プ
、
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
（
一
九
八
七
）『
昔
話
の
形
態
学
』
北
岡
誠
司
・
福

田
美
智
代
訳
、
水
声
社
。

リ
ク
ー
ル
、
ポ
ー
ル
（
一
九
八
七
）『
時
間
と
物
語
―
物
語
と
時
間
制
の
循
環
／

歴
史
と
物
語
』
久
米
博
訳
、
新
曜
社
。
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