
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・道
徳
の
根
処

大
庭
健
「な
ぜ
道
徳
を
気
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
の
批
判

水ヽ
　
井

こ
の
論
文
は
、
安
彦
、
大
庭
、
溝
口
編
『道
徳
の
理
由
』
（昭

和
堂
）
所
収
の
大
庭
健
氏
の
論
文
「な
ぜ
道
徳
を
気
に
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
か
」
を
批
判
す
る
こ
と
の
み
を
内
容
と
す
る
。
ま

た
そ
の
論
旨
は
、
第
二
一回
全
国
若
手
哲
学
研
究
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

に
お
け
る
大
庭
健
、
永
井
俊
哉
、
永
井
均
の
三
名
に
よ
る
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
際
し
て
発
表
し
た
も
の
（正
確
に
い
え
ば
そ
の
と
き
配

布
し
か
つ
読
み
上
げ
た
文
書
）
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
大
庭
氏
の
応
答
を
考
慮
に
入
れ
て
、
全
面
的

に
書
き
直
す
べ
き
か
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
は
行
わ
な
か
っ
た
。

一
つ
の
理
由
は
、
本
誌
に
同
時
に
掲
載
さ
れ
る
は
ず
の
大
庭
氏
自

身
の
論
文
が
、
私
の
こ
の
批
判
に
対
し
て
よ
り
的
確
に
答
え
て
く

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
面

倒
く
さ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
、
参
照
や
引
用
は
す
べ
て
上
掲
『道
徳
の
理
由
』
か
ら
で

あ
り
、
氏
名
の
敬
称
は
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

１
　
例
の
不
適
切
さ
と
物
象
化
さ
れ
た
「
道
徳
」

大
庭
論
文
は
二
つ
の
事
例
の
提
示
か
ら
始
ま
る
。
喉
が
渇
い
て

農
家
の
果
物
を
盗
む
例
と
、
巨
富
を
た
め
込
ん
だ
暴
力
団
組
長
を

催
眠
術
に
よ
っ
て
自
殺
さ
せ
て
革
命
の
資
金
を
手
に
入
れ
る
例
で

あ
る
。
大
庭
は
、
こ
の
二
例
に
共
通
す
る
も
の
は
自
己
利
害
と
道

徳
の
要
求
の
衝
突
で
あ
る
と
言
う
（６
１
７
頁
）
。
し
か
し
、
そ

う
だ
ろ
う
か
。
前
者
で
は
「目
撃
者
は
い
な
い
し
、
農
家
に
も
実

害
を
与
え
な
い
」
（４
頁
）
以
上
、
ま
た
後
者
で
は
「彼
が
死
ん

で
も
嘆
き
悲
じ
む
人
は
一人
と
て
存
在
し
な
い
し
、
最
近
は
本
人

も
死
に
た
が
っ
て
い
る
」
（５
頁
）
以
上
、
い
ず
れ
も
そ
の
実
行

こ
そ
が
む
し
ろ
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
に
貢
献
す
る
と
も
い

え
よ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
こ
の
二
例
は
む
し
ろ
、
例
え
ば

義
務
論
対
目
的
論
の
モ
ラ
ル
・
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（道
徳
相
互
の
対

立
）
の
事
例
と
み
る
方
が
適
切
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
場
合
、

大
庭
は
「盗
む
な
」
「殺
す
な
」
と
い
う
一般
的
道
徳
律
を
物
神

均
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崇
拝
す
る
カ
ン
ト
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
見
に

よ
れ
ば
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
一般
的
道
徳
律
の
一般
的
妥
当
性

を
前
提
と
し
た
上
で
、
更
な
る
道
徳
的
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
し
、
ま
た
行
う
べ
き
で
あ
る
（道
徳
的
に
）と
さ
え
言
え
よ
う
に
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
二
例
を
「ホ
ワ
イ
ｏ
ビ
ド
。
モ
ラ
ル
？
」

問
題
の
事
例
と
見
る
の
は
無
理
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
い
か
な
る
道

徳
的
観
点
か
ら
み
て
も
一致
し
て
問
題
な
く
悪
で
あ
り
不
正
で
あ

る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
や
人
物
、
つ
ま
り
例
え
ば
結
論
部

で
言
わ
れ
る
「他
人
の
真
面
目
さ
に
依
存
し
な
が
ら
、
し
か
し
、

そ
れ
を
足
蹴
に
し
て
利
用
し
つ
く
す
、
と
い
う
以
外
の
な
に
へ
あ

で―湖
副
測
脚
　
（２８
頁
、
強
調
引
用
者
）
こ
と
が
始
州
洲
引
が
か
つ

て
い
る
よ
う
な
行
為
や
人
物
に
関
し
て
、
そ
れ
を
し
て
は
い
け
な

い
理
由
、
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
理
由
を
、
あ
え
て
問
い
か

え
す
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
こ
の
問
題
の
哲
学
的
眼
目
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
０
。
大
庭
の
事
例
設
定
は
――
か
り
に
大
庭
自
身
は
ミ
ス

リ
ー
ド
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
――
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

２一。関
連
し
て
疑
間
に
思
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
道
徳
的
な
人
物
は

道
徳
な
る
モ
ノ
を
「気
に
す
る
」
と
い
う
仕
方
で
道
徳
的
な
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
「物
象
化
的
錯
視
」
で

は
な
い
か
。
そ
ん
な
モ
ノ
を
媒
介
せ
ず
に
端
的
に
他
者
の
こ
と
を

「気
に
す
る
」
が
ゆ
え
に
、
結
果
と
し
て
た
ま
た
ま
道
徳
的
と‐♂

言
え
る
行
為
が
実
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
在
り
方
の
ほ
う
が
、
む

し
ろ
容
易
で
正
常
で
あ
り
、
か
つ
道
徳
的
価
値
も
高
い
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
道
徳
を
非
常
に
気
に
し
て
そ
れ
に

ど
っ
ぷ
り
浸
っ
た
悪
魔
的
人
物
も
い
れ
ば
、
そ
ん
な
も
の
を
全
然

気
に
し
な
い
善
人
も
沢
山
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

更
に
蛇
足
を
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
自
体
的
に
存
在
す
る
「道

徳
」
な
る
モ
ノ
を
気
に
す
る
と
い
う
形
の
道
徳
性
把
握
に
は
、
現

実
的
に
見
て
も
明
ら
か
な
道
徳
的
難
点
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ

る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
ど
ん
な
対
立
に
お
い
て
も
自
分
の
側
に
道
徳

的
優
位
性
を
認
め
な
い
で
は
（相
手
を
道
徳
的
に
非
難
し
な
く
て

は
）
気
が
す
ま
な
い
タ
イ
プ
の
人
物
を
作
り
出
し
、
道
徳
的
価
値

を
闘
争
手
段
と
し
た
（も
は
や
道
徳
的
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
な
い
）

高
次
の
闘
争
を
生
み
出
し
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
、
道
徳
的

価
値
に
、
美
、
健
康
、
名
誉
、
金
銭
、
権
力
、
等
の
自
体
的
価
値

と
並
び
立
つ
、
そ
れ
が
作
り
出
す
実
益
と
は
独
立
の
ニ
ヒ
リ
ス
テ

ィ
ッ
シ
ュな
自
体
的
価
値
（
「目
撃
者
は
い
な
い
し
、
農
家
に
も

実
益
は
与
え
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
／
が
ゆ
え
に
こ
そ
尊
い
行

為
！
）
を
与
え
、
道
徳
的
価
値
の
獲
得
と
所
有
の
機
会
を
求
め
て
、

苦
悩
、
災
難
、
貧
困
、
差
別
、
圧
政
を
ハ
イ
エ
ナ
の
よ
う
に
探
し

求
め
る
道
徳
的
守
銭
奴
た
ち
を
産
み
出
し
が
ち
で
あ
る
。

２

「
無
道
徳
的
」
と
は
何
か
？
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次
い
で
大
庭
は
「た
ん
に
非
道
徳
的
な
行
な
い
を
重
ね
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
道
徳
を
気
に
し
な
い
こ
と
」
（９
１
１０

頁
）
を
「無
道
徳
的
」
と
規
定
す
る
。
「行
為
を
選
択
す
る
に
当

た
っ
て
、
道
徳
を
全
く
勘
定
に
入
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人

は
無
道
徳
的
な
の
で
あ
る
」
（１０
頁
）
。
「道
徳
」
を
「勘
定
に

入
れ
る
／
な
い
」
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
り
、
「道
徳
」
と
は

勘
定
に
入
れ
た
り
入
れ
な
か
っ
た
り
で
き
る
よ
う
な
実
体
な
の
か
、

と
い
う
問
い
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
問
わ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
点

で
は
大
庭
風
の
理
解
を
前
提
し
た
と
し
て
も
、
「道
徳
を
全
く
勘

定
に
入
れ
て
い
な
い
」
人
物
と
は
、
文
字
通
り
に
と
れ
ば
、
ほ
と

ん
ど
狂
気
に
近
い
ほ
ど
愚
か
な
人
物
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
庭
の

批
判
対
象
が
そ
の
よ
う
な
人
物
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
批

判
対
象
で
あ
る
「無
道
徳
的
」
な
人
物
と
は
、
「道
徳
を
全
く
勘

定
に
入
れ
な
い
」
人
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「道
徳
の
要
求
」
を

他
の
諸
要
求
と
並
び
立
つ
一
つ
の
要
素
と
し
て
の
み
考
慮
に
入
れ

る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
最
優
先
の
要
求
と
は
認
め
な
い
人
物
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
よ
う
な
人
物
が
無
道
徳
的
→
８
９
”じ

と
呼
ば
れ
う
る
理
由
は
、
道
徳
的
要
求
と
い
う
概
念
が
そ
れ
自
体

の
内
に
「他
の
諸
要
求
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
」
と
い
う
意
味
を

（不
当
に
も
！
）含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
ぃ
。
こ
の
よ
う
に
理
解

し
た
と
き
、
道
徳
的
（８
９
”こ
な
人
物
と
無
道
徳
的
→
８
９
”じ

な
人
物
の
対
比
は
、
理
念
型
と
し
て
意
味
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ

２
一
。大

庭
は
そ
の
例
解
と
し
て
、
Ａ
、
Ｂ
二
人
の
人
物
を
対
比
さ
せ

て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
非
道
徳
的
行
為
を
行
な
い
、
社
会
的
制
裁

を
受
け
た
と
き
、
道
徳
を
気
に
す
る
Ｂ
は
、
そ
れ
を
「正
当
な
も

の
」
と
受
け
と
め
る
が
、
無
道
徳
的
な
Ａ
は
『い
わ
れ
な
き
』
非

難
。制
裁
」
と
し
か
受
け
と
め
な
い
（１２
頁
）
。
だ
が
、
ま
ず
第

一に
、
人
間
社
会
に
道
徳
と
い
う
社
会
制
度
が
存
在
す
る
こ
と
の

理
由
を
理
解
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
単
に
愚
か
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
。
Ａ
が
無
道
徳
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
愚
か
で
は
な
い

と
す
れ
ば
、
お
の
れ
に
向
け
ら
れ
た
非
難
。制
裁
を
「い
わ
れ
な

き
」
も
の
と
は
受
け
と
め
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
道
徳
に
「規
範
と

し
て
の
拘
束
力
」
（１２
頁
）
が
あ
る
こ
と
も
認
め
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
し
Ａ
が
、
無
道
徳
的
で
は
あ
る
が
し
か
し
道
徳
の
本
質
´

に
つ
い
て
の
鋭
利
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
つ
何
時

も
道
徳
の
要
求
に
従
う
べ
き
だ
、
と
い
う
高
次
の
要
求
が
道
徳
と

い
う
制
度
に
内
在
し
、
規
範
的
拘
束
力
を
持
つ
こ
と
も
承
認
し
つ

つ
、
さ
ら
に
そ
の
要
求
を
「く
だ
ら
な
い
迷
信
」
（１２
頁
）
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
「密
室
で
の
実
害
な
き
違
反
」

状
況
で
も
「道
徳
の
求
め
に
従
う
べ
き
だ
」
（１３
頁
）
と
い
う
、

さ
ら
な
る
「道
徳
の
求
め
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
十
分
認
め
つ
つ、

な
お
も
そ
れ
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「く
だ
ら
な
い
と

は
思
い
つ
つ
も
、
道
徳
を
勘
定
に
入
れ
て
行
為
を
選
択
す
る
よ
う
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に
な
る
」
（１３
頁
）
と
は
こ
の
次
元
で
言
わ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

規
範
と
し
て
の
拘
束
性
か
、
他
人
の
反
応
を
予
測
す
る
た
め
の
事

実
的
規
則
性
か
、
と
い
う
三
分
法
は
、
こ
の
問
題
の
考
察
に
と
っ

て
は
、
粗
雑
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

す
る
と
、
Ａ
と
Ｂ
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
Ａ
が
「他
の
諸
要
求
に
優
先
さ
れ
る
べ
き
」
と
い
う
要
求
を
内

に
含
ん
だ
そ
の
「道
徳
の
要
求
」
そ
れ
自
体
を
、
再
び
他
の
諸
要

求
と
並
び
立
つ
一
つ
の
要
素
と
し
て
の
み
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が

で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
は
可
能
的
に
は
無
限
過
程
で
あ
り
、

無
道
徳
主
義
に
向
け
ら
れ
た
（例
え
ば
こ
の
論
文
で
大
庭
が
提
示

す
る
よ
う
な
）
道
徳
主
義
的
非
難
を
、
Ａ
は
ど
こ
ま
で
も
こ
の
よ

う
な
仕
方
で
、
受
け
入
れ
つ
つ
も
「無
―
（ａ
ｌ
と
化
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
Ａ
は
、
密
室
で
の
実
害
な
き
違
反
が

可
能
な
状
況
に
お
い
て
、
と
き
に
は
確
か
に
「い
さ
さ
か
も
悪
び

れ
ず
に
非
道
徳
的
な
行
為
を
選
択
す
る
」
（１３
頁
）
で
あ
ろ
う
が
、

と
き
に
は
逆
に
、
い
さ
さ
か
も
善
び
れ
ず
に
（？
）道
徳
的
な
行
為

を
選
択
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
ん
な
こ
と
に
た
い
し
た
重
要

性
を
認
め
な
い
。
（無
道
徳
的
人
間
は
ま
さ
に
，日
Ｒ
Ｌ
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
「仏
ご
こ
ろ
を
出
し
や
が
っ
て
」
な
ど
と
い
う
非
難

を
も
意
に
介
さ
ず
、
善
行
を
為
す
こ
と
を
少
し
も
恥
じ
な
い
！
）。

そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
多
分
、
い
か
な
る
規
範
も
究
極
的
に
は
た

だ
、
従
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
の
み
従
う
べ
き

も
の
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
違
い
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る

か
否
か
の
み
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
「無
―
（ａ
ｌ
と
の
意
味
な
の
だ
。

３
　
道
徳
外
的
価
値
は
す
べ
て
利
己
的
か
？

こ
の
論
点
に
関
し
て
は
、　
コ
メ
ン
テ
ィ
タ
ー
の
土
屋
が
適
切
な

指
摘
を
行
っ
て
い
る
（３５
頁
）。
土
屋
の
論
点
は
二
つ
あ
り
、　
一
つ

は
「道
徳
と
自
己
利
害
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
排
反
す
る
の
か
」
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
「道
徳
と
衝
突
す
る
の
は
自
己
利
害
だ
け
な

の
か
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
重
大
な
論
点
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
大
庭
は
強
調
体
で
「エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
問
題
化
し
な
い
倫

理
学
は
、
倫
理
学
で
は
な
い
」
（４０
頁
）な
ど
と
い
う
全
然
的
外
れ

な
た
ん
か
を
切
る
だ
け
で
、
土
屋
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
な
い

（こ
の
点
に
関
し
て
は
、
く
れ
ぐ
れ
も
大
庭
の
リ
プ
ラ
イ
を
再
読

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
日
々
「道
徳
を
気
に
し
て
」
生
き
て
い
る

人
が
後
学
の
質
問
に
対
し
て
い
か
な
る
答
え
方
を
す
る
か
を
知
る

だ
け
で
も
、
論
文
の
内
容
を
理
解
す
る
以
上
に
、
こ
の
問
題
に
つ

い
て
考
え
る
際
の
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
）。

第
一点
に
つ
い
て
。
大
庭
は
別
の
箇
所
で
「ど
ん
な
に
利
他
的

な
目
標
で
あ
っ
て
も
、
も
し
そ
れ
が
本
人
の
強
い
欲
求
の
対
象
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
標
は
自
己
利
害
の
一部
で
あ
る
、
と
み
な

す
こ
と
も
で
き
る
」
（７
頁
）と
言
っ
て
い
る
。
私
に
は
非
常
に
す
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が
す
が
し
い
響
き
を
持
つ
こ
う
し
た
言
い
方
を
、
大
庭
は
「非
常

に
嫌
な
響
き
を
持
つ
」
と
言
い
、
そ
の
理
由
と
し
て
「ど
ん
な
に

厳
粛
な
自
己
犠
牲
的
な
行
な
い
も
『し
ょ
せ
ん
は
本
人
の
自
己
満

足
よ
」
と
く
く
ら
れ
て
終
わ
り
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
」
（７
頁
）

と
言
う
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
厳
粛
な
自
己
犠
牲
的
な
行
な
い
も

同
時
に
ま
た
自
己
満
足
で
も
あ
り
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
喜
ん
で
為

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
と
と
も

に
、
ま
た
喜
ば
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
さ
え
認
め
た

が
ら
な
く
さ
せ
る
道
徳
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
力
さ
に
は
、
た
だ
驚

嘆
す
る
ほ
か
は
な
い
。
（と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
「自
己
犠
牲
」

は
「厳
粛
」
な
ん
で
す
か
？
）

第
二
点
に
つ
い
て
。
■
〓Ч
ｇ
８
８
，ぉ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、

道
徳
外
的
価
値
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
昨
年
度
の
千

葉
大
学
文
学
部
に
お
け
る
集
中
講
義
の
際
、
あ
る
学
生
が
興
味
深

い
答
案
を
書
い
て
く
れ
た
の
で
、
議
論
の
素
材
と
し
て
そ
れ
を
紹

介
し
た
い
と
思
う
。

「自
分
自
身
が
，ヨ
辱
ｇ
８
９
”】だ
と
い
う
問
い
を
発
し
た
と

き
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
私
は
大
学
に
入
っ
て
以
来
写

真
と
い
う
も
の
を
表
現
手
段
（ひ
ど
く
語
へ
い
も
あ
る
語
で
あ
る

が
と
り
あ
え
ず
話
を
す
す
め
る
た
め
に
こ
う
書
く
）
と
し
て
い
る

の
だ
が
、
写
真
と
い
う
も
の
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
ブ
ー
が
あ
り
、

中
で
も
興
味
深
い
も
の
は
「
（写
真
に
写
っ
て
い
る
）
人
の
顔
に

は
イ
タ
ズ
ラ
を
し
て
は
い
け
な
い
（描
い
て
は
い
け
な
い
と
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
私
は
よ
く
写
真
の
裏
か
ら
表
に
向
け
て
釘
を
打

つ
と
い
う
手
法
を
好
ん
で
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
必
ず

よ
せ
ら
れ
る
批
判
は
「人
の
頭
（顔
）
に
釘
を
う
っ
て
は
い
け
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
根
拠
も
必
ず
「そ
れ
は

不
道
徳
な
事
で
あ
る
か
ら
だ
」
な
の
だ
。
写
真
家
の
倫
理
観
な
ど

と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
こ
れ
ら
の
批
判
に
対

し
て
常
に
思
う
と
こ
ろ
は
「な
ぜ
（私
は
）
道
徳
的
制
約
の
も
と

に
写
真
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
な
の

だ
が
、
こ
の
場
合
に
い
う
不
道
徳
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
？
　
第
一に
考
え
ら
れ
る
主
張
と
し
て
は
、
写
真
に
写
っ

て
い
る
人
物
に
対
し
て
精
神
的
害
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、
第
二

に
、
写
真
の
デ
ィ
セ
プ
タ
ー
に
精
神
的
害
（多
く
は
不
快
感
）
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
一
の
も
の
に
つ
い
て
は

実
は
真
に
不
道
徳
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
も
提
し
う
る
が
、
こ
こ

で
は
一応
認
め
て
お
く
。
私
自
身
の
疑
間
は
な
ぜ
不
道
徳
か
で
は

な
く
、
な
ぜ
不
道
徳
で
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
か
ら
。
第
二
の
不
道
徳
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
そ
の
不
道
徳

さ
が
写
真
の
目
的
な
の
で
あ
る
。
芸
術
（と
言
っ
て
し
ま
お
う
）

は
そ
の
語
源
に
よ
り
人
の
心
の
変
化
（＝
新
し
い
知
）
を
も
た
ら

す
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。
芸
術
は
不
道
徳
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う

と
成
立
し
え
る
も
の
で
あ
る
の
だ
。
さ
て
第
一、
第
二
の
不
道
徳
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を
不
道
徳
で
あ
る
と
認
め
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、

プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
私
は
不
利
益
を
こ
う
む
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ど
ん
な
不
利
益
を
こ
う
む
る
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
？
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
魂
の
不
調
和

と
い
う
こ
と
で
も
考
え
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
道
徳
的
世
界
に
お
け
る
魂
の
調
和
な
ど
誰
か
に
く
れ
て
し
ま

っ
て
道
徳
外
に
あ
る
知
に
価
値
を
お
く
こ
と
を
、
選
択
し
て
も
い

い
で
は
な
い
か
？
　
こ
れ
が
私
の
ヽ^ヨ
辱
ｇ
８
９
”ヽ
で
あ
る
。

美
は
本
質
的
に
邪
悪
な
る
知
で
あ
る
の
だ
」
（全
文
、
原
文
の
ま

ま
）。芸

術
的
価
値
以
外
に
も
、
例
え
ば
何
ご
と
に
も
動
じ
な
い
安
心

立
命
の
境
地
に
立
つ
こ
と
を
人
生
の
目
標
と
し
た
人
の
「無
道
徳

性
」
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
利
己
的
な

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
提
起
に
と
ど
め
る
。

４
　
呼
応
可
能
性
は
道
徳
的
責
任
に
直
結
す
る
か
？

「他
者
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
応
じ
ら
れ
る
と
い
う
呼
応
の

可
能
性
こ
そ
が
自
己
で
あ
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
道
徳
と
は
こ

の
呼
応
可
能
性
（レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
イ
）
の
一般
化
さ
れ
た
形

態
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
合
理
的
無
道
徳
主
義
者
は
道
徳
的

な
責
任
が
人
間
の
条
件
と
し
て
の
呼
応
可
能
性
と
表
裏
一体
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
誤
っ
て
い
る
六
２６
‐
２７
頁
、

市女』日）。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
道
徳
的
責
任
を
果
た
さ
な
い
と
（つ

ま
り
大
庭
の
言
う
意
味
で
無
道
徳
的
で
あ
る
と
）
自
己
で
あ
る
た

め
の
条
件
が
無
く
な
る
の
だ
か
ら
、
自
己
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
形
而
上
学
的
な
「真
の
自
己
」
で
も
想

定
し
な
い
限
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
無
道

徳
的
で
あ
る
こ
と
も
反
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
も
、
す
べ
て
人
―
間

的
呼
応
の
一形
態
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
な
い
（大
庭
の
議

論
に
従
え
ば
、
単
純
に
い
え
ば
、
悪
人
が
自
閉
症
患
者
に
な
っ
て

し
ま
う
！
）。　
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
道
徳
的
な
レ
ス
ポ
ン

ス
と
そ
う
で
な
い
レ
ス
ポ
ン
ス
と
を
区
別
す
る
必
要
が
生
じ
、「道

徳
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
レ
ス
ポ
ン
シ
ビ
リ
テ
イ
の
一般
化
さ
れ
た

形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（２６
頁
）と
い
う
認
定
に
よ
っ
て
道
徳
的

た
る
べ
き
こ
と
を
論
証
し
、
そ
れ
を
「小
論
の
結
論
」
と
す
る
大

庭
論
文
全
体
が
ま
っ
た
く
無
意
味
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ

２つ。土
屋
も
３０
１
３‐
頁
で
類
似
の
論
点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ

を
事
実
か
ら
当
為
へ
の
飛
躍
の
問
題
に
収
敏
さ
せ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
大
庭
論
文
の
根
本
的
欠
陥
を
暴
く
こ
と
に
は
成
功
し
な
か
っ

た
。
大
庭
は
そ
れ
に
対
し
て
当
然
に
も
い
わ
ゆ
る
「自
然
主
義
的

誤
謬
」
を
誤
謬
と
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
応
答
し
て
い
る
（異

な
る
論
拠
か
ら
で
は
あ
る
が
、
そ
の
点
だ
け
に
関
し
て
な
ら
ば
私
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は
大
庭
に
賛
成
で
き
る
）
が
、
こ
の
応
答
は
し
か
し
、
大
庭
が
呼

応
可
能
性
に
よ
る
自
己
成
立
の
議
論
を
持
ち
出
し
て
き
た
そ
も
そ

も
の
理
由
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
２４
頁
に
お
い
て

プ
ラ
ト
ン
以
来
の
「真
の
自
己
」
の
議
論
に
お
い
て
は
「『真
の
』

と
い
う
形
容
詞
の
う
ち
に
『成
る
べ
き
」
と
い
う
規
範
的
な
意
味

が
始
め
か
ら
含
ま
れ
て
い
た
」
こ
と
を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し
て

「自
己
が
現
に
自
己
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
い
か
な
る
事
情
の
お

か
げ
で
あ
る
か
、
と
い
う
事
実
を
確
認
し
」
（い
ず
れ
も
強
調
は

原
文
！
）
直
す
こ
と
を
提
案
し
て
、
呼
応
可
能
性
の
議
論
に
入
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「真
の
」
に
「成
る
べ
き
」
の
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
は
批
判
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「呼
応
可
能
性
」

に
「果
た
す
べ
き
責
任
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
う

で
は
な
い
、
と
言
え
る
論
拠
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
私
に
は
、

プ
ラ
ト
ン
そ
の
他
の
人
々
と
言
え
ど
も
「自
己
が
現
に
自
己
で
あ

る
と
き
、
そ
れ
は
い
か
な
る
事
情
の
お
か
げ
で
あ
る
か
」
と
い
う

事
実
を
確
認
し
直
し
た
つ
も
り
で
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
大
庭
が
批
判
す
る
そ
う
し
た
人
々
と
大
庭
自
身
と
の

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
１４
ｏ

し
か
し
も
し
、
大
庭
の
議
論
は
私
が
想
定
す
る
よ
り
も
遥
か
に

低
水
準
の
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
が
現
に
自
己
で
あ
る
の
は
他
者

の
お
か
げ
な
の
だ
か
ら
、
他
者
へ
の
恩
返
し
を
忘
れ
て
は
い
け
な

い
、
と
い
う
程
度
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
お
か
げ
を
こ
う
む

っ
て
い
る
者
は
恩
返
し
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
と
反
間

す
る
だ
け
で
話
は
終
わ
り
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
い
ま
問
わ
れ
て

い
る
問
い
（く
〓Ч
ｇ
ヨ
９
Ｌ
や
）
そ
の
も
の
な
の
だ
か
ら
、
「恩

は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（と
い
う
「道
徳
的
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
」
の
一バ
ー
ジ
ョ
ン
）
を
自
明
の
前
提
と
す
る
議
論
が

問
題
に
す
る
に
値
し
な
い
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰

の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
以
上
の
批
判
は
す
べ
て
、
大
庭
風
「人
―
間
」
の
形
而

上
学
を
か
り
に
認
め
た
上
で
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
自
体
に
対
す

る
批
判
は
ま
た
別
の
話
題
に
属
す
る
修
。

５
　
合
理
的
無
道
徳
主
義
者
か
ら
の
み
な
る
社
会
は
存

立
不
可
能
か
？

「そ
の
よ
う
に
、
こ
の
程
度
の
小
さ
な
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て

も
…
、
と
合
理
的
な
計
算
を
め
ぐ
ら
す
と
き
、
あ
な
た
は
、
『自

分
の
小
さ
な
違
反
に
よ
っ
て
人
の
間
が
解
体
す
る
こ
と
も
な
い
し
、

社
会
が
ア
ノ
ミ
ー
と
化
す
こ
と
も
あ
る
ま
い
』
と
い
う
こ
と
を
当

て
に
し
て
い
る
」
（２７
頁
）。
こ
れ
は
単
に
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ

ろ
う
。
「小
さ
な
違
反
」
（違
反
と
い
う
こ
の
言
い
方
自
体
が
私

に
は
少
々
不
可
解
だ
が
例
え
ば
キ
セ
ル
？
）
に
よ
っ
て
、
現
に
人

の
間
が
解
体
す
る
こ
と
も
、
社
会
が
ア
ノ
ミ
ー
と
化
す
こ
と
も
な

い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
当
て
に
し
て
困
る
こ
と
は
何
も
な
い
。
キ
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セ
ル
は
ま
さ
に
キ
セ
ル
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
乗
客
が

常
に
行
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の
乗
客
が
キ
セ
ル

可
能
な
状
況
下
で
は
必
ず
キ
セ
ル
を
行
う
よ
う
な
鉄
道
運
賃
シ
ス

テ
ム
は
、
そ
れ
な
り
に
健
全
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
成
員

が
実
は
合
理
的
な
無
道
徳
主
義
者
で
あ
り
、
法
と
道
徳
を
（尊
重

す
る
振
り
を
し
つ
つ
）
ウ
マ
ク
利
用
す
る
社
会
は
、
十
分
成
立
可

能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（そ
し
て
、
道
徳
を
気
に
し
て
い
る

と
い
う
自
己
意
識
の
下
で
生
き
て
い
る
人
を
含
め
て
、
実
は
こ
の

社
会
が
そ
う
い
う
社
会
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
を
私
は

今
も
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
…
）。　
い
ず
れ
に
せ
よ
、

普
遍
妥
当
性
の
原
理
の
ご
と
き
道
徳
原
理
を
前
提
に
し
な
い
限
り
、

小
さ
な
違
反
が
社
会
を
ア
ノ
ミ
ー
化
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。

「と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
は
、
多
く
の
真
面
目
な
人
々
は
バ

カ
正
直
に
違
反
も
せ
ず
に
責
任
を
果
た
す
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と

を
当
て
に
し
て
い
る
」
（２７
頁
）。
か
り
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ

う
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
は
何
故
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ

が
、
い
ま
問
わ
れ
て
い
る
問
題
で
は
な
い
か
（ひ
ょ
っ
と
し
て
大

庭
は
、
そ
う
い
う
問
題
を
自
分
で
持
っ
た
こ
と
が
一度
も
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
）。
例
え
ば
普
遍
化
可
能
性
の
原
理
の
ご
と
き

何
ら
か
の
道
徳
原
理
を
前
提
に
す
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
を
当

て
に
し
て
は
い
け
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
ろ
う
か
。

６
　
大
庭
論
文
に
内
容
は
あ
る
か
？

「合
理
的
な
無
道
徳
主
義
者
と
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

他
人
の
真
面
目
さ
に
依
拠
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
れ
を
足
蹴
に

し
て
利
用
し
つ
く
す
、
と
い
う
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
六
２８

頁
）。
大
庭
は
こ
れ
を
議
論
の
結
論
と
し
て
語
る
が
、
問
題
は
ま

さ
し
く
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
■
辱
ｇ
ヨ
Ｒ
Ｌ
一

と
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
に
「足
蹴
に
し
て
利
用
し
」
て
は
い

け
な
い
理
由
を
問
う
問
い
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
？
　
「な
ぜ

道
徳
を
気
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
題
さ
れ
た
こ

の
論
文
は
、
そ
の
問
題
が
や
っ
と
こ
れ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
と
こ

ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
大
庭
は
土
屋
の
大
庭
批
判
の
エ
ッ
セ
ン
ス

は
上
に
引
用
し
た
事
実
を
「最
大
限
に
無
害
化
ｏ些
末
化
す
る
と

こ
ろ
に
尽
き
る
」
（４０
頁
）と
言
う
が
、
そ
の
原
因
は
た
だ
一
つ
、

大
庭
論
文
自
体
が
、
無
害
で
些
末
な
事
例
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を

徐
々
に
誇
張
し
有
害
化
し
て
い
く
、
と
い
う
以
上
の
内
容
を
持
た

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

７
　
学
を
偽
装
し
た
「
た
ん
か
」
と
し
て
の

倫
理
学
は
い
い
加
減
に
消
滅
し
て
欲
し
い

も
の
だ
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最
後
に
大
庭
は
、
あ
た
か
も
こ
れ
ま
で
の
論
述
が
理
に
従
っ
た

（合
理
的
な
）
説
得
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
「そ
れ
で
も
な
お
、

道
徳
な
ど
気
に
す
る
必
要
は
な
い
、
と
胸
を
そ
び
や
か
す
人
が
い

る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
を
、
理
に
従
っ
て
（合
理
的
に
，
）

説
得
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
か
も
知
れ
な
い
」
（２８
頁
）と

述
べ
て
、
「尊
厳
」
と
い
う
さ
ら
に
暖
昧
な
評
価
語
を
送
り
出
し

て
結
び
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
新
た
に
つ
け
加
え
る
べ

き
批
評
は
私
に
は
も
は
や
な
い
。
こ
の
点
を
突
い
た
土
屋
の
「そ

も
そ
も
『尊
厳
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
さ
す
の
か
、

何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
意
味
不
明
で
あ
る
」
（３２
頁
）と

い
う
批
判
に
対
し
、
大
庭
は
そ
れ
を
「全
う
な
批
判
」
（４０
頁
）で

あ
る
と
認
め
て
い
る
。

な
お
微
か
に
知
的
誠
実
の
名
残
り
が
感
じ
と
れ
る
こ
の
発
言
に

対
し
て
、
花
崎
泉
平
は
そ
の
書
評
（
『理
想
』
六
五
一号
）
に
お

い
て
次
の
よ
う
に
評
言
を
与
え
て
い
る
。
「私
に
言
わ
せ
て
も
ら

え
ば
、
こ
こ
で
こ
そ
彼
に
た
ん
か
を
切
っ
て
欲
し
か
っ
た
。
議
論

の
タ
ー
ム
と
し
て
『尊
厳
」
を
持
ち
出
す
の
は
土
俵
は
ず
し
で
あ

る
か
の
よ
う
に
説
明
を
求
め
る
評
者
に
対
し
て
、
そ
の
『自
由
主

義
』
の
限
界
を
反
問
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
『尊
厳
』
と
は

何
か
を
自
分
の
問
い
と
し
て
持
ち
、
他
者
と
共
に
問
い
も
す
る
の

で
な
い
倫
理
学
と
は
ど
う
い
う
学
で
あ
る
の
か
、
と
」
（‐２４
頁
）。

問
題
が
「自
由
主
義
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
文
脈
に
あ
る
こ
と

も
、
ま
た
、
土
屋
は
ま
さ
に
そ
こ
で
「尊
厳
」
と
は
何
か
を
問
う

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
な
こ
と
だ
か
ら
、
そ
の
点
を
あ
げ
つ
ら
う

の
は
や
め
よ
う
。
だ
が
、
議
論
の
タ
ー
ム
と
し
て
「尊
厳
」
を
持

ち
出
す
こ
と
は
、
「土
俵
は
ず
し
」
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
か
ら
証
明

す
べ
き
定
理
を
証
明
過
程
で
論
拠
の
一
つ
と
し
て
用
い
る
こ
と
と

同
様
、
ま
っ
た
く
の
論
外
と
い
う
ほ
か
は
な
い
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
。
大
庭
が
こ
の

問
題
に
関
し
て
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
し
て
批
判
す
る
（２３
頁
）

プ
ラ
ト
ン
で
さ
え
、
正
義
と
は
何
か
、
勇
気
と
は
何
か
、
の
説
明

要
求
に
延
々
と
応
じ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
議
論
の
タ
ー
ム

と
し
て
前
提
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
種
の
説
明

要
求
に
対
し
て
「た
ん
か
を
切
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
倫
理
学

と
は
ど
う
い
う
学
で
あ
る
の
か
。
私
は
大
庭
が
花
崎
の
よ
う
な
批

評
を
断
固
拒
否
す
る
こ
と
を
切
に
希
望
す
る
。

花
崎
の
書
評
は
、
我
田
引
水
に
よ
っ
て
自
分
の
信
念
を
吐
露
し

た
だ
け
の
、
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
き
独
善
的
政
治
文
書
に
す
ぎ

な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
種
の
道
徳
主
義
的
運
動
家
に
問
題
の
意

味
理
解
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
無
理
な
注
文
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ

れ
以
上
は
触
れ
な
い
１６
０
明
ら
か
な
こ
と
は
、
大
庭
が
た
ん
か
を

切
っ
て
問
題
を
切
り
上
げ
、
ま
た
花
崎
が
そ
れ
を
求
め
る
よ
う
な

ま
さ
に
そ
の
場
所
か
ら
こ
の
問
題
は
始
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
ん
か
を
切
り
た
く
な
る
ま
さ
に
そ
の
根
拠
を
、
答
が
ど
う
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出
る
か
の
予
断
を
一切
捨
て
て
、
専
ら
理
の
み
に
忠
実
に
、
ど
こ

ま
で
も
た
だ
議
論
に
よ
っ
て
、
突
き
進
ん
で
み
よ
う
、
み
た
い
、

み
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
い
、
と
感
じ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
お
よ

そ
哲
学
的
探
求
な
ど
始
ま
る
は
ず
も
な
い
。
そ
し
て
ヨ
辱
ｇ
ヨ
‐

Ｒ
Ｌ
”
と
い
う
問
題
は
、
よ
く
も
悪
く
も
極
め
て
哲
学
的
問
題
な

の
で
あ
る
。
大
庭
論
文
は
、
こ
れ
か
ら
哲
学
が
始
ま
る
と
い
う
と

こ
ろ
で
（恐
れ
を
な
し
て
？
）
逃
げ
出
し
て
い
る
。

大
庭
は
、
「実
際
に
大
庭
氏
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
」
は
「勧

め
、
説
得
し
、
嘆
願
す
る
こ
と
だ
け
」
（３４
頁
）で
あ
る
と
い
う
土

屋
の
指
摘
に
対
し
て
、
「
『禁
じ
、
強
制
で
き
る
理
由
を
示
す
』

こ
と
と
、
「勧
め
、
説
得
し
、
嘆
願
す
る
」
こ
と
は
…
二
項
対
立

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
…
。
大
庭
は
後
者
し
か
し
て
い
な
い
と
言

わ
れ
て
も
、
ど
う
言
え
ば
御
答
に
な
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
」

（３９
‐
４０
頁
）と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
は
ず
る
い
答
え
方
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
問
題
は
あ
く
ま
で
も
意
図
、
願
望
、
欲
求
の
方
向
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
前
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
探
究
の
結
果
と
し

て
「禁
じ
、
強
制
で
き
る
理
由
は
存
在
し
な
い
こ
と
」
や
「禁
じ
、

強
制
で
き
な
い
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
」
が
わ
か
っ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
を
率
直
に
受
け
入
れ
、
新
し
い
知
見
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
心

か
ら
喜
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

は
っ
き
り
と
し
た
二
項
対
立
が
存
在
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
私

は
、
実
は
後
者
を
意
図
し
て
い
る
（の
に
そ
れ
を
ご
ま
か
し
て
前

者
で
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
た
り
、
さ
ら
に
は
二
項
対
立
で
は
な

い
な
ど
と
言
い
逃
れ
を
す
る
）
よ
う
な
見
せ
か
け
の
哲
学
を
、
最

も
忌
ま
わ
し
い
も
の
と
感
じ
る
。

８
　
「道
徳
の
理
由
」
の問
題
は
「自
由
主
義
」
の問
題
と

無
関
係
で
あ
る

他
に
、
土
屋
と
大
庭
（ま
た
花
崎
）
の
共
通
理
解
（３９
頁
参
照
）

に
反
し
て
、
問
題
は
「自
由
主
義
の
立
場
に
立
つ
」
か
否
か
と
は

全
然
無
関
係
で
あ
る
こ
と
も
書
き
た
か
っ
た
が
、
す
で
に
規
定
枚

数
を
超
え
て
し
ま
っ
た
。　
一字
一円
の
印
刷
代
自
己
払
い
を
惜
し

ん
で
ご
く
簡
単
に
言
う
が
、
■
〓Ч
ｇ
ヨ
８
」
や　
の
問
い
は
、
自

由
主
義
者
を
も
脅
か
す
よ
う
な
、
も
っ
と
遥
か
に
根
底
的
な
、
ま

さ
に
「哲
学
的
」
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
問
い
な
の
だ
。
（そ

れ
に
し
て
も
、
わ
が
国
の
「倫
理
学
者
」
な
る
も
の
に
は
、
何
故

こ
れ
ほ
ど
ま
で
哲
学
精
神
が
欠
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
）

註
は
　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
『道
徳
の
理
由
』
所
収
の
拙
論
の
カ
ン

ト
批
判
の
箇
所
（八
九
―
九
〇
頁
）
を
訂
正
し
た
い
。
そ
こ
で

私
は
、
「行
為
の
概
念
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
道
徳
法
則

の
『べ
き
ヒ
と
「そ
れ
を
為
す
べ
き
か
否
か
の
■
辱
ｇ
日
Ｒ
Ｔ

】ゃ
の
水
準
の
『べ
き
」
を
直
接
対
立
さ
せ
た
が
、
そ
れ
は
誤
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り
で
あ
っ
た
。
両
者
の
中
間
に
、
カ
ン
ト
風
の
道
徳
法
則
の
存

在
を
前
提
と
し
て
為
さ
れ
る
（
「別
の
場
所
」
か
ら
の
）
更
な

る
道
徳
的
考
慮
の
「べ
き
」
を
設
定
し
、
そ
れ
を
設
定
し
な
か

っ
た
こ
と
で
カ
ン
ト
を
批
判
し
つ
つ
も
、
更
に
そ
の
上
に
、
そ

れ
を
為
す
べ
き
か
否
か
の
「ヨ
辱
ぎ
日
９
Ｌ
一
」
水
準
の

「べ
き
」
が
あ
る
と
い
う
、
三
段
階
説
を
主
張
す
べ
き
で
あ
っ

た
。

０
　
私
個
人
の
道
徳
的
理
想
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
二
つ
の

例
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
大
庭
が
「道
徳
の
要
求
」
（物
象

化
的
錯
視
！
）
に
反
す
る
行
為
と
み
な
す
選
択
肢
の
実
行
、
あ

る
い
は
そ
れ
を
心
安
ら
か
に
実
行
で
き
る
人
物
、
の
方
が
道
徳

的
価
値
が
高
い
。
第
一例
で
は
、
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
農
家

の
果
物
を
取
っ
て
食
べ
、
第
二
例
で
は
、
知
謀
を
尽
く
し
て
組

長
を
自
殺
さ
せ
、
資
金
を
手
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
感
じ
る
。
人

を
殺
す
こ
と
で
す
ら
、
道
徳
的
に
そ
う
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

を
為
し
え
な
い
弱
さ
こ
そ
が
痰
し
さ
と
な
る
場
合
が
あ
る
は
ず

だ
、
と
私
は
感
じ
る
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
種
の

対
立
は
、
決
し
て
「ホ
ワ
イ
・
ビ
ー
。
モ
ラ
ル
？
」
の
問
題
を

め
ぐ
る
対
立
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
　
大
庭
自
身
が
無
意
識
的
に
こ
の
概
念
枠
に
依
拠
し
て
い
る
こ

と
は
、
例
え
ば
一九
頁
最
終
段
落
で
の
「な
ん
ら
悪
い
こ
と
で

は
な
く
（い
こ
と
い
う
表
現
の
使
用
か
ら
読
み
取
れ
る
。
「悪

い
」
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
理
由
こ
そ
を
問
題
に
し
て
い
る

は
ず
の
ま
さ
に
そ
の
論
文
に
お
い
て
、
彼
は
「悪
い
」
と
い
う

語
を
「し
て
は
い
け
な
い
こ
と
」
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
「悪
い
こ
と
＝
し

て
は
い
け
な
い
こ
と
」
と
い
う
等
式
は
あ
ま
り
に
自
明
で
あ
る

た
め
、
そ
の
自
明
性
を
対
象
化
し
吟
味
す
る
作
業
は
殆
ど
不
可

能
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
そ
の
不
可
能
こ
そ
が
、

そ
の
よ
う
な
作
業
を
敢
え
て
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
は
ず
の
論

文
を
彼
に
書
か
せ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

に
　
『Φ８
ｏ易
ぃげＦ
の
概
念
を
め
ぐ
る
こ
の
議
論
は

Φヽ∽い３
げご

の
概
念
を
め
ぐ
る
ミ
ル
と
ム
ー
ア
の
対
立
に
類
比
的
で
あ

る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
う
で

は
な
い
。
後
者
に
関
し
て
、
私
は
ミ
ル
が
正
し
い
と
考
え
て
い
・

る
。
ミ
ル
の
主
張
は
３
∽”轟
げざ
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
的
主

張
で
は
な
く
、
人
々
が
実
際
に
望
ん
で
い
る
こ
と
こ
そ
が
望
ま

し
い
と
す
る
（
「真
の
望
ま
し
さ
」
の
存
在
を
拒
否
す
る
）
実

践
的
・党
派
的
主
張
で
あ
り
、
私
も
ま
た
、
普
通
の
人
々
が
普

通
に
行
う
こ
と
（事
実
）
の
中
に
し
か
価
値
の
根
拠
は
な
く
、

ム
ー
ア
的
な
「開
か
れ
た
問
い
」
も
ま
た
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
的
な
意
味
で
必
ず
「ど
こ
か
で
終
わ
る
」
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。

日
　
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
が
「心
の
欲
す
る
所
に
従
っ
て
矩
を
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こ
え
ず
」
（９
頁
）と
い
う
境
地
は
む
し
ろ
「人
間
」
で
あ
る
こ

と
を
や
め
た
者
の
境
地
、
つ
ま
り
矩
な
ん
て
つ
ま
ら
ん
も
の
が

消
え
る
と
同
時
に
我
欲
な
ん
て
も
の
も
無
く
な
っ
た
が
ゆ
え
に
、

そ
の
二
つ
の
区
別
も
な
く
な
っ
た
ヨ
モ
ダ
ジ
ジ
イ
の
境
地
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
（私
は
中
学
生
の
時
こ
の
言
葉
を
聞
き
か
じ

っ
て
当
然
そ
う
い
う
意
味
だ
と
勝
手
に
解
釈
し
て
い
た
の
で
、

高
校
の
漢
文
の
時
間
に
通
常
の
解
釈
を
教
え
ら
れ
た
時
の
驚
き

と
落
胆
は
大
き
か
っ
た
）。
と
こ
ろ
で
、
２
で
私
が
論
じ
た
無

道
徳
的
な
人
の
「無
―
」
の
境
地
は
、
こ
れ
に
少
々
似
て
は
い

ま
い
か
。

固　
拙
論
への言
及
箇
所
にだ
け
簡
単
に触
れ
てお
こう。
花
崎

は
拙
論
の
注
に
「関
係
の
非
対
称
性
に
つ
い
て
の
認
識
」
が
出

て
い
る
と
言
い
、
ま
た
私
が
「能
力
差
別
だ
け
は
永
遠
に
の
り

こ
え
ら
れ
な
い
「自
然
の
正
義
」
だ
と
述
べ
て
い
る
只
『理
想
』

‐２６
頁
、
強
調
花
崎
）
と
言
う
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
事
実
に

反
す
る
。
私
は
「能
力
差
別
だ
け
は
手
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
（９５
頁
、
強
調
引
用
時
）と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
人
類
が

水ヽ
遠
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
差
別
が
他
に
い
く
ら
も
あ
る
だ
ろ

う
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
私
の
論
旨
と
は
全
然
関
係
が
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
「ジ
ェ
ン
ダ
ー
、　
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
な
ど
を
ふ
く
む
も
っ

と
普
遍
的
な
条
件
と
し
て
の
非
対
称
性
の
場
を
直
視
す
る
必
要
」

（
『理
想
」
同
頁
）
な
ど
あ
る
わ
け
が
な
い
。
そ
も
そ
も
「関

係
の
非
対
称
性
」
な
ど
と
い
う
概
念
自
体
、
拙
論
の
問
題
構
成

と
何
の
関
係
も
な
し
に
、
花
崎
が
勝
手
に
持
ち
込
ん
で
き
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
「書
評
」
と
銘
打

っ
た
文
章
の
中
で
、
他
人
の
論
文
の
一部
を
全
体
の
論
旨
と
無

関
係
に
（し
か
も
当
該
箇
所
の
部
分
的
文
意
す
ら
歪
曲
し
て
）

切
り
と
り
、
あ
た
か
も
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
、
自
分
の
思
想

宣
伝
の
た
め
だ
け
に
平
然
と
利
用
で
き
る
、
こ
の
不
気
味
な
ま

で
の
尊
大
さ
は
、　
一体
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
？

（な
が
い
　
ひ
と
し
　
信
州
大
）
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