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ホ
ワ
イ
ｏ
ビ
ー

ー

客
　
観

主

Ｉ
　
こ
の
問
へ
の
応
答
を
混
乱
さ
せ
る
要
因

「な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
問
い
、
い
わ
ゆ

る
「道
徳
の
理
由
」
を
巡
る
問
題
は
解
答
を
示
し
に
く
い
問
い
で

あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
疑
問
文
の
持
つ
表
現
上
の
三
つ
の
曖
昧
さ
と

道
徳
観
の
相
違
に
原
因
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
問
い
に
応
答

す
る
た
め
に
、
こ
の
問
い
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
を
排
除
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
本
章
で
は
問
い
の
明
確
化
を
行
う
。

１
　
修
辞
疑
問
文
か
疑
問
文
か

こ
の
問
い
に
対
す
る
応
答
論
文
の
中
に
は
、
問
い
に
直
接
応
答

す
る
の
で
な
く
、
少
し
解
答
の
方
向
を
ず
ら
し
て
問
題
に
取
り
組

む
論
文
が
あ
る
。
い
わ
く
「ョ
辱
ｇ
日
Ｒ
Ｌ
問
題
を
∧
非
∨
内

在
的
な
視
点
か
ら
検
討
し
よ
う
」
（越
智
貢
「■辱
ｇ
Ｂ
Ｒ
Ｌ
問

題
の
陥
穿
」）、
「
「な
ぜ
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」
と

い
う
問
い
に
直
接
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（斉
藤
純
一
「思

〓一　
石
　
稔

憲

考
す
る
こ
と
と
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
」
）
な
ど
。

こ
の
よ
う
な
応
答
が
生
じ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
こ
の
問
い

が
二
通
り
に
読
め
る
た
め
で
あ
る
。　
一
つ
は
修
辞
疑
間
で
あ
る
。

そ
の
場
合
「な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
、
い
や
あ
る
必
要

は
な
い
」
と
い
う
心
情
告
白
と
し
て
、
そ
し
て
こ
の
問
い
へ
の
応

答
を
拒
否
す
る
意
志
表
明
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

う
一
つ
は
普
通
の
疑
問
文
、　
つ
ま
り
「道
徳
的
で
あ
る
べ
き
理
由

を
答
え
て
欲
し
い
」
と
い
う
問
い
と
し
て
理
解
で
き
る
一
し
た
が

っ
て
、
普
通
の
疑
問
文
と
し
て
読
む
な
ら
、
道
徳
に
従
う
べ
き
何

ら
か
の
理
由
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一方
で
、
修

辞
疑
間
に
対
し
て
疑
問
文
に
対
す
る
応
答
を
提
示
し
て
も
、
適
切

に
答
え
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
二
通
り
の
理
解
が
で
き
る
問
い
に
出
会
っ
た
倫
理

学
研
究
者
は
、
そ
の
人
が
倫
理
や
人
間
関
係
に
対
し
て
誠
実
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
道
徳
に
従
う
べ
き
理
由
を
答
え
る
こ
と
に
一生

懸
命
に
な
る
。
つ
ま
り
普
通
の
疑
問
文
と
し
て
解
釈
す
る
。
そ
れ

義 0

ヘ モ
フ

の ル
こ

の
答

え

批
判
―
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は
、
彼
ら
が
こ
の
問
い
を
修
辞
疑
間
と
理
解
し
て
質
問
者
を
切
り

捨
て
る
よ
り
も
、
誠
実
に
応
答
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
問
者
。応

答
者
と
い
う
言
語
を
媒
介
と
す
る
人
間
関
係
（議
論
の
場
）
を
構

成
、
維
持
す
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
修
辞
疑
問

は
、
普
通
の
疑
問
文
の
持
つ
、
質
疑
―
応
答
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
表
現
技
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
時
に
、
彼
ら
倫
理
学
研
究
者
が
自
己
の
存
在
理
由
と
考
え
る

「倫
理
」
の
価
値
を
お
と
し
め
る
修
辞
疑
間
を
質
問
者
の
日
か
ら

奪
い
取
り
、
自
分
の
前
か
ら
消
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
ら
で
も
あ

る
。
そ
の
修
辞
疑
間
を
消
滅
さ
せ
な
い
と
、
倫
理
学
研
究
者
は
自

分
が
一生
懸
命
研
究
し
て
き
た
学
問
領
域
の
価
値
を
否
定
さ
れ
る

と
い
う
現
実
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
道
徳
を
真

剣
に
考
え
る
こ
と
を
倫
理
学
の
最
低
条
件
に
す
る
者
に
と
っ
て
、

「な
ぜ
、
な
ぜ
」
と
そ
の
前
提
を
切
り
崩
す
問
い
は
精
神
的
な
ス

ト
レ
ス
の
原
因
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
心
理
的
な
理
由
か
ら
、
倫
理
学
研
究
者
は
こ
の
問
い

を
普
通
の
疑
問
文
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
で

も
修
辞
疑
間
に
こ
だ
わ
る
「え
せ
質
問
者
」
が
存
在
す
る
な
ら
、

そ
の
態
度
自
体
を
「道
徳
的
で
は
な
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て

批
判
し
、
そ
の
存
在
を
自
分
の
前
か
ら
消
し
去
る
。
換
言
す
れ
ば

自
己
充
足
し
て
い
る
幸
せ
な
道
徳
的
世
界
か
ら
そ
の
よ
う
な
質
問

者
を
追
放
す
る
。
そ
の
思
い
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
言
葉
が

「ず
る
賢
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
（越
智
、
同
論
文
）
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
仕
方
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は

こ
の
問
い
を
い
っ
た
ん
修
辞
疑
間
で
は
な
い
と
解
釈
し
た
上
で
、

そ
の
問
い
が
答
え
の
出
な
い
問
い
（言
語
行
為
論
的
な
意
味
で
不

成
立
な
問
い
）
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
応
答
を
拒
否
す

る
論
証
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
対
応
は
上
述
し
た
質
問
者
の
態
度

を
拒
否
す
る
議
論
と
同
じ
で
あ
る
。
い
わ
ば
相
手
の
修
辞
に
対
し

て
隠
微
な
修
辞
で
応
戦
す
る
論
証
で
あ
る
。

普
通
の
疑
問
文
と
し
て
理
解
し
た
以
上
、
こ
の
問
い
に
対
し
て

上
述
の
論
証
を
使
っ
て
対
応
す
る
こ
と
は
ま
ず
い
と
私
は
考
え
る
。

少
な
く
と
も
形
式
上
こ
の
問
い
を
修
辞
疑
間
と
解
釈
せ
ず
に
応
答

す
る
限
り
、
そ
の
決
着
と
し
て
質
問
や
質
問
者
の
存
在
を
自
分
の

目
の
前
か
ら
消
去
す
る
と
い
う
方
法
は
取
れ
な
い
。
も
し
こ
の
方

法
を
取
る
な
ら
、
初
め
か
ら
質
問
を
無
視
す
る
方
が
よ
い
。

こ
の
修
辞
か
ど
う
か
と
い
う
二
義
性
以
外
に
も
こ
の
問
い
を
巡

る
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
「道
徳
的
」

と
い
う
表
現
に
関
す
る
曖
味
さ
で
あ
る
。

２
　
「道
徳
的
」
と
い
う
表
現
の
二
種
類
の
使
用

我
々
は
「道
徳
的
」
「差
別
」
「不
平
等
」
「平
等
」
な
ど
の
価

値
語
を
使
い
、
社
会
関
係
や
行
為
規
範
を
「道
徳
的
な
行
為
」

「不
平
等
な
法
律
」
「差
別
的
な
社
会
関
係
」
な
ど
と
表
現
す
る
。
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こ
の
「道
徳
的
な
行
為
」
な
ど
と
記
述
さ
れ
る
特
定
の
行
為
規
範

は
「道
徳
的
」
と
い
う
言
葉
と
は
無
関
係
に
、
換
言
す
れ
ば
命
名

し
、
記
述
す
る
発
話
と
は
無
関
係
に
存
在
し
て
い
る
出
来
事
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
社
会
関
係
や
行
為
規
範
を
総
称
し
て

「事
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
事
態
を
軸
に
価
値
語
の
語

使
用
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
我
々
は

価
値
語
を
特
定
の
事
態
に
対
し
て
付
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
事

態
を
命
名
、
記
述
す
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
我
々
が
価
値
語
を
付

与
す
る
こ
と
と
無
関
係
に
特
定
の
事
態
は
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、

価
値
語
が
個
々
の
事
態
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
く
、
当
該
の
事
態

の
存
立
に
と
っ
て
余
計
な
言
葉
と
な
る
。
例
え
ば
オ
ー
ス
テ
イ
ン

や
サ
ー
ル
の
言
語
分
析
に
お
い
て
賭
、
宣
誓
、
約
束
の
内
部
で
使

用
さ
れ
る
言
葉
が
そ
れ
ら
の
社
会
的
慣
習
や
社
会
制
度
の
制
立
に

と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
慣
習

や
制
度
を
分
析
、
説
明
す
る
言
葉
（
「発
語
行
為
」
「発
語
内
行

為
」
「制
度
的
事
実
」
な
ど
）
が
そ
れ
ら
の
制
度
や
慣
習
の
成
立

お
よ
び
存
続
に
と
っ
て
全
く
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
想
起
し
て
も

ら
い
た
い
。
無
論
こ
れ
ら
の
説
明
表
現
が
い
わ
ゆ
る
価
値
語
と
は

厳
密
に
一致
し
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

一方
、
我
々
は
日
常
生
活
の
様
々
な
場
面
で
価
値
語
を
別
様
に

使
う
。
例
え
ば
「こ
れ
こ
れ
の
行
為
は
道
徳
的
な
行
為
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
優
先
的
に
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
言
い
回

し
は
「特
定
の
行
為
は
道
徳
的
で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
記
述
す

る
発
話
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
特
定
の
行
為
を
優
先
的

に
実
行
す
る
こ
と
を
発
話
に
関
わ
っ
た
者
（発
話
者
、
聞
き
手
）

に
対
し
て
促
す
作
用
を
持
つ
。
逆
に
特
定
の
事
態
が
価
値
語
に
よ

っ
て
記
述
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
関
す
る
何
ら

か
の
行
為
遂
行
を
要
請
さ
れ
な
い
し
、
事
態
を
変
化
さ
せ
る
理
由

も
ま
っ
た
く
な
い
。
し
か
し
い
っ
た
ん
発
話
者
に
よ
っ
て
特
定
の

事
態
が
価
値
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
場
合
、
事
態
に
対
す
る
何

ら
か
の
行
為
遂
行
が
要
請
さ
れ
る
。
価
値
語
を
使
う
発
話
者
や
そ

の
聞
き
手
は
そ
の
表
現
を
起
点
に
し
、
表
現
さ
れ
る
前
と
は
立
場

が
変
化
し
、
特
定
の
行
為
を
遂
行
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
そ
し

て
行
為
遂
行
に
よ
っ
て
新
た
な
事
態
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
意
味

で
価
値
語
は
そ
れ
が
表
現
さ
れ
る
以
前
に
存
続
し
て
い
た
事
態
と

は
異
な
る
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
な
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
価
値
語
は
二
重
の
使
わ
れ
方
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、

∧
α
∨
特
定
の
事
態
か
ら
自
分
の
行
為
遂
行
と
い
う
実
践
の
問
題

を
切
り
離
し
（括
弧
に
入
れ
て
）、　
実
践
の
外
部
か
ら
当
該
の
事

態
を
命
名
、
記
述
す
る
際
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
意
味
で
価
値
語
が
使
用
さ
れ
て
も
、
そ
の
言
葉
を
発

し
た
者
や
そ
の
言
葉
に
同
意
し
た
者
で
す
ら
将
来
の
行
為
を
拘
束

さ
れ
な
い
。
具
体
的
に
は
、
我
々
が
自
己
の
所
属
し
な
い
社
会
に

あ
る
様
々
な
行
為
類
型
や
行
為
規
範
を
「道
徳
」
と
い
う
表
現
で
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記
述
す
る
文
化
人
類
学
の
表
現
を
想
像
し
て
も
ら
え
ば
よ
い
。
そ

の
文
脈
で
使
わ
れ
る
価
値
語
は
何
ら
か
の
行
為
遂
行
を
発
話
者
に

要
請
し
な
い
。
そ
の
一方
で
∧
β
∨
そ
の
括
弧
を
取
り
外
す
こ
と

で
、
再
度
、
当
該
の
事
態
を
自
分
の
行
為
と
結
び
付
け
、
当
該
の

事
態
を
変
容
さ
せ
る
行
為
を
引
き
起
こ
す
契
機
を
な
す
側
面
も
持

つ
。
こ
の
よ
う
な
価
値
語
の
使
用
の
う
ち
、
∧
α
∨
を
「非
行
為

性
」
、
∧
β
∨
を
「行
為
関
係
性
」
と
呼
び
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

価
値
語
の
こ
の
二
種
類
の
語
使
用
を
無
視
し
た
問
い
の
理
解
が

混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
。
詳
細
は
Ⅱ
章
で
言
及
す
る
。

３
　
「道
徳
的
」
と
い
う
表
現
内
容
の
無
限
定

我
々
は
「道
徳
」
と
い
う
言
葉
を
何
気
な
く
使
う
時
、
「道
徳
」

と
い
う
表
現
で
指
示
さ
れ
る
行
為
規
範
（行
為
関
係
的
で
あ
れ
、

非
行
為
的
で
あ
れ
）
が
多
種
多
様
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ

る
。
例
え
ば
日
常
生
活
で
の
礼
儀
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
、
職
業
倫
理
や

企
業
倫
理
、
宗
教
的
な
倫
理
、
公
教
育
で
教
え
ら
れ
る
道
徳
な
ど

を
我
々
は
「道
徳
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
。
さ
ら
に
実
際
に
社
会

で
通
用
し
て
い
る
実
定
道
徳
と
そ
れ
と
は
対
照
的
な
理
想
道
徳
ま

た
社
会
道
徳
と
対
照
的
な
個
人
道
徳
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
徳

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
多
種
で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
的
社
会
的
な

状
況
に
応
じ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
規
範
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ

る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
多
様
で
も
あ
る
。

道
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
種
多
様
に
あ
る
と
い
う
経
験
的
事

実
に
対
し
て
、　
一方
「道
徳
」
や
「道
徳
的
」
と
い
う
表
現
が
抽

象
的
で
あ
る
と
い
う
言
語
的
な
事
実
が
存
在
す
る
。
こ
の
言
語
の

抽
象
性
に
よ
っ
て
我
々
は
様
々
な
行
為
規
範
や
そ
れ
ら
に
従
っ
て

い
る
状
態
を
「道
徳
」
や
「道
徳
的
」
と
い
う
一語
に
よ
っ
て
表

現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
反
面
、
ど
の
行
為
規
範
に
従
う
こ

と
を
「道
徳
的
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
が
意
味
し
て
い
る
の
か
は
、

発
話
者
が
具
体
的
に
述
べ
な
い
限
り
、
聞
き
手
に
分
か
ら
な
い
。

道
徳
の
理
由
の
問
題
で
や
り
玉
に
上
げ
ら
れ
る
「た
だ
乗
り
（フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
）
」
に
つ
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
「ど
う

し
て
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
反
語
的
な
修
辞
疑
問

を
弄
し
て
道
徳
上
の
責
務
か
ら
逃
れ
る
者
を
「フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」

で
あ
る
と
認
定
し
、
そ
の
よ
う
な
態
度
の
不
当
性
を
論
じ
る
議
論

が
あ
る
。
こ
の
議
論
で
の
雰
囲
気
は
「フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
は
「フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」で
あ
る
が
故
に
道
徳
的
な
問
題
児
と
さ
れ
、
矯
正

さ
れ
る
べ
き
人
々
と
な
る
。
し
か
し
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
は
社
会

規
範
に
よ
っ
て
利
益
を
得
な
が
ら
も
、
そ
の
規
範
維
持
の
た
め
の

責
務
を
回
避
す
る
者
を
意
味
す
る
以
上
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
の
存

在
は
特
定
の
社
会
規
範
の
存
在
を
前
提
に
す
る
。
し
か
も
社
会
規

範
は
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
、
ど
の
個
別
の
ル
ー
ル
に
た
だ
乗
り

し
て
い
る
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上

個
別
の
社
会
規
範
が
全
て
の
人
に
受
容
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
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い
現
実
を
考
慮
す
る
な
ら
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
だ
か
ら
処
罰
、
矯

正
の
対
象
に
な
る
と
は
言
え
な
く
な
る
。
む
し
ろ
彼
ら
を
「良
心

的
社
会
規
範
拒
否
者
」
と
命
名
で
き
る
こ
と
も
あ
る
。

「フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
」
の
例
と
同
じ
こ
と
が
「道
徳
の
理
由
」

を
巡
る
議
論
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
い
お
よ
び
そ
の
応

答
の
中
に
含
ま
れ
る
「道
徳
的
」
と
い
う
表
現
を
質
問
、
応
答
者

が
具
体
的
に
限
定
せ
ず
使
う
と
い
う
現
状
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
、
「ど
う
し
て
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
」
と
い
う
問

い
も
「道
徳
的
」
と
い
う
表
現
の
指
示
対
象
が
限
定
さ
れ
て
い
な

い
た
め
に
曖
昧
さ
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
の
曖
昧
さ
を
は
っき
り
さ

せ
な
い
ま
ま
議
論
す
る
こ
と
で
、
議
論
に
無
用
の
混
乱
を
招
き
入

れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
表
現
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う

な
表
現
を
許
容
し
、
そ
の
ま
ま
議
論
す
る
人
々
の
思
考
様
式
の
問

題
で
も
あ
る
。
議
論
を
す
る
た
め
の
最
低
条
件
、
す
な
わ
ち
概
念

を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
を
無
視
す
る
と
い
う
点
で
問
題

な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
に
は
議
論
の
最
低
条
件
以
外
の
問
題

点
も
含
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
節
で
検
討
す
る
。

４
　
道
徳
に
関
す
る
解
釈
の
相
違

「道
徳
の
理
由
」
を
巡
る
議
論
の
中
で
、
多
く
の
論
者
が
「道

徳
的
」
と
い
う
表
現
の
具
体
内
容
を
示
さ
な
い
こ
と
に
私
は
違
和

を
感
じ
て
い
る
「
こ
の
感
覚
は
、
前
節
で
指
摘
し
た
、
指
示
対
象

を
明
確
に
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
か
ら
生
じ
る
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
感
覚
は
そ
れ
を
背
後
か
ら
支
え
る
私
の
道
徳
観
と
彼

ら
の
道
徳
観
の
相
違
か
ら
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
と
い

う
も
の
を
客
観
的
な
も
の
と
解
す
る
か
主
観
的
な
も
の
と
解
釈
す

る
か
の
相
違
で
あ
る
。

道
徳
を
客
観
主
義
的
に
解
釈
す
る
と
、
行
為
規
範
が
「誰
が
見

て
も
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
の
規
範
」
で
あ
る
と
き
道
徳
と
な
る
。

そ
し
て
当
該
の
規
範
が
道
徳
で
あ
る
以
上
、
そ
の
規
範
に
関
し
て

あ
れ
こ
れ
言
及
す
る
ま
で
も
な
く
、
全
て
の
人
が
道
徳
と
し
て
当

該
の
規
範
を
想
像
す
る
こ
と
は
道
徳
の
定
義
か
ら
自
明
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
議
論
の
際
に
、
客
観
主
義
者
に
と
っ
て
そ
の
規
範
に

関
し
て
具
体
的
に
言
及
す
る
こ
と
は
時
間
の
無
駄
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
こ
と
に
関
し
て
あ
れ
こ
れ
聞
い
て
く
る
質
問
者
が
い
れ
ば
、

そ
の
質
問
者
は
「道
徳
」
を
理
解
す
る
力
の
な
い
者
と
認
定
さ
れ

る
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
行
為
規
範
は
多
種
多
様
だ
が
、

道
徳
は
客
観
的
な
行
為
規
範
と
し
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、

我
々
は
そ
れ
を
理
性
の
作
用
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た

が
っ
て
「道
徳
の
理
由
」
を
巡
る
問
い
は
客
観
的
な
道
徳
と
い
う

レ
ベ
ル
で
答
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
具
体
的
な
行
為
規

範
の
レ
ベ
ル
で
答
え
る
こ
と
は
不
適
切
な
対
応
と
な
る
。
そ
し
て

こ
の
意
味
で
の
道
徳
に
従
う
必
要
は
な
い
と
語
る
人
間
が
目
の
前

に
い
た
な
ら
、
そ
の
人
に
対
し
て
は
、
議
論
で
は
な
く
処
罰
や
矯
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正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

現
代
に
お
い
て
客
観
主
義
の
立
場
が
多
く
支
持
さ
れ
て
い
る
と

は
思
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
道
徳
観
が
支
持
さ
れ
て
い
な

い
現
代
の
状
況
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
に
従
っ
た
見
解
を
語
る
こ

と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
客
観
主
義
的
な
道
徳
理
解
を
表
明

し
な
く
て
も
、
そ
の
傾
向
を
無
意
識
の
う
ち
に
持
つ
人
々
が
倫
理

学
関
係
者
に
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
「差
別
は
差
別
で
あ
る

限
り
悪
だ
」
、
「殺
人
は
絶
対
悪
だ
」
、
「親
切
は
無
条
件
に
善

い
」
な
ど
の
徳
目
主
義
者
は
そ
の
実
例
の
一
つ
で
あ
る
。

し
か
し
一方
で
道
徳
を
主
観
主
義
的
に
、
も
っ
と
緩
や
か
に
言

え
ば
相
対
主
義
的
に
解
釈
す
る
立
場
も
あ
り
う
る
。
そ
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
ど
の
特
定
の
行
為
規
範
が
問
題
に
な
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
個
別
の
特
定
の
規
範
が
ど
れ
ぐ
ら
い

の
人
々
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
。
相
対
主
義
的
な

解
釈
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
各
人
が
全
て
別
々
の
特
定
の
行
為
規
範

を
「道
徳
」
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。
特

定
の
行
為
規
範
が
「道
徳
」
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
範
囲

を
、
長
期
・短
期
、
特
定
地
域
。広
範
な
地
域
、　
一人
・大
多
数

な
ど
を
軸
に
考
え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
一点
だ
け
は

拒
否
す
る
。
す
な
わ
ち
時
代
や
社
会
を
越
え
て
「客
観
的
」
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
は
異
を
唱
え
る
。

こ
の
主
観
主
義
的
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
「道
徳
」
や
「道
徳
的
」

と
い
う
表
現
自
体
は
個
々
に
道
徳
と
呼
ば
れ
て
い
る
行
為
規
範
の

総
称
で
あ
り
、
ラ
ベ
ル
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
「道
徳
の
理
由
」
を
巡
る
議
論
が
「道
徳
的
」
と
い

う
表
現
の
具
体
的
内
容
の
明
確
化
さ
れ
ず
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
不

当
で
あ
る
と
批
判
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
こ
の
道
徳
観
に

立
つ
場
合
に
し
か
こ
の
批
判
は
有
効
で
は
な
い
。

こ
の
二
つ
の
道
徳
観
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
論
理
的
に
考
え

る
限
り
、
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、

経
験
を
越
え
た
客
観
的
な
道
徳
の
存
在
を
経
験
に
よ
っ
て
検
証
す

る
こ
と
も
反
証
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
の
二
つ
の
立
場
の
ど
ち
ら
を
解
釈
と
し
て
採
用
す
る
か
は
個

人
の
決
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
、
客
観
主
義
、
主
観
主

義
（相
対
主
義
）
と
い
う
共
に
否
定
で
き
な
い
道
徳
観
に
関
し
て
・

は
、
ど
ち
ら
に
立
っ
た
解
釈
が
よ
り
多
く
の
人
々
を
議
論
に
取
り

込
め
る
の
か
と
い
う
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
カ
ル
な
理
由
か
ら
主
観
主
義

的
な
立
場
に
基
づ
く
議
論
を
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
論
理
的
に
優

劣
が
決
定
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
優
劣
を
決

め
る
こ
と
は
間
違
い
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
客
観
的
な
道
徳

が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
道
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
種
多
様
に

あ
る
と
い
う
現
実
の
経
験
的
事
実
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の

一
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
客
観
的
な
道
徳
と

い
う
考
え
方
の
背
後
に
あ
る
人
生
観
、　
つ
ま
り
人
は
皆
同
じ
生
き
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方
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
人
生
観
を
私
が
許
容
で
き
な
い
と
い

う
理
由
、
も
っ
と
言
え
ば
客
観
的
な
道
徳
は
客
観
的
な
道
徳
を
理

解
で
き
る
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
知
を
独
占
し
た
が
る
直

覚
主
義
と
は
肌
が
あ
わ
な
い
と
い
う
理
由
も
上
げ
ら
れ
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
後
半
の
二
つ
の
理
由
は
論
理
的
な
理
由
と
は
呼
べ
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
後
半
の
二
つ
の
理
由
が
私
に
こ
の
論

文
を
書
か
せ
る
直
接
の
原
因
に
な
っ
た
こ
と
は
明
記
し
て
お
く
。

Ⅱ
　
こ
の
問
い
に
答
え
る

ま
ず
主
観
主
義
的
な
道
徳
解
釈
（１
１
４
）
と
道
徳
の
多
様
性

（Ｉ
１
３
）
を
利
用
し
て
こ
の
問
い
を
見
て
み
よ
う
。

「道
徳
」
と
い
う
表
現
は
個
々
に
道
徳
と
呼
ば
れ
る
行
為
規
範

を
総
称
す
る
以
上
、
個
々
の
道
徳
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
性
質
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
我
々
の
理
解
し
て
い
る
道
徳

は
実
定
道
徳
や
日
常
生
活
で
の
礼
儀
な
ど
は
歴
史
的
社
会
的
に
異

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ら
の
道
徳
を
自
ら
の
従
う
べ
き
行
為

規
範
と
し
て
了
解
し
受
容
し
て
い
る
人
々
も
時
代
や
社
会
に
よ
っ

て
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
の
行
為
規
範
は

誰
か
に
受
容
さ
れ
、
行
為
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
実
在
性

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
多
種
多
様
な
道
徳
は
確
実

に
誰
か
の
道
徳
で
あ
る
。
そ
の
上
、
数
的
に
同
一の
行
為
規
範
を

あ
る
人
は
「道
徳
」
と
し
て
受
容
し
、
あ
る
人
は
「道
徳
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
と
も
ぁ
り
う
る
。
そ
し
て
こ
の
現
状
を
私
は
議
論

の
前
提
と
し
た
い
。
と
す
る
と
こ
の
問
い
は
以
下
の
四
通
り
の
問

い
に
変
形
で
き
る
。

①
私
が
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
な
ぜ
私
が
従
う
べ
き
か
。

②
他
人
が
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
な
ぜ
当
人
が
従
う
べ
き
か
。

③
私
が
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
な
ぜ
他
人
が
従
う
べ
き
か
。

④
他
人
が
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
な
ぜ
私
が
従
う
べ
き
か
。

こ
の
四
つ
の
問
い
の
う
ち
①
と
②
、
③
と
④
が
同
じ
論
理
構
造

を
持
つ
。
①
と
②
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
た
め
答
え
る
必
要
の

な
い
問
い
で
あ
る
。
恐
ら
く
多
く
の
人
が
こ
れ
ら
の
問
い
の
中
で

④
を
想
定
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
あ
わ
せ
て
、
私
も
④
の
問
い
に
絞
っ
て
論
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
問
い
の
特
徴
を
一応
確
認
し
て
お
く
。

そ
れ
は
、
あ
る
人
に
と
っ
て
「道
徳
」
と
は
思
わ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
の
他
の
人
に
よ
っ
て
は
「道
徳
」
と
了
解
さ
れ
て
い
る
行
為
規

範
に
そ
の
あ
る
人
が
従
う
べ
き
理
由
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
い
の
形
式
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
客
観
主
義
的
な
解
釈

か
ら
見
れ
ば
、
「道
徳
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
行
為
規
範
は
客
観

的
な
道
徳
で
あ
る
た
め
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
「道
徳
」
と
し
て

理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
④
の
問
い

は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
答
え
る
必
要
の
な

い
問
い
と
な
り
、
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
。
し
か
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し
主
観
主
義
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
行
為
規
範
は
あ
る

人
か
ら
見
れ
ば
「道
徳
」
と
呼
ば
れ
、
別
の
人
か
ら
「道
徳
」
と

呼
ば
れ
な
い
と
い
う
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
い
換

え
れ
ば
①
、
②
と
③
、
④
の
問
い
は
ま
っ
た
く
別
の
意
味
を
持
つ

と
解
釈
で
き
る
。

次
に
、
価
値
語
の
分
析
結
果
（Ｉ
１
２
）
を
④
の
問
い
に
応
用

し
、
解
釈
す
る
と
こ
う
な
る
。

「他
人
が
了
解
し
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
」
と
い
う
表
現
に

使
わ
れ
て
い
る
「道
徳
」
と
い
う
表
現
は
そ
の
「他
人
」
か
ら
見

れ
ば
行
為
関
係
的
な
語
使
用
に
対
応
し
、
そ
の
一方
で
こ
の
問
い

を
行
っ
て
い
る
「私
」
か
ら
見
れ
ば
非
行
為
的
な
語
使
用
に
対
応

す
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
「道
徳
」
に
私
が
な
ぜ
従
う
べ
き
な
の
か
」

に
使
わ
れ
て
い
る
「べ
き
」
と
い
う
価
値
語
は
「私
」
か
ら
見
て

行
為
関
係
的
な
語
使
用
に
対
応
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
問
い
は
そ
の

表
現
に
多
く
の
省
略
を
伴
い
な
が
ら
発
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
た
め
問
い
に
対
す
る
応
答
が
各
人
で
異
な
っ
て
く
る
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
分
析
を
踏
ま
え
、
④
の
問
い
を
表
記

し
直
す
と
、
【他
人
か
ら
見
て
行
為
関
係
的
な
意
味
の
「道
徳
」

で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
が
、
私
か
ら
見
れ
ば
非
行
為
的
な
意
味
の

「道
徳
」
で
し
か
表
現
で
き
な
い
特
定
の
行
為
規
範
に
、
な
ぜ
私

が
従
う
「べ
き
」
な
の
か
（こ
の
「べ
き
」
は
私
か
ら
見
て
行
為

関
係
的
な
意
味
の
「べ
き
」
で
あ
る
）
】
に
な
る
。

こ
れ
は
私
と
他
人
の
「行
為
関
係
的
な
意
味
の
道
徳
」
に
関
す

る
対
立
に
還
元
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
問
い
が
生
じ
る
状
況

を
加
味
す
れ
ば
、
質
問
者
で
あ
る
「私
」
は
他
人
の
受
容
し
て
い

る
特
定
の
行
為
規
範
を
、
非
行
為
的
な
意
味
で
「道
徳
」
と
記
述

す
る
こ
と
に
反
対
は
し
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
行
為
規
範
を
行
為
関

係
的
な
意
味
で
「道
徳
」
と
記
述
す
る
（同
時
に
受
容
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
）
こ
と
に
関
し
て
は
違
和
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
心

情
が
「誠
実
な
質
問
」
と
い
う
発
話
状
況
か
ら
解
釈
で
き
る
。
さ

ら
に
言
え
ば
質
問
者
で
あ
る
「私
」
は
行
為
関
係
的
な
意
味
で
の

「道
徳
」
と
表
現
で
き
る
行
為
規
範
を
、
他
人
と
は
違
う
基
準
か

ら
決
め
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
問
い
は
、
【私

に
と
っ
て
「行
為
関
係
的
な
意
味
で
の
道
徳
」
で
は
な
い
が
他
人

に
と
っ
て
「行
為
関
係
的
な
意
味
で
の
道
徳
」
と
し
て
受
容
さ
れ

る
特
定
の
行
為
規
範
を
、私
が
戸何
為
関
係
的
な
意
味
で
の
道
徳
」

と
し
て
受
容
す
る
理
由
は
あ
る
か
】
と
定
式
化
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
「な
ぜ
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
な
の
か
」

と
い
う
問
題
へ
の
応
答
は
限
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
解
答
は
【他

人
か
ら
見
て
行
為
関
係
的
な
意
味
で
の
「道
徳
」
と
表
記
さ
れ
て

も
、
質
問
者
で
あ
る
「私
」
か
ら
見
て
行
為
関
係
的
な
意
味
で
の

「道
徳
」
で
は
な
い
特
定
の
行
為
や
行
為
規
範
に
「私
」
が
従
う

理
由
は
存
在
し
な
い
】
に
な
る
。

こ
の
場
合
の
「理
由
」
を
強
引
に
求
め
よ
う
と
す
る
と
「道
徳
」
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や
「人
間
」
の
客
観
主
義
的
な
解
釈
に
向
か
っ
て
し
ま
う
結
果
に

な
る
。
無
論
、
客
観
主
義
的
な
解
釈
が
論
理
的
に
間
違
っ
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
私
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

客
観
主
義
に
立
つ
な
ら
、
ま
ず
客
観
的
な
道
徳
で
あ
る
行
為
規
範

を
提
示
し
、
し
か
も
そ
れ
が
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
欲

し
い
と
言
い
た
く
な
る
。
そ
の
証
明
も
な
く
自
分
の
都
合
の
い
い

規
範
を
「客
観
的
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
で
従
わ
せ
る
論
調

に
は
恐
怖
す
ら
覚
え
る
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
真
面
目
に
尋
ね
る
と
い
う
談
話
状
況

は
あ
り
え
な
い
と
思
う
が
、
他
人
も
「私
」
も
行
為
関
係
的
な
意

味
で
「道
徳
」
と
呼
ぶ
特
定
の
行
為
規
範
に
「私
」
が
従
う
理
由

は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「私
」
が
そ
れ
ら
の
特
定
の
行
為
規
範
や

行
為
を
行
為
関
係
的
な
意
味
で
の
「道
徳
」
と
し
て
受
容
し
て
い

る
こ
と
が
理
由
に
な
る
。
無
論
、
こ
れ
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
の
表
現

を
言
い
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
。

結
局
、
問
い
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
他
人
が
道
徳

と
し
て
受
容
し
て
い
る
行
為
規
範
を
、
受
容
し
て
い
な
い
人
々
に

従
わ
せ
る
正
当
な
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な

正
当
な
理
由
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
て
も
変
な
表
現
で
は
あ
る
が
、

私
の
信
じ
て
い
る
行
為
規
範
を
私
に
従
わ
せ
る
と
い
う
場
面
だ
け

で
あ
ろ
う
。
当
然
、
さ
ら
に
「な
ぜ
私
の
行
為
を
私
が
従
う
場
合

に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
っ

て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
「私
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

で
も
そ
の
他
の
人
は
純
粋
な
知
的
好
奇
心
に
基
づ
い
て
発
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
問
い
に
応
答
す
る
こ
と
は
無
意
味

な
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
手
が
か
り
は
「な
ぜ
私
は
他
人
の
受
容
す
る
道
徳
に
従
う

べ
き
な
の
か
」
と
い
う
問
い
が
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
は
な
く
有
意
味

な
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
そ
の
理
解
が
成
立
す
る

た
め
に
は
、
私
の
道
徳
理
解
と
は
異
な
る
道
徳
理
解
が
存
在
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
逆
に
、
数
的
に
同
一な
事
態
が
、
私
や

他
人
と
い
う
認
知
／
行
為
主
体
と
相
関
的
に
「道
徳
」
か
ど
う
か

が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
の

「道
徳
」
は
行
為
関
係
的
な
意
味
で
あ
る
。

次
に
、
特
定
の
行
為
規
範
を
戸
何為
関
係
的
な
意
味
で
の
道
徳
」

と
呼
ぶ
た
め
に
は
、
そ
の
特
定
の
行
為
を
他
の
遂
行
可
能
な
行
為

よ
り
も
優
先
す
る
と
い
う
行
為
者
の
嗜
好
が
必
要
で
あ
る
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
特
定
の
行
為
規
範
を
「道
徳
」
と
呼
び
直
す
必
要
は

な
い
。
さ
ら
に
行
為
を
選
択
的
に
遂
行
す
る
た
め
に
は
ど
の
行
為

が
自
分
に
と
っ
て
優
れ
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
決
定
の
た
め
に
は
何
ら
か
の
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で

初
め
て
「普
遍
化
可
能
性
」
「自
己
表
現
」
「他
者
に
優
し
く
」

「自
己
利
益
優
先
」
「最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
な
ど
の
従
来
の

倫
理
的
な
基
準
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
大
切
な
こ
と
は
こ
れ
ら
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の
基
準
の
内
容
が
た
と
え
他
人
の
存
在
を
含
ん
で
い
て
も
、
他
人

を
含
め
て
考
え
る
と
い
う
基
準
を
想
定
し
て
い
る
の
は
「私
」
、

す
な
わ
ち
遂
行
可
能
な
行
為
群
か
ら
一
つ
の
行
為
を
選
択
す
る

「私
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
の
基
準
は
各
「私
」
（認
知

／
発
話
／
行
為
主
体
と
し
て
の
私
）
が
持
つ
「個
人
的
な
理
想
」

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
個
人
的
な
理
想
を

実
現
す
る
た
め
に
「私
」
が
特
定
の
行
為
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
感
じ
る
と
き
、
そ
の
理
想
に
適
合
す
る
行
為
遂
行
が
「当

為
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
「当
為
」
が
関
わ
る
行
為
や
行
為
規
範

を
逆
に
「私
」
の
「道
徳
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に

理
解
す
れ
ば
「道
徳
」
の
慣
習
的
な
理
解
、
例
え
ば
「道
徳
と
は

当
為
に
関
わ
る
」
「道
徳
は
他
の
規
範
と
は
異
な
る
大
切
な
も
の
」

「道
徳
は
法
律
と
は
違
う
」
な
ど
の
理
解
を
説
明
し
う
る
。
こ
の

よ
う
な
慣
習
的
な
「道
徳
」
の
定
義
に
客
観
主
義
的
な
解
釈
を
交

え
る
と
結
果
は
「目
的
の
国
」
の
よ
う
な
天
使
の
世
界
か
、
傾
向

性
の
支
配
さ
れ
た
人
間
た
ち
を
強
制
す
る
道
徳
全
体
主
義
の
国
か
、

と
い
っ
た
究
極
の
そ
し
て
惨
め
な
世
界
の
選
択
し
か
な
い
。
そ
し

て
恐
ら
く
彼
ら
は
こ
の
世
界
の
現
状
を
い
つ
も
嘆
き
、
「強
制
さ

れ
た
理
想
境
」
を
作
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

話
を
元
に
戻
し
て
、
先
に
上
げ
た
「個
人
的
理
想
」
は
、
そ
の

内
容
と
し
て
社
会
的
な
要
素
を
含
も
う
と
も
、
そ
れ
は
個
人
的
、

言
い
換
え
れ
ば
「私
」
的
な
理
想
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ

の
よ
う
な
理
想
を
持
つ
人
は
そ
の
理
想
に
と
っ
て
親
和
性
の
あ
る

行
為
を
道
徳
と
呼
び
、
し
か
も
そ
の
理
想
が
そ
の
人
に
と
っ
て
の

理
想
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
特
定
の
行
為
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。

総
括
し
よ
う
。
我
々
は
「道
徳
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
特
定

の
事
態
か
ら
別
の
事
態
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
し
か
し
「道
徳
」

と
い
う
言
葉
の
行
為
関
係
的
な
語
使
用
が
成
立
す
る
に
は
発
話
者

の
将
来
に
向
け
て
の
特
定
の
行
為
や
態
度
決
定
が
不
可
欠
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
行
為
や
態
度
と
深
く
関
わ
る
個
人
的
な
理
想
が
必
要

と
な
る
。
そ
の
個
人
的
な
理
想
は
人
に
よ
り
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
い
が
修
辞
と
し
て
で
は
な
く
有
意
味
な
疑

問
文
と
し
て
解
釈
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「道
徳
」
の
語
使

用
が
そ
の
発
話
者
の
理
想
に
相
関
的
で
あ
る
以
上
、
特
定
の
事
態
´

の
「道
徳
」
と
理
解
す
る
と
い
う
事
実
認
知
も
個
人
的
な
理
想
に

相
関
的
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
客
観
主
義
者
が
自
明
で
あ
る
と
考
え

て
い
た
「特
定
の
事
態
は
客
観
的
な
道
徳
で
あ
る
」
と
い
う
事
実

認
知
は
そ
の
事
実
を
認
知
す
る
人
々
の
価
値
観
に
依
存
す
る
と
い

う
き
わ
め
て
相
対
主
義
的
な
結
論
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
故
、
①
②
型
の
問
い
に
は
正
当
な
理
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
る

が
、
③
④
型
の
問
い
に
は
正
当
な
理
由
が
示
せ
な
い
。

こ
の
結
論
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
我
々
に
自
己
の
行
為
と
当
為

と
自
己
の
理
想
の
関
係
を
明
確
に
自
覚
さ
せ
る
と
い
う
長
所
を
持

-48-



つ
。
さ
ら
に
こ
の
結
論
が
「道
徳
の
乱
れ
」
「社
会
生
活
の
混
乱
」

を
意
味
す
る
、
と
騒
ぐ
向
き
も
あ
る
が
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
我

々
は
共
通
す
る
風
土
や
文
化
、
い
わ
ゆ
る
環
境
の
中
に
暮
ら
し
て

い
る
。
そ
う
し
て
そ
の
類
似
の
環
境
に
お
い
て
自
己
を
形
成
す
る

と
い
う
経
験
的
事
実
を
認
め
れ
ば
、
極
端
に
異
な
った
諸
道
徳
が

現
実
生
活
の
中
で
問
題
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
Ｊ
ｅＳ
・ミ
ル

の
言
葉
を
も
じ
れ
ば
「人
間
の
社
会
文
化
的
生
活
環
境
の
斉
一性
」

に
信
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
個
人
的
理
想
の
「私
」

性
と
は
一見
矛
盾
す
る
が
、
少
し
考
え
て
み
れ
ば
矛
盾
で
も
な
ん

で
も
な
い
。
確
か
に
我
々
は
巨
視
的
に
見
れ
ば
ほ
ぼ
同
じ
様
な
環

境
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
自
己
の
総
体
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か

し
微
細
に
見
れ
ば
そ
の
影
響
の
受
け
方
は
個
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ミ
ク
ロ
か
ら
見
れ
ば
、
個
人
的

理
想
は
一
つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
い
が
、　
マ
ク
ロ
か
ら
見
れ
ば

あ
る
程
度
の
枠
の
中
に
収
ま
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
う
る
。

Ⅲ
　
倫
理
学
の
理
由
…
客
観
主
義
批
判

そ
も
そ
も
道
徳
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
何

等
か
の
社
会
的
な
意
味
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
「他
人
の
了

解
し
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
私
が
従
う
べ
き
理
由
が
あ
る
」

「私
の
了
解
し
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
に
他
人
が
従
う
べ
き
理

由
が
あ
る
」
と
い
う
結
論
が
提
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
私
や
他
人

が
す
で
に
そ
れ
ら
の
「道
徳
」
に
従
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
倫
理

学
に
よ
る
正
当
化
は
現
実
に
対
し
て
何
の
意
味
も
持
ち
得
な
い
の

で
は
な
い
か
。
現
実
は
現
実
で
あ
る
。
我
々
は
、
倫
理
学
研
究
者

に
よ
っ
て
道
徳
の
理
由
を
説
明
さ
れ
な
く
て
も
現
実
を
う
ま
い
こ

と
や
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
何
を
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
道
徳
の
理

由
を
説
明
す
る
こ
と
が
い
っ
た
い
我
々
の
現
実
に
ど
の
様
な
影
響

を
も
た
ら
す
の
だ
ろ
う
。ま
た
正
当
化
で
き
な
い
と
し
て
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
我
々
は
明
日
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
う
虚
無
に
か
ら
め

と
ら
れ
、
路
頭
に
迷
う
の
か
。
我
々
に
と
っ
て
道
徳
の
理
由
が
正

当
化
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
、
「ど
う
で
も
よ
い
（無
意
味
で

あ
る
）
」
と
言
っ
て
何
か
問
題
が
あ
る
の
か
。
も
し
そ
の
答
え
を

説
明
で
き
な
い
と
す
れ
ば
倫
理
学
研
究
者
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。

ま
さ
か
現
実
と
は
関
係
の
な
い
「倫
理
」
と
い
う
パ
ズ
ル
ゲ
ー
ム

を
解
い
て
楽
し
ん
で
い
る
の
か
。
単
な
る
知
的
ゲ
ー
ム
に
享
じ
て

い
る
だ
け
な
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
で
よ
い
。
現
代
は
多

元
的
な
価
値
の
時
代
で
あ
り
、
人
が
自
己
の
置
か
れ
た
状
況
に
と

ら
わ
れ
ず
勝
手
に
生
き
る
こ
と
は
善
い
こ
と
だ
か
ら
だ
。
で
も
厭

に
な
る
の
は
、
彼
ら
が
単
な
る
パ
ズ
ル
を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
「現
実
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
こ
と
を
し
て
い
る
」
と
語

る
こ
と
で
あ
る
。
ど
う
し
て
我
々
に
と
っ
て
無
意
味
な
こ
と
を
「意

味
が
あ
る
の
だ
」
と
放
言
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
虚
辞
は
さ
っ

さ
と
し
ま
い
、
自
己
の
知
的
遊
戯
に
耽
る
の
が
よ
い
。
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そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
我
々
は
ど
う
す
べ
き
な
の
か
。
論
文
の

目
的
は
何
ら
か
の
実
践
的
な
内
容
の
必
要
が
あ
る
。
無
論
極
論
だ
。

し
か
し
今
の
我
々
に
必
要
な
の
は
こ
の
極
論
で
は
な
い
か
。
言
葉

だ
け
の
実
践
で
は
な
く
、
本
当
に
実
践
を
我
々
の
倫
理
学
研
究
は

取
り
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
取
り
込
め
な
い
と
す
れ
ば
そ
の

研
究
は
何
な
の
か
。
単
な
る
言
葉
遊
び
と
言
わ
れ
て
も
文
句
は
言

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
倫
理
学
研
究
は
少
な
く
と
も
そ
の
実
践
的

な
意
味
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
一方
で
も
っ
と
危
険
な
こ
と
は
、
特
定
の
道
徳
（実
定
道

徳
や
理
想
道
徳
な
ど
）
に
従
う
こ
と
の
正
当
化
が
特
定
の
道
徳
に

人
々
を
強
制
的
に
従
わ
せ
る
た
め
の
お
墨
付
き
を
与
え
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
お
墨
付
き
が
あ
れ
ば
、
社
会
や
国
家
は

ま
さ
に
堂
々
と
自
分
た
ち
の
了
解
し
受
容
し
て
い
る
「道
徳
」
を

強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
強
制
は

「正
当
な
強
制
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
正
当
化
の
作
業
、

と
り
わ
け
「道
徳
」
の
客
観
主
義
的
な
解
釈
に
基
づ
く
正
当
化
は
、

長
期
的
に
み
れ
ば
強
制
の
強
化
と
い
う
社
会
的
な
役
割
を
持
つ
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
「正
当
化
」
を
目

指
す
倫
理
学
は
ど
う
答
え
る
の
か
。

正
当
化
と
は
「他
に
よ
る
強
制
を
伴
う
こ
と
が
絶
対
に
あ
り
え
な

い
自
己
の
行
為
選
択
の
理
由
で
あ
る
」
と
私
は
信
じ
た
い
。
正
当
化

を
暴
力
の
正
当
化
に
陥
ら
せ
な
い
た
め
の
戦
略
的
な
定
義
と
言
え

る
。
し
た
が
っ
て
私
の
こ
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
特
定
の
行
為
規

範
を
全
て
で
は
な
く
、
多
く
の
人
が
了
解
し
受
容
し
て
い
る
と
い

う
事
実
に
よ
っ
て
道
徳
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
（多
数
決
原
理

に
基
づ
く
正
当
化
）
は
拒
否
さ
れ
る
。
ま
た
質
問
者
が
特
定
の
共

同
体
に
所
属
し
、
か
つ
特
定
の
行
為
規
範
を
彼
を
除
い
た
多
く
の

メ
ン
バ
ー
が
了
解
し
受
容
し
て
い
る
と
い
う
二
つ
の
事
実
に
よ
っ

て
道
徳
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
（共
同
体
に
基
づ
く
正
当
化
）

も
拒
否
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
何
ら
か
の
強

制
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
言
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
言
説
を
も
っ
て
「倫
理
学
的
な
正
当
化
」
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
者
は
往
々
に
し
て
客
観
主
義
的
な
道
徳
理
解
に
親
和

性
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
最
終
の
根
拠
は
特
定
の
行
為

規
範
の
客
観
的
な
妥
当
性
と
い
う
次
元
へ
と
持
ち
込
ま
れ
ね
ば
な

ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
言
い
回
し
は
ど
う
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な

言
説
が
倫
理
学
上
の
一
つ
の
中
心
を
な
し
て
い
た
し
、
今
も
な
し

て
い
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
。
し
か
し
そ
の
あ
り
方
が
現
実
の
社

会
的
な
実
践
と
の
関
係
の
中
で
現
状
の
国
家
制
度
や
現
状
の
社
会

規
範
の
存
続
を
擁
護
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
な
実
践
と
の
つ
な
が
り
も
意
識
し
な
い
で
倫
理
学

を
考
え
て
い
る
と
い
う
者
こ
そ
、
「学
問
は
現
実
と
は
関
係
が
な

い
」
と
い
う
一
つ
の
形
而
上
学
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
は
や

学
問
で
は
な
い
。
我
々
は
、
自
己
の
行
為
を
相
対
化
し
つ
つ
行
為
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す
る
と
い
う
自
己
批
判
的
な
知
の
営
み
（学
問
）
に
従
事
す
る
こ

と
を
決
意
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
各
人
の
「道
徳
の
理
由
」
は
そ
の
当

人
に
対
し
て
の
み
正
当
化
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
他
人
―
私
の

関
係
の
中
で
は
互
い
の
道
徳
に
従
う
こ
と
を
正
当
化
で
き
な
い
と

い
う
私
の
結
論
か
ら
別
の
答
え
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
私
は
私

の
便
宜
の
た
め
に
他
人
に
自
分
の
「道
徳
」
を
強
制
す
る
こ
と
は

ぁ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「正
当
な
強
制
」
と
は
決
し
て
呼
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
む
き
出
し
の
強
制
で
あ
る
。
そ
の
意

味
で
言
え
ば
、
我
々
の
他
人
に
対
し
て
行
う
強
制
の
「純
粋
な
暴

力
性
」
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
点
で
私
の
立
場
は
利
点
を
持
つ
。
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