
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度
か

│
│
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
態
度
論
を
手
引
き
に
し
て
│
│

島

田

喜

行

は

じ

め

に

本
論
の
目
的
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm
und

H
usserl

）
の
超
越
論
的
現
象
学
に
お
け
る
態
度
論
を
手
引
き
に
し
て
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
の
目
標
に
か
か
わ
る
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度
か
、
と
い
う
問
い
に
一
つ
の
答
え
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
九
年
告
示
）
解
説

特
別
の
教
科

道
徳
編
（
平
成
二
九
年
七
月
）』⑴
（
以
下
、

『
解
説
』
と
略
記
す
る
）
に
よ
れ
ば
、「
道
徳
科
が
目
指
す
も
の
」
は
「
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
を
養
う
こ
と
」

（
一
六
頁
）
で
あ
る
。
道
徳
性
と
は
「
人
間
と
し
て
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
格
的
特
性
」（
二
〇
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。「
学
校
の

教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
道
徳
教
育
の
要
と
し
て
の
役
割
」（
一
六
頁
）
を
担
う
道
徳
科
の
目
標
は
、
人
格
的
特
性
と
い
う
意
味
で

の
「
道
徳
性
を
構
成
す
る
諸
様
相
で
あ
る
道
徳
的
判
断
力
、
道
徳
的
心
情
、
道
徳
的
実
践
意
欲
と
態
度
を
養
う
こ
と
」（
二
〇
頁
）
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
道
徳
性
の
一
様
相
と
さ
れ
る
道
徳
的
態
度
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
態
度
な
の
だ
ろ
う
か
。

考
察
の
手
順
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、『
解
説
』
に
お
け
る
道
徳
的
態
度
の
定
義
に
即
し
て
、
本
論
が
答
え
る
べ
き
問
い
を
確
認
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す
る
（
１
．）。
次
に
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
学
問
的
特
徴
を
示
し
つ

つ
、
態
度
論
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
大
要
に
つ
い
て
、
学
校
教
育
で
の
学
び
と
関
連
付
け
な
が
ら
論
じ
る
（
２
．）。
そ
の
あ
と
、
多
様
な
態

度
の
生
と
し
て
規
定
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
精
神
生
」
に
つ
い
て
、
人
格
的
主
観
と
周
囲
世
界
と
の
相
関
関
係
、
動
機
づ
け
に
着
目
し

つ
つ
検
討
す
る
（
３
．）。
そ
し
て
最
後
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
態
度
論
に
加
え
て
、
プ
ラ
ト
ン
（Platon

）
に
よ
る
道
徳
（
倫
理
学
）
の
根

本
テ
ー
ゼ
を
導
き
の
糸
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度
か
、
と
い
う
問
い
に
一
つ
の
答
え
を
与
え
て
み
た

い
（
４
．）。

１
．
本
論
の
問
い
の
確
認

『
解
説
』
に
は
、
上
述
し
た
人
格
的
特
性
と
し
て
の
「
道
徳
性
の
諸
様
相
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
」（
二
〇
頁
）、
と
記

さ
れ
て
い
る
。
で
は
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
と
し
て
、
学
校
教
育
に
お
い
て
道
徳
教
育
を
行
う
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
様
相
は
ど
の
よ

う
に
規
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
道
徳
的
判
断
力
と
は
「
善
悪
を
判
断
す
る
能
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
能
力
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
道
徳
的
価
値
の
大
切
さ
を

理
解
」
し
た
う
え
で
⑵
、
あ
る
状
況
へ
の
対
処
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
、
望
ま
れ
る
こ
と
を
「
判
断
す
る
力
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
は
「
機
に
応
じ
た
道
徳
的
行
為
が
可
能
に
な
る
」。
道
徳
的
心
情
と
は
「
道
徳
的
価

値
の
大
切
さ
を
感
じ
取
り
、
善
を
行
う
こ
と
を
喜
び
、
悪
を
憎
む
感
情
」、「
人
間
と
し
て
の
よ
り
よ
い
生
き
方
や
善
を
志
向
す
る
感
情
」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
、
わ
た
し
た
ち
の
「
道
徳
的
行
為
へ
の
動
機
と
し
て
強
く
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
道
徳
的

実
践
意
欲
と
道
徳
的
態
度
は
「
道
徳
的
心
情
や
判
断
力
に
よ
っ
て
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
た
行
動
を
と
ろ
う
と
す
る
傾
向
性
を
意
味
す
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る
」。
道
徳
的
実
践
意
欲
と
態
度
と
を
腑
分
け
す
る
場
合
、
前
者
は
「
道
徳
的
判
断
力
や
道
徳
的
心
情
を
基
盤
と
し
て
道
徳
的
価
値
を
実

現
し
よ
う
と
す
る
意
志
の
働
き
」
と
さ
れ
、
後
者
は
道
徳
的
判
断
力
と
心
情
に
「
裏
付
け
ら
れ
た
具
体
的
な
道
徳
的
行
為
へ
の
身
構
え
」

と
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
性
に
か
ん
す
る
諸
様
相
に
つ
い
て
は
「
特
に
序
列
や
段
階
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」、
と
い
う
こ
と
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
様
相
は
、
わ
た
し
た
ち
が
日
常
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
「
道
徳
的
価
値
を
実

現
す
る
た
め
の
適
切
な
行
為
を
主
体
的
に
選
択
し
、
実
践
す
る
た
め
の
内
面
的
資
質
」
が
も
つ
三
つ
│
│
道
徳
的
実
践
意
欲
と
態
度
と
を

腑
分
け
す
る
場
合
に
は
四
つ
│
│
の
様
相
で
あ
る
か
ら
だ
（
二
〇
頁
参
照
）。

以
上
の
記
述
か
ら
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
に
お
け
る
道
徳
的
態
度
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

定
義
①

わ
た
し
が
道
徳
的
に
善
い
行
為
を
主
体
的
に
選
択
す
る
た
め
の
内
面
的
資
質
の
一
様
相
で
あ
る

定
義
②

具
体
的
な
道
徳
的
行
為
へ
と
向
か
う
た
め
の
わ
た
し
の
自
主
的
な
身
構
え
で
あ
る
、
と
。

こ
の
定
義
①
に
お
け
る
「
主
体
的
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
れ
は
、「
自
分
が
中
心
と
な
っ
て
行
動
」
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
分
が
中
心
と
な
っ
て
行
動
す
る
と
は
「
自
分
な
り
の
意
味
付
け
を
行
っ
た
り
、
自
分
な
り
の
工
夫
を
加
え
た
り
す
る
こ
と
」
で
、「
主

体
と
し
て
能
動
的
に
行
動
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
定
義
②
に
お
け
る
「
自
主
的
」
と
は
「
自
ら
の
う
ち
に
わ
き
上
が
る
思
い
〔＝

感
情
〕
や
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
自
分
以
外
の
誰
か
や
何
か
と
し
て
の
他
者
に
安
易
に
依
存
し
た

り
、
責
任
を
転
嫁
し
た
り
せ
ず
、「
自
ら
の
考
え
と
責
任
に
お
い
て
行
動
す
る
こ
と
」
で
あ
る
⑶
。

し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の
主
体
的
で
自
主
的
な
道
徳
的
行
為
へ
の
わ
た
し
の
身
構
え
、
道
徳
的
判
断
力
と
心
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
道
徳

的
行
為
へ
と
向
か
う
た
め
の
わ
た
し
の
身
構
え
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
こ
れ
が
本
論
の
主
導
的
問
い
で
あ
る
。
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２
．
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
学
問
的
特
徴
と
そ
の
態
度
論
の
大
要

こ
の
問
い
に
た
い
し
て
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
答
え
が
提
出
さ
れ
て
き
た
⑷
。
本
論
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
態
度
論
の
根
本

ア
イ
デ
ア
を
手
引
き
と
し
て
、
こ
の
問
い
に
新
た
な
答
え
を
与
え
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
が
ど
の

よ
う
な
学
問
で
あ
る
か
を
示
し
、
次
に
そ
の
態
度
論
の
概
要
に
つ
い
て
論
じ
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
本
節
で
の
主
張
の
要
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
は
「
現
象
学
的
還
元phänom

e-

nologische
R
eduktion

」
と
い
う
固
有
の
方
法
を
使
用
し
て
、
日
常
の
生
を
哲
学
的
な
次
元
か
ら
問
い
直
す
学
的
営
為
で
あ
る
。
こ
の
学

的
営
為
の
特
徴
の
一
つ
が
、
日
常
の
生
を
「
態
度Einstellung

」
と
い
う
観
点
か
ら
考
究
す
る
点
に
あ
る
。

２
．
１
．
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学

フ
ッ
サ
ー
ル
は
超
越
論
的
現
象
学
が
扱
う
問
題
を
端
的
に
「
理
性
の
問
題
」（V

I,7

）
と
表
現
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
学
に
よ
る
日

常
の
生
の
問
い
直
し
は
理
性
批
判
と
い
う
形
で
進
行
す
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
主
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に

か
か
わ
る
論
理
的
理
性
（
理
論
理
性
）
だ
け
で
な
く
、
道
徳
や
倫
理
的
な
振
る
舞
い
と
い
っ
た
存
在
す
べ
き
こ
と
、
な
す
べ
き
こ
と
に
か

か
わ
る
実
践
理
性
や
美
的
な
価
値
を
評
価
す
る
理
性
を
も
含
む
、
わ
た
し
た
ち
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
働
い
て
い
る
理
性
が
批
判
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
だ
⑸
。
こ
の
意
味
で
の
理
性
批
判
を
可
能
に
す
る
方
法
が
「
現
象
学
的
還
元
」
で
あ
る
。

で
は
、
現
象
学
的
還
元
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
日
常
の
生
の
な
か
で
は
け
っ
し
て
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
独
特
の
働
き
を
露

呈
さ
せ
る
た
め
の
現
象
学
に
固
有
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
隠
さ
れ
た
独
特
の
働
き
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
生
の
な
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か
で
「
恒
常
的
に
隠
れ
た
仕
方
で
機
能
す
る
理
性
」（V

I,97

）
で
あ
る
「
超
越
論
的
主
観
性
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
い

っ
た
い
何
な
の
か
。

こ
の
問
い
を
解
く
た
め
に
は
「
超
越
論
的
」
と
い
う
語
の
定
義
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
語
を
「
す
べ

て
の
認
識
形
成
の
究
極
的
源
泉
へ
の
遡
行
的
問
い
と
い
う
動
機
、
認
識
す
る
者
に
よ
る
自
己
自
身
と
そ
の
認
識
す
る
生
へ
の
自
己
省
察
と

い
う
動
機
」（V

I,100

）
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
こ
の
定
義
か
ら
、
超
越
論
的
主
観
性
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
超
越
論
的
主
観
性
と
は
、
理
論
的
な
も
の
で
あ
れ
、
倫
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉

へ
と
遡
る
問
い
と
と
も
に
開
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
認
識
形
成
の
起
源
に
位
置
す
る
特
別
な
「
働
きLeistung

」
と
し
て
、

現
象
学
独
自
の
自
己
省
察
に
お
い
て
は
じ
め
て
解
明
さ
れ
る
探
究
領
野
の
こ
と
で
あ
る
、
と
⑹
。

２
．
２
．
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
態
度
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
論
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
な
認
識
や
倫
理
的
な
認
識
の
起

源
と
し
て
、
わ
た
し
の
な
か
で
機
能
し
て
い
る
働
き
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
の
生
を
問
い
直
す
も
の

で
あ
る
、
と
。
こ
の
問
い
直
し
の
独
自
性
を
端
的
に
示
す
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
態
度
」
で
あ
る
。

本
論
で
「
態
度
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
たEinstellung

の
動
詞
形einstellen

は
「
ピ
ン
ト
を
調
整
す
る
」、「
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
周

波
数
を
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
」、「
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
決
め
る
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
語
で
あ
る
。
ラ
ジ
オ
の
周
波
数
を
調
整
す
る
こ
と
で
同

じ
ラ
ジ
オ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
音
が
聴
こ
え
て
く
る
こ
と
。
こ
れ
ら
が
、einstellen

と
い
う
語
の
主
た
る
意
味
で
あ
る
⑺
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
態
度
」
も
、
こ
の
「
調
整
す
る
」「
ぴ
っ
た
り
合
わ
せ
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
一
つ
の
円
と
い
う
図
形
に
た
い
し
て
「
そ
の
円
周
は
何
㎝
か
」、「
そ
の
円
は
美
し
く
描
か
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れ
て
い
る
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
う
し
た
問
い
を
立
て
る

際
、
そ
の
同
じ
一
つ
の
円
に
た
い
し
て
異
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
、
と
表
現
す
る
⑻
。
こ
の
と
き
、
同
じ
一
つ
の
対
象
が
態
度
の
違
い

に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に
た
い
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
現
れ
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
異
な
る
意
味
と
と
も
に
わ
た
し
た

ち
に
現
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
学
校
教
育
で
の
幾
何
学
の
学
び
と
道
徳
の
学
び
と
い
う
例
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
学
校
で
幾
何
学
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
際
に
こ
の
手
で
触
れ
た
り
、
指
し
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
常
の
生
の
世
界
は
、
そ
れ
と
は
異
な
る
「
幾
何
の
世
界
」
と

し
て
わ
た
し
た
ち
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
幾
何
の
世
界
が
わ
た
し
た
ち
に
立
ち
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
幾
何
学
と

い
う
理
論
的
態
度
（
幾
何
学
的
態
度
）
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
比
的
に
、
道
徳
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ

て
、
日
常
の
生
の
世
界
が
、「
道
徳
の
世
界
」
と
し
て
わ
た
し
た
ち
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
こ
の
道
徳
の
世
界
が
わ
た
し
た
ち
に
立
ち
現

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
わ
た
し
た
ち
が
道
徳
と
い
う
倫
理
的
態
度
（
道
徳
的
態
度
）
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
同
義
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
幾
何
の
世
界
と
道
徳
の
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
は
、
わ
た
し
た
ち
の
日
常
の
生
の
世
界
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
か
か
わ

り
を
も
つ
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
わ
た
し
の
眼
前
に
あ
る
こ
の
優
先
座
席
の
座
面
は
長
方
形
と
い
う
幾
何
学
的
形
状
を
し
て
い
る
、
わ
た

し
の
眼
前
に
あ
る
こ
の
優
先
座
席
に
い
ま
わ
た
し
は
座
る
べ
き
か
ど
う
か
、
と
い
う
仕
方
で
か
か
わ
り
を
も
つ
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
学
校
で
の
学
び
を
次
の
よ
う
に
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
校
で
の
学
び
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
日
常
の
生
の

世
界
に
た
い
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
態
度
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、
個
々
の
態
度
を
通
じ
て
こ
の
世
界
を
多
様
な
仕
方
で
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
が
態
度
論
の
根
本
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
⑼
。
し
か
し
、
な
ぜ
学
校
で
学
び
、
い
く
つ
も
の
態
度

を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
の
生
の
世
界
が
わ
た
し
に
多
様
な
仕
方
で
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
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３
．
多
様
な
態
度
の
生
と
し
て
の
精
神
生

│
│
人
格
的
主
観
と
周
囲
世
界
と
の
相
関
関
係
と
動
機
づ
け
連
関
│
│

こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
精
神
生G
eistesleben

」（X
X
X
V
II,103

）
と
い
う
概
念
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
態
度
論
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
日
常
の
生
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
D
ilthey

）
に
依
拠
し

つ
つ
、「
精
神
生
」
と
表
現
す
る
。
精
神
生
の
主
体
は
「
人
格
的
主
観personales

Subjekt

」（「
人
格
的
自
我personales

Ich

」）
と
、

人
格
的
主
観
に
た
い
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
世
界
は
「
周
囲
世
界U

m
w
elt

」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
周
囲
世
界
と
は
、
当
該
の
人
格
的
主

観
と
し
て
の
「
自
我
の
意
識
生
の
な
か
で
意
識
さ
れ
る
世
界
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
の
わ
た
し
を
中
心
に
経

験
さ
れ
て
い
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
わ
た
し
の
そ
の
時
々
の
態
度
、
関
心
や
欲
求
な
ど
に
応
じ
て
、
つ
ね

に
わ
た
し
と
の
志
向
的
な
相
関
関
係
の
な
か
で
立
ち
現
れ
て
く
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
（vgl.X

X
X
V
II,104

f.

）。

で
は
、
人
格
的
主
観
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
志
向
的
体
験
の
主
観
と
し
て
」（X

X
X
V
II,104

）、
そ
れ
固
有
の
周
囲
世
界
を
生
き
て

い
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
志
向
的
体
験
の
主
観
と
は
「
ま
さ
に
表
象
し
、
感
じ
、
価
値
評
価
し
、
努
力
し
、
行
為
す
る
人
格
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
ど
の
人
格
的
作
用
に
お
い
て
も
何
か
と
、
そ
の
〔
人
格
の
〕
周
囲
世
界
の
対
象
と
関
係
し
て
い
る
」（IV

,185
f.

）
主
観
の
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
精
神
生
と
人
格
的
主
観
の
あ
り
方
に
か
ん
し
て
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
二
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、

一

人
格
的
主
観
が
た
だ
ち
に
道
徳
の
世
界
を
生
き
る
わ
た
し
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

二

精
神
生
は
「
動
機
づ
け
」
と
い
う
独
自
の
因
果
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

ま
ず
、
一
に
つ
い
て
述
べ
る
。
人
格
的
主
観
と
は
、
一
言
で
言
え
ば
日
常
の
生
を
生
き
て
い
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
格
的
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
、
道
徳
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
わ
た
し
や
自
律
的
な
意
志
主
体
と

し
て
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き
か
と
い
う
道
徳
的
な
問
い
を
自
覚
的
に
己
れ
の
生
の
中
心
に
位
置
づ
け
て
生
き
て
い
る
わ
た
し
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
ん
な
る
人
間
と
し
て
、
こ
の
世
界
を
生
き
て
い
る
わ
た
し
と
道
徳
を
学
び
、
道
徳
的
態
度
を
と
り

つ
つ
、
日
常
の
生
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
、
生
き
て
い
る
わ
た
し
は
無
関
係
で
は
な
い
。

次
に
、
二
に
つ
い
て
述
べ
る
。
志
向
的
な
相
関
関
係
の
お
か
げ
で
、
人
格
的
主
観
と
周
囲
世
界
は
互
い
に
連
動
し
な
が
ら
つ
ね
に
変
化

す
る
と
い
う
本
質
構
造
を
も
つ
⑽
。
こ
の
本
質
構
造
と
は
、
人
格
的
主
観
が
「
発
達
す
るsich

entw
ickeln

」
こ
と
に
応
じ
て
、
そ
の
周

囲
世
界
も
「
発
展Entw

icklung

」
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
格
的
主
観
が
発
達
す
る
の
は
、
こ
の
主
観
で
あ
る
「
自
我
存
在

が
恒
常
的
な
自
我
生
成
で
あ
る
」
か
ら
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
格
的
主
観
は
精
神
生
の
う
ち
で
学
び
、
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
や
技
術
を
身

に
つ
け
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
学
び
に
よ
っ
て
人
格
的
主
観
が
身
に
つ
け
る
も
の
が
「
精
神
的
な
習
慣
」
で
あ

る
⑾
。
ま
た
、
人
格
的
主
観
が
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
な
習
慣
を
獲
得
し
、
発
達
す
る
た
め
の
精
神
生
は
「
動
機
づ
け
連
関M

o-

tivationszusam
m
enhang

」
と
呼
ば
れ
る
（vgl.X

X
X
V
II,104

ff.

）。

こ
こ
か
ら
、
２
．
２
．
の
最
後
で
提
示
し
た
問
い
│
│
な
ぜ
学
校
で
学
び
、
い
く
つ
も
の
態
度
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常

の
生
の
世
界
が
わ
た
し
に
多
様
な
仕
方
で
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
問
い
│
│
に
た
い
し
て
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
、
学
校
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
び
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
そ
の
学
び
に
応
じ
た
精
神
的
な
習
慣
を
獲
得
し
、
発
達
す
る
こ
と
と

連
動
し
て
、
日
常
の
生
の
世
界
が
わ
た
し
の
周
囲
世
界
と
し
て
、
多
様
な
仕
方
で
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
、
と
⑿
。

と
こ
ろ
で
、
な
ぜ
精
神
生
は
、
わ
ざ
わ
ざ
動
機
づ
け
連
関
と
呼
び
か
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
動
機
づ
け
が
、
あ
る
精
神
的
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な
事
柄
と
そ
れ
と
は
別
の
精
神
的
な
事
柄
と
を
結
び
つ
け
る
働
き
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
働
き
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「
精
神
的

な
事
実
が
そ
れ
と
は
別
の
事
実
『
に
基
づ
い
て
』
生
じ
る
〔
そ
の
仕
方
〕、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
〔
そ
れ
と
は
別
の
事
実
〕
が
生
じ
て
し

ま
っ
て
い
た
『
な
ぜ
な
ら
〜
と
い
う
理
由
か
ら„W

eil‟

』
生
じ
る
そ
の
仕
方
」
を
規
定
す
る
「
精
神
的
な
因
果
性geistige

K
ausalität

」

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
な
因
果
性
と
し
て
の
動
機
づ
け
は
、
自
然
科
学
が
扱
う
自
然
因
果
性
と
区
別
さ
れ
、「『
な
ぜ
と
な
ぜ
な

ら
』
と
い
う
つ
な
が
り
」
と
し
て
「
理
解
さ
れ
る
因
果
性verstehbare

K
ausalität

」（vgl.X
X
X
V
II,109

f.

）
と
呼
ば
れ
る
⒀
。

４
．
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度
か

│
│
道
徳
の
世
界
を
生
き
る
わ
た
し
の
あ
り
方
│
│

以
上
の
論
述
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
明
確
に
規
定
せ
ず
に
多
用
し
て
き
た
日
常
の
生
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
確
定
し
た
い
。

日
常
の
生
と
は
、
わ
た
し
た
ち
が
精
神
生
の
な
か
で
獲
得
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
な
習
慣
が
複
雑
に
織
り
合
わ
さ
れ
て
い
る
生
の
こ

と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
精
神
的
な
習
慣
が
複
雑
に
織
り
合
わ
さ
れ
た
生
を
生
き
る
際
の
態
度
を
「
自
然
的
態
度natürliche

Einstellung

」（III/1,56

）
と
呼
ぶ
。
自
然
的
態
度
と
は
、
た
と
え
ば
、
学
校
で
の
学
び
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
幾
何
学
的
態
度
や
道
徳

的
態
度
な
ど
、
あ
る
特
定
の
態
度
を
自
覚
的
に
と
る
以
前
の
、
わ
た
し
た
ち
が
日
常
の
生
を
漫
然
と
生
き
て
い
る
と
き
に
と
っ
て
い
る
態

度
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
意
味
規
定
に
依
拠
し
て
、
学
校
教
育
で
の
学
び
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
道
徳
的
態
度
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
考
え
て
い

き
た
い
。

ま
ず
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
は
学
校
で
の
道
徳
教
育
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
道
徳
的
に
善
い
行
為
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
わ

― １０９ ― 道徳的態度とはどのような態度か



け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
学
校
教
育
以
前
に
す
で
に
道
徳
的
に
善
い
振
る
舞
い
方
を
身
に
つ
け
て
い
る
。

い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
こ
う
だ
。
小
学
校
に
入
学
し
、
算
数
を
学
ぶ
よ
り
前
に
、
三
角
の
積
み
木
で
遊
ん
だ
り
、
三
角
に
切
ら
れ
た
こ

ん
に
ゃ
く
の
お
で
ん
を
食
べ
た
り
と
い
う
経
験
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
、「
三
角
形
の
内
角
の
和
は
一
八
〇
度
で
あ
る
」
と
い
う
算
数

（
幾
何
学
）
の
知
識
は
ま
だ
も
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
子
ど
も
は
三
角
形
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
そ
れ
な
り
に
知
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
類
比
的
に
、
た
と
え
ば
、
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（John

Stuart
M
ill

）
の
「
他
者
危
害
原
則
」
と
い
う
道
徳
（
倫
理
学
）
の
知
識
は
な

い
と
し
て
も
、
三
角
の
積
み
木
や
で
き
た
て
熱
々
の
三
角
こ
ん
に
ゃ
く
（
お
で
ん
の
具
）
を
他
人
に
投
げ
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
子
ど
も
は
そ
れ
な
り
に
弁
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
学
校
で
道
徳
を
学
び
、
道
徳
的
態
度
を
身
に
つ
け
る
以
前
の
自

然
的
態
度
の
う
ち
に
あ
る
と
き
で
も
、
精
神
的
な
習
慣
と
し
て
の
道
徳
的
判
断
力
や
心
情
を
そ
れ
な
り
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
学
校
教
育
を
受
け
る
前
に
「
わ
た
し
た
ち
は
、
家
族
の
中
で
成
長
しw

achsen

、
そ
れ
〔
家
族
〕
を
通
じ
て

〔
わ
た
し
た
ち
の
社
会
と
い
う
〕
民
族
的
な
共
同
体
で
成
長
」
し
、「
段
々
と
、
そ
の
〔
共
同
体
の
〕
周
囲
世
界
へ
と
入
り
込
ん
で
成
長
」

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（vgl.X
V
,602

）。

し
か
し
、
道
徳
教
育
以
前
に
弁
え
て
い
る
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
に
は
不
備
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
振
る
舞
い
方
を
教
わ
る
場

で
あ
る
家
族
（
家
庭
）
や
民
族
的
な
共
同
体
は
ど
れ
も
、
そ
れ
固
有
の
「
あ
る
特
殊
な
伝
統
的
類
型
群eine

besondere
traditionale

Typik

」（X
V
,602

）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
た
め
に
、
わ
た
し
に
と
っ
て
の
最
初
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
は
、
わ
た
し
が
偶
然
、

属
す
る
こ
と
に
な
る
家
族
や
共
同
体
が
も
つ
特
殊
な
伝
統
的
類
型
群
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
け
っ
し
て
一
般
的
と
は
言
え
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
だ
⒁
。
一
般
的
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
が
、
つ
ね
に
万
人
か
ら
支
持
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
偏
見
や
間
違
い
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
実
を
押
さ
え
た
う
え
で
、「
特
別
の
教
科

道
徳
」
は
「
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
基
盤
と
な
る
道
徳
性
」
を
、「
人
間
と
し
て
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よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
人
格
的
特
性
」
で
あ
る
道
徳
性
を
養
う
こ
と
を
目
指
す
、
と
い
う
『
解
説
』
の
文
言
に
つ
い
て
改
め
て
考
え

て
み
よ
う
。

本
論
が
示
し
た
こ
と
は
、
学
校
で
の
道
徳
の
学
び
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
道
徳
的
態
度
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
が
日
常

の
生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
問
題
は
、
こ
の
道
徳
的
態
度
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
、
日
常
の
生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
が
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
の
基
盤
（
生
き
る
た
め
の

基
盤
）
に
な
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
の
導
き
の
糸
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
、
道
徳
（
倫
理
学
）
│
│
の
み
な
ら
ず
哲
学
に
と
っ
て

│
│
の
根
本
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
善
く
生

き
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」（
プ
ラ
ト
ン
『
ク
リ
ト
ン
』48

B

）⒂
。

わ
た
し
た
ち
は
、
学
校
で
道
徳
教
育
を
受
け
ず
に
、
道
徳
的
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
な
く
て
も
生
き
て
い
け
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

「
た
だ
生
き
る
」
と
い
う
意
味
で
生
き
て
い
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
た
だ
生
き
て
い
る
と
き
で
も
、
わ
た
し
た
ち
は
学

校
教
育
と
は
異
な
る
仕
方
で
獲
得
し
た
、
精
神
的
な
習
慣
と
し
て
の
道
徳
的
判
断
力
や
心
情
を
も
っ
て
い
る
お
か
げ
で
、
そ
れ
な
り
に
、

道
徳
的
に
善
い
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
振
る
舞
い
方
に
は
、
偏
見
や
間
違
い
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
、
道
徳
的
に
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
に
は
、
二
通
り
の
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
導
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、
自
ら
の
道
徳

的
な
振
る
舞
い
方
の
汚
染
可
能
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
た
だ
漫
然
と
生
き
て
い
く
だ
け
の
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
で
言
え
ば
、
た
だ
生
き
る
こ

と
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
常
の
生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
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自
ら
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
の
汚
染
可
能
性
に
た
い
し
て
、
自
覚
的
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
道
徳
的
態
度
に
お
け
る
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
で
言
え
ば
、
善
く
生
き
る
こ

と
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
る
道
徳
的
に
善
い
生
き
方
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
第
二
の
生
き
方
に
お
い
て
の
み
、
わ
た
し
た
ち
は
、
ま
ず
自
主
的
に
、
自
ら
の
道
徳
的
行
為
へ
と
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
自
ら
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
の
汚
染
可
能
性
へ
の
こ
の
自
覚
的
な
眼
差
し
は
、
わ
た
し
の
た
だ
生
き

る
こ
と
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
、
そ
れ
な
り
の
道
徳
的
行
為
を
可
能
に
し
て
い
た
道
徳
的
判
断
力
や
道
徳
的
心
情
を
問
い
直
す
も
の

で
あ
る
か
ら
だ
。
い
っ
そ
う
具
体
的
に
言
え
ば
、
わ
た
し
は
自
ら
の
行
為
に
か
ん
し
て
、
こ
の
眼
差
し
と
と
も
に
己
れ
の
精
神
生
を
振
り

返
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
原
因
を
、「
な
ぜ
な
ら
」
と
い
う
理
由
を
、「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
た
い
す
る
動
機
を
洗
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
た
し
は
、
自
覚
的
な
問
い
直
し
の
成
果
と
し
て
、
た
ん
に
他
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
わ

た
し
に
よ
る
吟
味
の
プ
ロ
セ
ス
の
あ
と
で
「
自
ら
の
う
ち
に
わ
き
上
が
る
思
い
〔＝

道
徳
的
感
情
〕
や
〔
道
徳
的
〕
判
断
に
基
づ
い
て
行

動
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
立
脚
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
主
体
的
に
、
道
徳
的
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
自
主

的
に
、
自
ら
の
道
徳
的
行
為
に
か
か
わ
っ
た
結
果
と
し
て
自
ら
の
う
ち
に
わ
き
上
が
っ
て
く
る
道
徳
的
感
情
や
道
徳
的
判
断
は
ま
ぎ
れ
も

な
く
、
わ
た
し
の
感
情
、
わ
た
し
の
判
断
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
基
づ
く
道
徳
的
行
為
は
「
自
分
が
中
心
と
な
っ
た
行
動
」
以
外
の
な
に
も

の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
結
論
と
し
て
、
道
徳
的
態
度
に
た
い
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
与
え
る
。
道
徳
的
態
度
と
は
、
第
一
に
、
学
校
教

育
に
お
い
て
道
徳
を
学
ぶ
こ
と
で
、
日
常
の
生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
身
構
え
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二

に
、
日
常
の
生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
を
通
し
て
、
自
ら
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
の
汚
染
可
能
性
に
た
い
し
て
、
自
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覚
的
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
身
構
え
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
こ
の
自
覚
的
な
眼
差
し
に
お
い
て
、
自
ら
の
道
徳
的
判
断

力
と
心
情
を
問
い
直
す
こ
と
で
、
自
主
的
で
主
体
的
な
道
徳
的
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
へ
と

向
か
う
た
め
の
わ
た
し
の
身
構
え
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。

お

わ

り

に

本
論
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
態
度
論
を
手
引
に
し
て
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
か
を
考
究
し
た
。
１
．
で
は
、『
解
説
』

に
お
け
る
道
徳
的
態
度
の
定
義
を
確
認
し
、
本
論
が
答
え
る
べ
き
問
い
を
確
認
し
た
。
２
．
で
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
学
問
的
特
徴
と
態
度
論
と
い
う
ア
イ
デ
ア
の
大
要
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
の
あ
と
、
３
．
で
は
、
フ
ッ
サ

ー
ル
の
「
精
神
生
」
に
つ
い
て
、
人
格
的
主
観
と
周
囲
世
界
と
の
相
関
関
係
と
「
動
機
づ
け
」
概
念
に
着
目
し
つ
つ
検
討
し
た
。
そ
し
て

４
．
で
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
態
度
論
に
加
え
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ー
ゼ
を
導
き
の
糸
に
据
え
て
、
道
徳
的
態
度
と
は
ど
の
よ
う
な
態
度

か
、
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
三
つ
の
規
定
を
提
示
す
る
と
い
う
仕
方
で
答
え
を
与
え
た
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
態
度
と
は
、
日
常
の

生
の
世
界
を
道
徳
の
世
界
と
し
て
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
身
構
え
、
自
ら
の
道
徳
的
な
振
る
舞
い
方
の
汚
染
可
能
性
に
た
い
し
て
、
自

覚
的
に
目
を
向
け
よ
う
と
す
る
身
構
え
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
的
な
眼
差
し
に
基
づ
い
て
、
自
主
的
で
主
体
的
な
道
徳
的
行
為
へ
と

向
か
う
た
め
の
、
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
へ
と
向
か
う
た
め
の
わ
た
し
の
身
構
え
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。

― １１３ ― 道徳的態度とはどのような態度か



注
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana,
M
artinus

N
ijhoff/

K
luw
er/
Springer,1950-

）
か
ら
の
引
用
は
、
そ
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ

ビ
ア
数
字
で
表
記
す
る
。

⑴

文
部
科
学
省
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
九
年
告
示
）
解
説

特
別
の
教
科

道
徳
編
（
平
成
二
九
年
七
月
）』
廣
済
堂
あ
か
つ
き
株
式

会
社
、
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
〇
年
）
第
四
版
。
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
引
用
の
直
後
に
そ
の
頁
数
を
明
記
す
る
。

⑵
『
解
説
』
に
お
い
て
「
道
徳
的
価
値
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間

と
し
て
の
在
り
方
や
生
き
方
の
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
」（
一
七
頁
）、
と
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
道
徳
的
価
値
は
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い

う
問
い
に
か
か
わ
る
「
人
間
ら
し
さ
を
表
す
も
の
」（
一
八
頁
）
で
あ
る
。
こ
の
人
間
ら
し
さ
を
表
す
も
の
と
し
て
の
道
徳
的
価
値
を
子
ど
も
た

ち
が
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
「
道
徳
的
価
値
観
を
形
成
す
る
上
で
必
要
な
も

の
」（
一
七
頁
）
と
し
て
「
特
別
の
教
科

道
徳
」
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
内
容
項
目
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
二
六
│
二
七
頁
参
照
）。

⑶

文
部
科
学
省
『
生
徒
指
導
提
要
（
平
成
二
二
年
三
月
）』
教
育
図
書
株
式
会
社
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）、
一
〇
│
一
一
頁
参
照
。

⑷

た
と
え
ば
、
横
山
利
弘
の
「
タ
マ
ゴ
ッ
チ
理
論
」
が
あ
る
。
横
山
は
生
徒
指
導
と
道
徳
教
育
と
の
差
異
に
注
目
す
る
。
生
徒
指
導
で
は
、
茶
髪
や

乱
暴
な
言
葉
使
い
と
い
っ
た
「
子
ど
も
の
外
的
な
行
動
や
言
葉
使
い
の
指
導
に
重
点
」
が
置
か
れ
る
。
横
山
は
こ
の
「
行
動
・
言
葉
」
を
「
道
徳

的
実
践
」
の
領
域
と
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
道
徳
教
育
で
は
「
子
ど
も
の
内
的
な
心
を
育
て
る
こ
と
」
に
重
点
が
置
か
れ
る
。
横
山
は
こ
の

「
心
」
を
「
道
徳
的
実
践
力
」
の
領
域
と
す
る
。
こ
の
二
つ
の
領
域
を
タ
マ
ゴ
の
上
半
分
と
下
半
分
に
割
り
当
て
、「
生
徒
指
導
は
『
行
動
・
言

葉
』
か
ら
『
心
』
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
で
な
さ
れ
る
指
導
で
あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、「
道
徳
教
育
は
、
逆
に
『
心
』
か
ら
出
発
し

て
、
最
終
的
に
『
行
動
・
言
葉
』
に
結
実
し
て
ゆ
く
指
導
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
理
論
に
お
い
て
、
道
徳
教
育
は
「
教
師
が
子
ど
も
の
内
側
の

『
心
』
を
育
て
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
行
動
を
変
え
よ
う
と
す
る
教
育
的
営
み
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
（
広
岡
義
之
「
第
２
章

読
み
物
資
料

を
解
釈
す
る
」
横
山
利
弘
監
修
『
楽
し
く
豊
か
な
「
道
徳
の
時
間
」
を
つ
く
る
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
五
年
、
二
二
│
二
三
頁
参
照
）。

さ
ら
に
、
田
沼
茂
紀
の
「
人
格
形
成
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
価
値
達
磨
（
ダ
ル
マ
）
構
想
モ
デ
ル
」
も
あ
る
。
田
沼
は
こ
の
理
論
に
お
い
て
、
道
徳

性
を
「
認
知
的
側
面
（
道
徳
的
理
解
や
思
考
・
判
断
）、
情
意
的
側
面
（
道
徳
的
感
性
や
共
感
性
）、
行
動
的
側
面
（
実
践
意
思
力
や
実
践
ス
キ

ル
）
が
個
々
人
の
内
面
に
お
い
て
調
和
的
に
形
成
さ
れ
た
時
に
培
わ
れ
る
も
の
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
道
徳
性
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
形
成
す
る
た
め

に
、
こ
れ
ら
三
つ
の
側
面
を
「
子
供
の
人
格
全
体
と
し
て
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（holistic：
包
括
的
）
に
育
ん
で
い
く
際
の
イ
メ
ー
ジ
図
」、
言
い
換
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え
れ
ば
、「
子
供
一
人
一
人
の
内
面
に
お
い
て
個
と
し
て
の
道
徳
的
価
値
観
形
成
を
調
和
的
に
促
す
意
義
を
伝
え
る
」
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
図
が

「
価
値
達
磨
構
想
モ
デ
ル
図
」
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
ダ
ル
マ
の
土
台
が
「
感
情
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
層
」、
ダ
ル
マ
の
胴
体
が
「
道
徳
的
習
慣

・
慣
習
形
成
層
」、
そ
し
て
そ
の
頭
部
が
「
道
徳
的
価
値
自
覚
層
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
田
沼
茂
紀
『
道
徳
科
で
育
む
２１
世
紀
型
道
徳
力
』
北
樹

出
版
、
二
〇
一
六
年
、
五
四
│
五
五
頁
参
照
）。

⑸

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
理
性
」
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
明
ら
か
に
そ
れ
〔
理
性
〕
は
、
認
識
（
す
な
わ
ち
、
真
か
つ
真
正
の
認
識
、
理
性
的

認
識
）
に
つ
い
て
の
学
問
分
野
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
真
か
つ
真
正
の
価
値
づ
け
（
理
性
の
価
値
と
し
て
の
真
正
の
価
値
）
に
つ
い
て
の
、
倫
理
的

な
行
為
（
真
に
善
い
行
為
、
実
践
理
性
か
ら
の
行
為
）
に
つ
い
て
の
学
問
分
野
の
テ
ー
マ
で
あ
る
」（V

I,7

）、
と
。

⑹

わ
た
し
た
ち
は
普
通
に
生
き
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
、
他
者
、
そ
し
て
世
界
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
認
識
や
倫
理
的
認
識
を
も
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
日
常
の
生
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
認
識
の
源
泉
（
土
台
）
に
何
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
無
頓
着
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
わ
た
し
と
他
者
、
世
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
無
頓
着
さ
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
そ
れ
〔
世
界
〕
は
、
わ
た
し
た
ち

人
間
仲
間M

itm
enschheit

と
い
う
地
平
の
う
ち
に
あ
る
人
間
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
、
他
者
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
顕
在
的
な
結
合
関
係
の
う
ち

に
あ
る
人
間
と
し
て
の
わ
た
し
た
ち
み
な
に
と
っ
て
、『
そ
の
〔
唯
一
の
〕』
世
界
と
し
て
、
全
員
に
共
通
の
世
界
と
し
て
、
自
然
な
仕
方
で
、
あ

ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
〔
世
界
〕
は
、〔
…
…
わ
た
し
た
ち
の
生
に
と
っ
て
の
〕
恒
常
的
な
妥
当
基
盤
で
あ
り
、

〔
…
…
〕
わ
た
し
た
ち
が
考
え
る
こ
と
な
し
に
要
求
す
る
よ
う
な
〔
生
の
〕
自
明
性Selbstverständlichkeit

に
つ
い
て
の
、
つ
ね
に
用
意
さ
れ
て

い
る
源
泉
な
の
で
あ
る
」（V
I,124

）、
と
。

超
越
論
的
現
象
学
は
こ
の
自
明
性
を
問
題
に
す
る
。
こ
う
し
た
世
界
理
解
が
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
根
拠
は
何
か
、
と
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は
、
わ
た
し
た
ち
の
自
然
な
世
界
認
識
の
う
ち
に
、
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
付
き
纏
っ
て
い
る
「
素
朴
さ
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
問
い
か
け
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
源
泉
へ
と
、
恒
常
的
に
隠
れ
た
仕
方
で
機
能
す
る
理

性
で
あ
る
超
越
論
的
主
観
性
へ
と
立
ち
戻
り
、
認
識
の
仕
組
み
を
自
分
の
目
で
精
査
す
る
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

ザ
ハ
ヴ
ィ
（D

an
Zahavi

）
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
方
法
で
あ
る
「
エ
ポ
ケ
ー
と
還
元
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学

的
方
法
論
に
お
け
る
必
須
の
構
成
要
素
」
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
こ
の
エ
ポ
ケ
ー
と
還
元
の
目
的
に
つ
い
て
こ
う
指
摘
し
て
い
る
。「
エ
ポ

ケ
ー
と
還
元
の
真
の
目
的
は
、
現
実
を
疑
う
こ
と
で
も
、
無
視
す
る
こ
と
で
も
、
否
定
す
る
こ
と
で
も
、
捨
て
去
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
わ
た

し
た
ち
の
研
究
か
ら
現
実
を
排
除
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
ね
ら
い
は
、
現
実
に
か
ん
す
る
あ
る
種
の
独
断
的
な
態
度

を
宙
吊
り
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
中
立
化
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
こ
の
〔
あ
る
種
の
独
断
的
な
〕
態
度
を
宙
吊
り
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
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現
実
を
問
い
直
す
こ
と
に
あ
る
、
と
（C

f.,Zahavi,D
.,H

usserl’s
Legacy

:
Phenom

enology,M
etaphysics,and

Transcendental
Philoso-

phy,
O
xford

U
niversity

Press,2017,pp.56-57.

）。

⑺

国
松
孝
二
他
編
『
小
学
館

独
和
大
辞
典

コ
ン
パ
ク
ト
版
』
小
学
館
、
一
九
九
〇
年
、
六
〇
三
頁
参
照
。

⑻

こ
の
例
で
言
え
ば
、
前
者
で
は
数
学
的
態
度
を
、
後
者
で
は
審
美
的
態
度
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
こ
の
場

合
の
よ
う
に
、
数
学
的
態
度
か
ら
審
美
的
態
度
へ
と
い
う
仕
方
で
あ
る
態
度
か
ら
そ
れ
と
は
異
な
る
態
度
へ
と
移
行
す
る
こ
と
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「
態
度
変
更Einstellungsänderung

」
と
表
現
す
る
。

⑼

和
辻
哲
郎
は
、
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
態
度
論
の
根
本
ア
イ
デ
ア
と
非
常
に
類
似
し
た
考
え
方
を
使
っ
て
、
自
然
の
学
と
い
う
態
度
か
ら
立
ち
現
れ

て
く
る
人
間
を
扱
う
生
理
学
に
た
い
し
て
、
自
然
の
学
か
ら
は
截
然
と
区
別
さ
れ
る
人
間
の
学
と
い
う
態
度
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
人
間
を
扱
う

倫
理
学
を
提
唱
し
て
い
る
。「
も
し
人
間
が
自
然
対
象
と
し
て
の
他
の
自
然
物
と
同
一
の
資
格
に
於
て
考
察
さ
る
る
な
ら
ば
、
人
間
を
人
間
と
し

て
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
人
間
的
な
存
在
の
仕
方
は
限
界
を
逸
す
る
。
そ
う
し
て
そ
の
限
り
、
た
と
い
そ
の
対
象
が
人
間
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
場

合
で
も
、
│
│
例
え
ば
生
理
学
の
対
象
と
し
て
の
人
間
如
き
、
│
│
何
等
倫
理
学
と
か
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。〔
／
〕
然
ら
ば
人
間
を
人
間
と

し
て
自
然
よ
り
区
別
す
る
こ
と
は
、
倫
理
学
の
存
立
に
と
っ
て
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
も
し
人
間
が
自
然
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
従

っ
て
人
間
の
学
が
自
然
の
学
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
自
然
の
学
で
は
な
く
し
て
し
か
も
人
間
の
学
た
る
倫
理
学
は
不
可
能
で
あ
る
。
倫

理
学
が
可
能
な
る
た
め
に
は
人
間
は
自
然
で
は
な
い
と
云
う
こ
と
が
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
和
辻
哲
郎
『
初
稿

倫
理
学
』
苅
部
直
編
、
筑

摩
書
房
、
二
〇
一
七
年
、
三
一
頁
）、
と
。

⑽

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
志
向
的
な
相
関
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
周
囲
世
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
周
囲
世
界
は
「〔
わ
た
し

の
〕
意
識
と
い
う
わ
た
し
の
多
様
な
仕
方
で
変
動
す
る
も
ろ
も
ろ
の
自
発
的
な
複
合
体
が
関
係
す
る
」（III/1,58

）
世
界
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
人
格
的
主
観
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
世
界
は
、
端
的
に
「
構
成K

onstitution

」
さ
れ
た
世
界

と
呼
ば
れ
る
（vgl.III/1,118-119

）。

⑾

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
精
神
的
な
習
慣
に
つ
い
て
、「
そ
の
〔
自
我
に
と
っ
て
〕
相
対
的
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
絶
え
ず
変

化
し
て
い
く
習
慣H

abitus

」（X
X
X
V
II,105

）
の
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

⑿

上
述
の
周
囲
世
界
の
「
発
展
」
と
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
た
い
す
る
表
現
で
あ
る
。

⒀

精
神
的
な
因
果
性
に
つ
い
て
の
規
定
と
対
比
さ
せ
て
自
然
科
学
が
扱
う
自
然
因
果
性
を
規
定
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
自
然
的
な
事

実
が
そ
れ
と
は
別
の
事
実
に
基
づ
い
て
生
じ
る
、
あ
る
い
は
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
かW

ie

を
説
明
す
る
因
果
性
で
あ
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る
、
と
。
こ
こ
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
た
い
し
て
、
さ
ら
な
る
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
精
神
的
な
習
慣
を

獲
得
す
る
さ
ま
を
、
動
機
づ
け
連
関
に
即
し
て
「
そ
の
〔
習
慣
の
〕『
起
源
』
へ
と
遡
行
的
に
立
ち
戻
る
」（X

X
X
V
II,107

）
こ
と
で
、
わ
た
し

の
行
為
の
「
な
ぜ
」（
動
機
）
を
理
解
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
学
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。

⒁

こ
の
こ
と
は
、
同
じ
日
本
に
属
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
庭
ご
と
に
家
族
の
ル
ー
ル
が
違
う
こ
と
や
同
じ
地
球
に
位
置
し
て
い
る
が
、
社

会
共
同
体
や
国
ご
と
に
規
範
が
異
な
る
と
い
う
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

⒂

プ
ラ
ト
ン
『
ク
リ
ト
ン
』
田
中
美
知
太
郎
訳
、
田
中
美
知
太
郎
責
任
編
集
『
プ
ラ
ト
ン
Ⅰ

世
界
の
名
著

６
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
年
、

四
七
三
頁
。
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