
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
に
つ
い
て

鬼

頭

葉

子

は

じ

め

に

マ
ー
サ
・
Ｃ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、「
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
提
唱
に
よ
り
、
国
際
協
力
や
福
祉
の
領
域
で
も
し
ば
し
ば

言
及
さ
れ
る
著
名
な
思
想
家
で
あ
る
。
彼
女
は
、
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
「
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（politicalliberalism

）」
お
よ
び

「
重
な
り
合
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
（overlapping

consensus

）」
の
二
つ
の
概
念
を
継
承
し
た
上
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
に
ケ

イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
付
加
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
⑴
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
言
に
よ
れ
ば
、

「
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
は
宗
教
的
な
世
界
観
の
よ
う
な
、
善
に
関
す
る
全
て
を
包
括
す
る
教
義
を
回
避
し
て
、「
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
る

形
而
上
学
上
・
宗
教
上
の
諸
原
理
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
形
式
」
を
取
る
こ
と
を
意
味
す
る
⑵
。
そ
し
て
「
重
な

り
合
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
は
、
形
而
上
学
ま
た
は
宗
教
上
の
構
想
が
異
な
る
人
々
の
間
で
も
、
多
元
性
の
う
ち
に
合
意
ま
た
受
容
可
能

な
地
点
を
見
出
す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
勿
論
「
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
は
、
単
な
る
相
対
主
義
で
は
な
く
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
ロ
ー

ル
ズ
共
に
、
人
格
の
尊
重
を
規
範
的
な
も
の
と
捉
え
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
善
や
価
値
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
自
由
に
選
択
し
得
る
社
会

形
成
を
目
指
す
こ
と
は
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
法
や
制
度
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
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も
、
個
人
の
感
情
（em

otion

）
が
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
と
っ
て
、
感

情
は
単
な
る
非
合
理
で
な
く
、
法
も
単
な
る
合
理
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
「
同
情
（com

passion

）」
と
い

う
感
情
に
注
目
し
、
同
情
が
他
者
に
対
す
る
評
価
や
行
動
に
結
び
つ
く
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
新
た
な
展
開
と
し
て
、
感
情
に
注
目
し
た
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
感
情
の
導
入
に

よ
る
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
試
み
の
可
能
性
と
限
界
を
評
価
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
「
同
情
」
概
念
の
特
徴
を

把
握
し
、「
同
情
」
概
念
の
思
想
史
的
な
変
遷
を
整
理
す
る
。
ま
た
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
政
治
的
・
社
会
的
場
面
を
左
右
す
る
負
の
感
情
と
し

て
、「
嫌
悪
感
（disgust
）」
と
「
恥
（sham

e

）」
と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
次

い
で
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
評
価
と
、
感
情
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
な
も
の
と
な
る
彼
女
の
立
ち
位

置
に
つ
い
て
論
ず
る
。
最
後
に
、
宗
教
倫
理
に
お
け
る
同
情
概
念
と
の
比
較
を
加
え
つ
つ
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
考
え
る
他
者
へ
の
感
情
、
特

に
同
情
概
念
の
妥
当
性
と
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
一
章

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
概
念
の
特
徴

一
・
一

同
情
概
念
の
定
義

「
同
情
」
を
表
す
語
は
、
英
語
圏
に
限
れ
ば
、com

passion

やsym
pathy

の
他
、em

pathy

やpity

が
あ
る
⑶
。
哲
学
者
ら
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
方
で
（
語
義
的
な
差
異
と
は
異
な
る
仕
方
で
）、
自
身
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
⑷
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、em

pathy

とcom
pas-

sion

を
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
エ
ン
パ
シ
ー
は
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
関
連
し
て
い
る
が
、
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
成
立
す
る
に
は
十

分
で
は
な
い
⑸
。
エ
ン
パ
シ
ー
は
幸
福
で
あ
ろ
う
が
悲
哀
で
あ
ろ
う
が
、「
他
の
人
の
経
験
を
想
像
的
に
再
構
築
し
た
も
の
⑹
」
で
あ
り
、
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俳
優
が
演
技
に
よ
っ
て
、
見
る
者
と
感
情
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合
の
感
情
伝
播
も
ま
た
エ
ン
パ
シ
ー
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
エ
ン
パ
シ
ー
は
、
誤
り
や
す
く
道
徳
的
に
中
立
で
あ
る
が
、
コ
ン
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
高
度
に
関
連
し
た
心
の
能
力
で
あ
る
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
⑺
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
自
身
は
主
要
な
概
念
と
な
る
「
同
情
」
の
意
と
し
てcom

passion

の
語
を
用
い
て
い
る
⑻
。
ま
た
ヌ
ス
バ
ウ

ム
は
、
自
身
が
同
情
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
枠
組
み
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お

い
て
は
、『
問
題
集
』
第
七
巻
「
同
情
に
関
す
る
諸
問
題
」、
お
よ
び
『
弁
論
術
』
第
二
巻
第
八
章
で
同
情
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い

る
⑼
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
同
情
（ελεος

）
と
は
、
第
一
に
、
他
者
に
重
大
な
苦
痛
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
を

指
し
て
お
り
、
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
目
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
人
が
、
そ
の
人
が
招
い
た
の
で
は
な
く
、
一
方
的
に
被

っ
た
災
い
に
よ
る
苦
痛
へ
の
心
情
を
意
味
す
る
⑽
。
第
三
に
、
同
情
を
抱
く
人
と
は
、
自
分
自
身
や
自
分
に
属
す
る
人
が
災
い
を
被
る
か

も
し
れ
な
い
と
考
え
る
想
像
力
の
あ
る
人
で
あ
る
⑾
。
し
か
し
同
情
す
る
主
体
と
同
情
さ
れ
る
他
者
は
、「
自
分
も
同
じ
よ
う
な
目
に
合

う
可
能
性
が
あ
る
」
と
い
う
点
で
同
一
視
で
き
る
た
め
、
自
分
が
陥
り
そ
う
に
な
い
状
態
に
あ
る
よ
う
な
、
か
け
離
れ
た
存
在
を
想
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
し
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
同
情
概
念
に
お
け
る
一
と
二
の
項
目
を
継
承
し
、
三
の
項
目
を
再
解
釈
し
て
同
情

概
念
を
定
義
す
る
。
同
情
と
は
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
、
単
な
る
情
念
で
は
な
く
三
つ
の
認
識
的
諸
要
素
を
備
え
た
判
断
で
あ
る
⑿
。
そ

し
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
と
っ
て
「
同
情
」
と
は
、「
公
的
生
活
で
も
私
的
生
活
で
も
、
合
理
的
熟
考
と
適
切
な
行
為
に
と
っ
て
良
い
土
台
を

提
供
す
る
感
情
」
を
意
味
し
て
い
る
⒀
。

⑴
他
者
が
被
っ
て
い
る
苦
痛
が
、
甚
大
で
深
刻
（serious

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
苦
し
ん
で
い
る
他
者
は
、
そ
の
苦
し
み
を
受
け
る
に
値
し
な
い
（nondesert
）、
つ
ま
り
そ
の
窮
状
は
本
人
の
責
任
で
は
な
い
と
考
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え
ら
れ
る
。

⑶
幸
福
主
義
的
判
断
（eudaim

onistic
judgem

ent

）
が
適
用
さ
れ
る
。「
苦
し
む
人
と
同
情
を
覚
え
る
人
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
」

は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
「
自
分
も
同
じ
目
に
合
う
可
能
性
」
と
し
て
で
は
な
く
、
他
者
の
苦
痛
が
自
分
の
苦
痛
と
同
様
に

重
要
で
あ
る
と
み
な
す
判
断
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
異
な
る
点
を
付
加
し
た
、
第
三
の
「
幸
福
主
義
的
判
断
」
に
つ
い
て
補
足
し
、
両
者

の
差
異
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
同
情
が
成
立
す
る
た
め
に
、
相
手
が
被
っ
た
苦
痛
や
不
運
を
自
分
も
同
様
に
被
る
可
能
性
が
高
い
と

認
識
す
る
こ
と
が
必
要
条
件
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
に
つ
い
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
「
自
分
も
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
怖
れ

よ
り
も
、「
自
分
も
同
じ
よ
う
な
目
に
遭
い
や
す
い
」
と
い
う
自
ら
の
弱
さ
と
相
手
の
弱
さ
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
弱
さ
（vulnerability

）」
は
、「
弱
さ
の
共
同
体
」
と
し
て
、
他
者
と
の
連
帯
を
促
進
す
る
も

の
と
捉
え
ら
れ
る
⒁
。
次
に
「
幸
福
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
は
通
低
す
る
立
場
に
あ
り
、
ヌ
ス
バ
ウ

ム
も
ま
た
、
人
間
は
種
に
普
遍
的
な
要
素
を
、
繁
栄
・
開
花
さ
せ
る
こ
と
を
望
ま
し
い
と
み
な
す
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
の
み
な

ら
ず
社
会
全
体
の
幸
福
を
目
指
す
も
の
と
捉
え
て
い
る
⒂
。
し
か
し
「
幸
福
主
義
的
判
断
」
に
お
い
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
同
情
す
る
人

は
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
お
ぼ
え
る
自
身
の
生
の
よ
り
重
要
な
部
分
に
、
苦
し
ん
で
い
る
人
（
人
々
）
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
判
断
を
す

る
と
述
べ
⒃
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
異
な
る
点
を
明
確
に
し
て
い
く
。
例
え
ば
、
あ
る
人
物
の
死
と
い
う
苦
難
に
同
情
を
お
ぼ
え
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
そ
の
死
を
悲
し
み
悼
む
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
か
。
亡
く
な
っ
た
人
物
が
、
哀
悼
す
る
人
の

人
生
の
一
部
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
人
の
生
死
が
悲
し
む
人
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は

同
情
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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「
同
情
が
存
在
す
る
た
め
に
は
、
人
は
自
分
自
身
の
目
標
と
目
的
の
構
想
の
重
要
な
部
分
と
し
て
他
の
人
の
苦
し
み
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
人
は
、
他
人
の
苦
し
み
が
、
自
分
自
身
の
繁
栄
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実

際
、
自
分
自
身
が
、
他
者
に
お
い
て
脆
弱
な
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
似
た
よ
う
な
可
能
性
の
判
断
で

は
な
く
、
幸
福
主
義
的
判
断
で
あ
っ
て
、
同
情
に
必
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
⒄
。」

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
幸
福
主
義
的
判
断
と
い
う
視
点
に
つ
い
て
、
Ｓ
・
べ
イ
ン
は
、
他
者
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
る
た
め
の
原
理
的
な
手
段

と
な
る
と
評
価
し
て
い
る
⒅
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
自
身
、
同
情
は
、
あ
る
人
物
が
自
分
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
人
は
「
他
人
や
他
の
生
物
の
位
置
を
心
の
な
か
で
想
定
す
る
能
力
⒆
」
を
有
し
て
い
る
。
人
は
自
ら
の
周
辺
だ
け
で
な
く
、
縁
遠
い

他
者
の
苦
痛
や
繁
栄
が
、
自
分
の
そ
れ
と
同
様
に
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
来
る
よ
う
な
視
点
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
視
点
は
同
情
と

い
う
、
情
念
的
で
あ
り
な
が
ら
認
識
的
な
要
素
を
持
っ
た
感
情
と
し
て
表
出
す
る
。
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
同
情
は
、
共
有
さ
れ

る
「
弱
さ
」
に
も
基
づ
い
て
い
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、
同
情
と
弱
さ
、
自
己
と
他
者
の
連
続
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
一
言
す
る
な
ら
「
同
情
は
自
己
の
境
界
を
外
へ
と
拡
げ
る
⒇
」
は
た
ら
き
を
な
す
。

「
人
間
の
繁
栄
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
概
念
を
そ
な
え
た
観
察
者
は
、
飢
餓
、
障
害
、
病
気
、
奴
隷
状
態
に
よ
っ
て
、
人
々
が
自

分
の
過
ち
で
は
な
い
の
に
苦
し
ん
で
い
る
世
界
を
見
て
と
る
。
彼
女
は
、
食
料
、
健
康
、
市
民
権
、
自
由
な
ど
の
財
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
全
で
特
権
的
な
状
況
の
内
部
に
自
身
が
残
る
か
ど
う
か
不
安
で
あ
る
こ
と
も
認
め
る
。
彼
女

は
多
く
の
極
貧
状
態
が
自
分
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（
あ
る
い
は
そ
う
な
る
）
こ
と
も
認
め
る
。
こ
の
脆
弱
性
は
、
観
察
者

を
自
ら
の
外
側
に
向
け
る
思
考
へ
と
導
き
、
財
や
資
源
の
分
配
に
関
す
る
社
会
の
一
般
的
な
取
り
決
め
を
問
う
も
の
で
あ
る
21
。」
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こ
の
よ
う
な
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
情
概
念
は
、
主
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
幸
福
主
義
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
上
記
引
用
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
同
情
が
適
正
な
財
や
資
源
の
分
配
に
関
わ
る
と
捉
え
る
点
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
出
て
い

る
。
ま
た
「
観
察
者
（spectator

）」
と
い
う
言
葉
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
公
平
な
観
察
者
（im

partialspectator

）」
を
想
起
さ
せ

る
も
の
で
も
あ
り
、
同
情
が
自
身
の
情
念
で
あ
り
つ
つ
も
冷
静
か
つ
客
観
的
な
判
断
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
に
同
情
概
念
の
思

想
史
に
関
す
る
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
言
及
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
を
よ
り
明
確
化
し
て
お
き
た
い
。

一
・
二
「
同
情
」
の
思
想
史
的
変
遷

ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
が
興
る
「
同
情
以
前
の
伝
統
」
で
は
、
不
運
（m

isfortune

）
は
そ
れ
を
被
る
べ
き
で
は
な

い
人
々
に
深
刻
な
害
を
及
ぼ
す
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
た
22
。
し
か
し
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
は
、
善
な
る
人
は
害
を
被
ら
な
い
。
と

い
う
の
も
「
美
徳
と
自
己
充
足
に
つ
い
て
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
思
惟
」
に
お
い
て
、
外
的
善
の
不
足
は
問
題
で
は
な
い
た
め
、
外
的
善
が
満

た
さ
れ
な
い
こ
と
へ
の
同
情
が
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
23
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
影
響
を
受
け
た
ス
ト
ア
派
に
と
っ
て
も
ま
た
、
追
求
す
べ
き

は
人
間
の
尊
厳
の
無
限
の
価
値
で
あ
っ
て
、
外
的
善
に
左
右
さ
れ
ず
、
感
情
を
排
し
た
ア
パ
テ
イ
ア
が
要
請
さ
れ
る
。
よ
っ
て
ス
ト
ア
派

は
「
同
情
に
反
対
す
る
（anticom

passion

）」
立
場
と
な
る
。
ス
ト
ア
派
で
は
、
特
定
の
も
の
へ
の
愛
着
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
身
の
感
情
も
変
化
さ
せ
る
。
さ
ら
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
カ
ン
ト
も
こ
の
同
情
に
反
す
る
系
譜
に
属
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
同
情
の
否
定
の
根
底
に
あ
る
動
機
は
、
平
等
主
義
か
つ
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
動
機
24
で
も
あ
り
、
特
定
の
事
物
や
人
物
へ

の
愛
着
や
執
着
か
ら
解
放
さ
れ
た
立
場
で
も
あ
る
。
同
情
は
、
自
分
に
近
い
も
の
や
愛
着
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
よ
り
容
易
に
は
た
ら

く
だ
ろ
う
。
ス
ト
ア
派
の
同
情
の
否
定
は
、
こ
の
よ
う
な
同
情
に
お
け
る
贔
屓
や
不
平
等
の
要
素
と
は
無
縁
と
な
る
。

他
方
、「
同
情
に
肯
定
的
な
伝
統
」
と
し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
ル
ソ
ー
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ル
ソ
ー
に
お
い
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て
は
、
平
等
主
義
的
民
主
主
義
の
思
想
的
基
盤
、
ま
た
よ
り
平
等
な
基
本
的
資
源
の
分
配
を
動
機
づ
け
る
た
め
に
同
情
概
念
が
用
い
ら
れ

る
と
さ
れ
る
25
。
同
情
を
肯
定
的
に
捉
え
る
立
場
に
よ
れ
ば
、
身
分
や
階
級
の
違
い
が
、
人
生
の
価
値
や
成
功
の
差
異
を
招
く
が
、
そ
の

よ
う
な
分
断
は
、
個
人
の
尊
厳
の
平
等
性
を
も
侵
食
す
る
が
ゆ
え
に
同
情
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
の
他
、
同
情
や
共
感
を
積
極
的

に
共
同
体
形
成
の
要
素
と
し
て
評
価
す
る
思
想
と
し
て
、
ハ
チ
ソ
ン
や
ヒ
ュ
ー
ム
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
な
ど
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の

系
譜
も
存
在
す
る
。
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
他
人
が
何
を
感
じ
て
い
る
か
を
直
接
体
験
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
同
じ
状
況
で
自

分
が
何
を
感
じ
る
か
に
つ
い
て
の
想
像
力
が
、
他
者
の
感
覚
を
能
動
的
に
捉
え
る
手
段
と
な
る
26
。
ま
た
ス
ミ
ス
は
、「
公
平
な
観
察
者
」

の
視
点
を
提
唱
し
、
人
間
が
愛
着
の
あ
る
対
象
に
は
、
よ
り
強
い
共
感
を
抱
き
が
ち
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
般
規
則
に
よ
っ
て
そ
れ
を
越

え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
も
ス
ミ
ス
を
意
識
し
、
我
々
が
同
情
を
抱
く
と
き
、
他
者
の
苦
境
の
重
大
さ

や
、
そ
の
苦
境
に
お
け
る
原
因
や
責
任
の
追
及
な
ど
の
認
知
に
お
い
て
、「
賢
明
な
観
察
者
（judicious

spectator

）27
」
の
態
度
を
取
り
、

同
情
に
は
反
省
的
評
価
が
切
り
離
せ
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
同
情
へ
の
否
定
的
・
肯
定
的
評
価
を
取
り
上
げ
、
同
情
概
念
が
思
想
に
お
い
て
コ
ン
ト
ラ
ヴ
ァ
ー
シ
ャ

ル
な
扱
わ
れ
方
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
28
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
同
情
へ
の
肯
定
的
立
場
と
し
て
ス
ミ
ス
に
対
し
一
定
の
評
価
を

す
る
が
、
同
情
が
思
想
に
お
い
て
根
源
的
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
ス
ミ
ス
の
よ
う
な
立
場
を
批
判
す
る
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
も

登
場
し
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、
他
者
に
属
す
る
苦
し
み
を
共
有
し
、
同
情
（M

itleid

）
を
抱
く
時
、「
私
」
と
他
者
と
の
あ
い

だ
の
絶
対
的
な
区
別
は
な
く
な
る
と
述
べ
る
29
。
Ｒ
・
ラ
イ
リ
ー
が
指
摘
す
る
通
り
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
言
う
「
自
我
と
非
自
我

を
隔
て
る
壁
の
消
滅
」
は
、
他
者
と
自
己
が
同
一
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
30
。
実
存
あ
る
い
は
経
験
世
界
に
お
い
て
、

他
者
と
自
己
は
非
同
一
で
あ
る
が
、
他
者
に
お
い
て
共
に
苦
悩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
と
非
我
は
「
本
質
的
同
一
性
」
に
至
る
の
で

あ
る
。
一
方
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う
な
、
同
情
す
る
者
と
さ
れ
る
者
の
「
本
質
的
同
一
性
」
の
よ
う
な
、
形
而
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上
学
的
・
存
在
論
的
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
女
の
立
場
が
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
提
唱
す
る
も
の
と
し
て
一
貫
し
て
お

り
、「
本
質
的
同
一
性
」
の
よ
う
な
本
性
的
存
在
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
究
極
的
な
価
値
」（
例
え
ば
魂
の
不
死
性

の
よ
う
な
）
を
提
唱
す
る
こ
と
に
も
繫
が
る
か
ら
で
あ
ろ
う
31
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
自
身
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
同
情
を
人
間
存
在

に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
み
な
し
て
い
る
が
、
同
情
は
、
ま
た
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
市
民
が
醸
成
す
べ
き
「
必
須
の
感
情
」
と
も
い
わ
れ

る
。
一
方
で
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
諸
価
値
と
相
反
す
る
感
情
が
存
在
す
る
。
次
章
で
は
嫌
悪
感
と
恥
と
い
う
二

つ
の
感
情
に
つ
い
て
の
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
見
立
て
を
追
っ
て
み
よ
う
。

一
・
三

嫌
悪
感
と
恥
に
関
す
る
分
析

ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
言
う
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
と
は
、
自
由
な
選
択
と
い
う
善
や
人
格
の
尊
厳
を
指
す
。
よ
っ
て
人
格
の
尊
厳
を
毀
損
す
る

よ
う
な
感
情
は
、
こ
れ
ら
の
諸
価
値
と
相
い
れ
な
い
。
嫌
悪
感
と
恥
と
い
う
感
情
は
、
そ
の
点
で
、
人
格
の
尊
重
を
促
進
す
る
感
情
で
あ

る
同
情
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
嫌
悪
感
を
形
成
す
る
も
の
は
「
自
己
へ
の
汚
染
（contam

ination

）32
」
で
あ
る
。
人
間
が
や
が
て
死
に
至

る
存
在
で
あ
る
こ
と
や
、
人
間
も
ま
た
排
泄
し
た
り
衰
退
し
た
り
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
人
間
が
動
物
的
身
体
を
持
つ
こ
と
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
も
の
（anim
alrem

ainder

）
は
嫌
悪
感
の
対
象
と
な
る
。
死
を
迎
え
る
動
物
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の
を
摂
取
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
こ
と
を
人
は
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、「
清
浄
な
国
家
と
い
う
妄
想
」
を
例
に
挙
げ
、

こ
れ
は
攻
撃
的
な
外
国
人
へ
の
嫌
悪
感
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
33
。
嫌
悪
感
は
、
政
治
的
な
従
属
、
脆
弱
な
集
団
や
人

物
の
周
縁
化
（m

arginalization

）
を
行
う
時
に
は
、
危
険
な
社
会
的
感
情
と
な
る
34
。
嫌
悪
感
は
「
特
定
の
集
団
と
個
人
を
排
除
し
よ
う

と
す
る
社
会
的
努
力
」
の
な
か
で
、
歴
史
的
に
多
用
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
35
。
嫌
悪
感
は
法
の
形
成
や
適
用
に
も
関
与
す
る
。

例
え
ば
あ
る
法
は
、
社
会
の
メ
ン
バ
ー
の
犯
罪
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
表
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
特
定
の
集
団
に
向
け
ら
れ
、
そ
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れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
危
険
な
も
の
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
市
民
の
平
等
と
相
互
尊
重
を
阻
害
す
る
よ
う
な

嫌
悪
感
を
阻
止
す
る
こ
と
は
国
家
の
義
務
で
あ
る
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
言
う
。

一
方
、
恥
は
自
己
自
身
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
欠
点
が
「
露
わ
に
な
る
こ
と
に
対
し
て
生
じ
る
苦
痛
の
感
情
36
」
で
あ
り
正
常

（norm
al

）
と
み
な
さ
れ
る
も
の
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
こ
の
恥
は
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
の
目
標
や
理
想
に
関
わ
っ
て
人
を
駆
り
立
て
る
。

恥
は
罪
悪
感
と
は
異
な
る
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
言
う
。
恥
は
自
己
を
隠
し
、
自
己
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
自
己
の
真
の
姿
か
ら
の
撤
退
が
恥
で

あ
る
。
一
方
罪
悪
感
は
、
不
毛
な
自
己
逃
避
に
終
わ
る
恥
と
は
異
な
り
、
償
い
や
赦
し
と
い
っ
た
も
の
に
変
化
し
う
る
可
能
性
を
含
ん
で

い
る
。
そ
し
て
嫌
悪
感
の
感
情
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
も
人
間
の
脆
弱
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
感
情
に
お
い
て
も
人
は
そ
の

脆
弱
性
と
向
き
合
う
こ
と
を
し
な
い
。

「
正
常
な
人
々
は
、
自
分
の
肉
体
が
も
ろ
く
脆
弱
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
肉
体
的
な
障
碍
を
も
つ
人
々
に
ス
テ
ィ
グ

マ
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
彼
ら
は
自
分
の
人
間
と
し
て
の
弱
さ
に
つ
い
て
、
ず
っ
と
ま
し
だ
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
37
。」

こ
の
恥
が
社
会
に
反
映
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
障
碍
者
差
別
を
挙
げ
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
心
身
に
障
碍
の
あ

る
人
々
の
集
団
ほ
ど
「
痛
々
し
く
ス
テ
ィ
グ
マ
を
付
与
さ
れ
た
38
」
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
嫌
悪
感
と
恥
と
い
う
感
情
は
、
先
に
検

討
し
た
同
情
の
よ
う
な
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
形
成
に
寄
与
す
る
感
情
と
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
嫌
悪
感
は
法
形
成
に
お
い
て
実
際
に

機
能
し
て
お
り
、
ま
た
恥
は
社
会
活
動
に
お
い
て
、
特
定
の
集
団
を
排
除
す
る
よ
う
な
行
為
へ
と
人
間
を
促
す
感
情
で
あ
る
。
ヌ
ス
バ
ウ

ム
に
よ
る
嫌
悪
感
と
恥
と
い
う
感
情
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
彼
女
に
と
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
実
現
が
第
一
の
価
値
で
あ
る
こ
と
を
よ
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く
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
人
が
自
然
に
持
つ
感
情
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
社
会
の
実
現
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
が
問
わ

れ
、
同
情
は
教
化
促
進
の
対
象
と
な
り
、
嫌
悪
感
や
恥
は
抑
止
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ン
バ
ー
間
の
相
互
尊
重
と
相
互

依
存
、
人
間
の
尊
厳
へ
の
配
慮
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
理
念
は
、
動
物
性
と
死
を
避
け
よ
う
と
す
る
嫌
悪
感
、
ま
た
「「
正
常
」
に

囚
わ
れ
る
」
恥
と
い
っ
た
感
情
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
嫌
悪
感
お
よ
び
恥
と
い
う
感
情
が
法
に
及
ぼ
す
作
用
を
制
限
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
嫌
悪
感
や
恥
の
よ
う
な
感
情
で
あ
れ
、
同
情
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
も
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
実

現
と
い
う
観
点
に
お
い
て
分
析
さ
れ
て
い
る
の
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
の
特
徴
で
あ
る
。

第
二
章

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
同
情
概
念

ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
な
る
観
点
を
付
し
て
い
る
。
ま
ず
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
る
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
新
し
い
形
の
強
力
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ

ム
は
「
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
を
挙
げ
る
。
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
人
格
の
尊
重
を
規
範
と
し
て
有
し
て
お
り
、
ま
た
個
々
人
の

選
択
の
自
由
を
善
で
あ
る
と
み
な
す
ゆ
え
に
、
単
な
る
価
値
中
立
な
社
会
で
は
な
い
。
そ
し
て
社
会
に
お
け
る
様
々
な
宗
教
的
・
道
徳
的

価
値
の
不
一
致
は
な
く
な
ら
な
い
と
見
る
。
究
極
的
な
価
値
や
善
の
問
題
を
取
り
扱
う
よ
う
な
「
包
括
的
教
義
（com

prehensive
doc-

trine

）」
に
つ
い
て
は
、
人
々
は
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
宗
教
や
形
而
上
学
、
道

徳
な
ど
世
界
解
釈
と
し
て
の
信
念
や
価
値
を
提
供
す
る
包
括
的
教
義
が
存
在
し
、
様
々
な
善
が
競
合
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
中
で

の
「
重
な
り
合
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
を
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、

政
治
的
生
か
ら
「
価
値
」
を
排
除
す
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
格
の
尊
重
を
基
礎
的
な
価
値
と
想
定
す
る
限
り
、
決
し
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て
中
立
た
り
え
な
い
39
。
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
価
値
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
試
み
で
は
な
く
、
人
々
の
多
様
な
価
値
が
相
違
し
つ

つ
並
び
立
つ
状
態
に
お
い
て
「
人
格
の
尊
重＝

基
礎
的
な
価
値
」
と
捉
え
る
立
場
な
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ル
ズ
は
、
自
身
の
政
治
的
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
個
々
人
の
人
生
に
つ
い
て
の
多
様
な
意
義
や
価
値
規
範
を
含
む
道
徳
や
宗
教
の
よ
う
な
「
包
括
的
教
義
」
で

は
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
40
。「
人
格
の
尊
重
」
は
、
多
様
な
価
値
集
団
の
間
で
も
、
究
極
的
な
価
値
と
は
異
な
り
、
一
致
可
能
な

「
重
な
り
合
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
な
る
可
能
性
を
持
つ
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
も
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
関
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
、「
人
間
の
尊
厳
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
と
と
も
に
、
相
互
依
存
（reciprocity

）
と
、
人
間
の
生
に
お
け
る

究
極
的
な
善
に
つ
い
て
の
異
な
る
構
想
へ
の
相
互
尊
重
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
社
会
関
係
に
基
づ
く
社
会
秩
序
41
」
に
つ
い
て
の

考
え
で
あ
る
。

ま
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
祖
で
あ
る
ミ
ル
に
関
し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
評
価
し
つ
つ
批
判
を
加
え
る
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
は

個
人
が
自
分
自
身
の
基
準
に
よ
っ
て
選
択
を
し
た
り
、
意
見
を
表
明
し
た
り
す
る
自
由
こ
そ
が
社
会
の
善
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
ミ
ル

に
お
い
て
個
人
の
自
由
な
行
動
の
選
択
は
、
他
者
が
そ
の
選
択
に
干
渉
し
た
り
、
社
会
が
特
定
の
価
値
を
押
し
付
け
た
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
阻
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
達
も
ま
た
ミ
ル
の
考
え
に
基
づ
き
、
個
人
が
自
分
自
身
の
選
び
取
っ

た
規
範
に
よ
っ
て
、
選
択
や
発
言
、
生
活
を
す
る
自
由
を
「
き
わ
め
て
重
要
な
社
会
的
な
善
42
」
と
み
な
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
自
由

な
選
択
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
「
善
」
と
み
な
さ
れ
る
点
で
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
理
解
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
価
値
中
立
な
も
の
と
は
な
ら

な
い
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
選
択
の
自
由
を
重
要
な
善
で
あ
る
と
評
価
す
る
際
に
、
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
完
全
な
中
立
性
や
不
可
知
論

に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
選
択
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
お
い
て
善
に
関
与
し
て
い
る
43
。
と
は
い
え
、
功
利
主
義
を

と
る
ミ
ル
に
お
い
て
、
権
利
と
そ
の
保
護
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
こ
と
を
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
指
摘
し

て
い
る
44
。
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
依
拠
す
る
個
人
の
尊
厳
と
い
う
要
素
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
ロ
ー
ル
ズ
な
ど
も
功
利
主
義
を
批
判
し
、
そ
れ
を
社
会
正
義
の
理
論
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。
ミ
ル
の

功
利
主
義
的
立
場
は
、
以
下
の
特
徴
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ミ
ル
は
自
由
を
真
理
と
の
関
係
に
お
い
て
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
人
々
が
自

由
に
意
見
を
表
明
す
る
べ
き
な
の
は
、
そ
こ
に
真
理
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
発
言
や
解
釈
が
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
実
際
に
は
真
理
や
社
会
福
利
を
促
進
し
な
い
よ
う
な
発
言
も
擁
護
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
ミ
ル
が

「
個
々
人
の
自
尊
と
繁
栄
に
寄
与
す
る
か
ら
真
理
は
善
い
」
と
い
う
の
で
な
く
、
個
々
人
の
繁
栄
と
尊
厳
と
を
、
真
理
に
従
属
さ
せ
て
い

る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
45
。
ミ
ル
に
お
い
て
は
、
自
由
の
目
的
が
、
個
々
人
の
尊
厳
や
繁
栄
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
の
福
利

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

さ
ら
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
包
括
的
教
義
に
対
す
る
尊
重
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
ミ
ル
は
宗
教
的
教
説
に
対
す
る
配
慮
（
多
元
主
義
）
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
ミ
ル
に
と
っ
て
は
何
が
真
理
で

あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
宗
教
的
教
説
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
最
終
目
標
で
は
な
い
。
ま
た

ミ
ル
は
、
天
才
的
な
人
間
の
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
余
地
を
社
会
が
つ
く
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、「
卓
越
主
義
者
の
要
素
（per-

fectioniststrand

）」
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
非
平
等
主
義
を
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
批
判
す
る
46
。
彼
女
が
擁
護
す
る
よ
う
な
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
人
格
間
の
相
互
尊
重
と
、
個
別
の
人
格
の
平
等
な
価
値
と
い
う
理
念
に
依
拠
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
社
会
の
幸
福
を

実
現
し
、
人
間
の
能
力
を
発
展
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
卓
越
し
た
人
間
に
特
別
な
自
由
を
与
え
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
な
い
。
そ
の
結

果
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ミ
ル
の
議
論
は
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
核
と
な
る
考
え
方
、
等
し
い
尊
重
や
相
互
依
存
、
人
格
の
不

可
侵
性
に
関
心
を
持
つ
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
47
。

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
ル
ズ
や
ミ
ル
へ
の
評
価
か
ら
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
依
拠
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
特
徴
が
み
え
て
く
る
。
政
治
的
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
に
お
け
る
人
格
の
尊
重
や
不
可
侵
、
人
格
間
の
平
等
と
い
っ
た
理
念
に
彼
女
は
明
確
に
依
拠
す
る
。
い
か
に
正
義
に
か
な
っ
た
社
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会
を
目
指
す
べ
き
か
と
い
う
そ
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
一
致
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
政
治
的
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
不
足
す
る
と
こ
ろ
が
、
嫌
悪
感
や
恥
と
い
っ
た
負
の
感
情
に
よ
っ
て
露
わ
に
な
る
人
間
存
在
の
緊
張
状
態
へ
の
認
識
や
、

人
間
を
脆
弱
な
も
の
と
見
な
す
人
間
観
な
の
で
あ
る
。
彼
女
は
共
同
体
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
も
契
約
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
48
も
、
ど

ち
ら
も
「
正
常
な
人
々
」
か
ら
障
碍
の
あ
る
人
々
に
対
し
て
下
さ
れ
る
ス
テ
ィ
グ
マ
の
問
題
を
未
解
決
の
ま
ま
に
し
て
い
る
と
い
う
49
。

共
同
体
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
恥
と
嫌
悪
感
と
が
社
会
が
容
認
す
べ
き
「
公
的
動
機
」
と
み
な
さ
れ
、
人
々
の
間
で
社
会
的
な
ヒ

エ
ラ
ル
キ
ー
が
進
展
す
る
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
見
る
。
契
約
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
契
約
を
交
わ
す
人
び
と
を
ニ
ー
ズ
や
条
件
に
お

い
て
ほ
ぼ
同
等
と
み
な
す
た
め
、
多
く
を
必
要
と
す
る
人
の
ニ
ー
ズ
な
ど
は
、
あ
ら
か
じ
め
社
会
契
約
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
社
会
制
度
が
設
計
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
正
常
な
人
々
」
と
、
重
い
障
碍
を
も
っ
た
人
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
の
異
な
る
人
々

と
の
間
に
、
ス
テ
ィ
グ
マ
に
よ
る
分
断
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
課
題
の
あ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
し
ヌ
ス
バ
ウ
ム

は
、
人
間
が
感
情
を
社
会
形
成
に
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
負
の
感
情
を
阻
害
し
、
同
情
の
よ
う
な
善
な
る
感
情
を

促
進
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
感
情
と
政
治
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
よ
り
人
々
の
実
情
に
即
し
た
社
会
正
義
の
た
め
に
重
要
な
も
の

と
な
る
。
同
情
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
賛
否
両
論
の
立
場
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
同
情
を
否
定
的
に
捉
え
る
立

場
の
思
索
は
、
感
情
に
関
す
る
現
代
的
な
議
論
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
強
く
影
響
を
与
え
て
き
た
、
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て

感
情
と
理
性
の
対
比
は
、
法
律
や
公
的
生
活
の
中
に
も
遍
在
し
て
い
る
。
し
か
し
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
感
情
と
理
性
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
不
明

確
で
、
我
々
は
感
情
に
適
用
さ
れ
る
「
非
合
理
的
」
と
い
う
言
葉
が
、「
思
考
を
伴
わ
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、「
標
準
以
下
の
悪

い
思
考
を
伴
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
50
。
そ
し
て
、
哲
学
の
あ
る
立
場
に
お
い
て
感
情
が

「
非
合
理
的
」
で
「
思
考
を
伴
わ
な
い
」
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
51
、
法
や
政
治
制
度
に
お
い
て
も
、
同
情
の

よ
う
な
感
情
に
積
極
的
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
が
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
試
み
で
あ
る
。
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ま
ず
同
情
の
よ
う
な
感
情
そ
の
も
の
が
、
暗
黙
の
う
ち
に
「
人
間
の
繁
栄
の
構
想
と
、
人
間
の
生
の
主
要
な
苦
境
に
つ
い
て
の
構
想
」

で
あ
り
、
観
察
者
と
し
て
把
握
可
能
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
52
。
ま
た
感
情
は
、
価
値
に
関
す
る
「
評
価
的
信
念
」
を
形
成
す
る
も
の
で

も
あ
る
。
何
ら
か
の
価
値
判
断
を
含
む
同
情
の
よ
う
な
感
情
と
法
体
系
、
ま
た
同
情
と
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
的
姿
勢
と
は
ど
の
よ
う
に
連
関

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
法
と
感
情
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「（
中
略
）
感
情
は
無
分
別
な
情
動
の
う
ね
り
で
は
な
く
、
世
界
に
お
け
る
出
来
事
と
、
個
人
の
重
要
な
価
値
や
目
標
に
調
和
す
る

知
的
な
反
応
な
の
で
あ
る
53
」

「
そ
も
そ
も
感
情
に
訴
え
か
け
な
い
法
な
ど
実
際
に
は
想
像
で
き
な
い
（
中
略
）。
法
は
普
遍
的
に
人
々
の
感
情
の
状
態
に
配
慮
す

る
。
犯
罪
者
の
心
理
状
態
は
、
ほ
と
ん
ど
の
刑
法
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
要
因
で
あ
る
。（
レ
イ
プ
や
恐
喝
な
ど
の
）
被
害
者

の
心
理
状
態
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
、
犯
罪
が
起
こ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
犯
罪
が
起
こ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
れ
ほ
ど
重
大
な
も
の

か
を
決
定
す
る
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
（
中
略
）。
感
情
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
多
く
の
法
的
実
践
は
理
解
す
る
こ
と
が
難
し

く
な
る
54
。」

こ
の
よ
う
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
法
の
形
成
や
運
用
に
お
い
て
も
、
感
情
の
要
素
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
法
に
お
け
る
感
情

の
要
素
は
、
個
別
の
状
況
や
当
事
者
感
情
に
答
え
う
る
と
同
時
に
、
法
の
恣
意
的
解
釈
や
社
会
へ
の
迎
合
が
法
体
系
を
危
う
く
す
る
両
面

が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
嫌
悪
感
や
恥
の
よ
う
な
感
情
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
と
は
相
容
れ
な
い
感
情
と
み
な
さ
れ
る
。
あ
る
集
団
に
対

す
る
負
の
感
情
や
、
ス
テ
ィ
グ
マ
の
よ
う
な
、
特
定
の
社
会
で
流
布
し
て
い
る
「
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
と
時
代
に
お
い
て
影
響
力
の
あ
っ
た
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広
く
普
及
し
て
い
る
社
会
的
態
度
55
」
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
に
お
い
て
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
捉
え
て
い
た
。
一
方
、

同
情
は
、
先
述
の
よ
う
に
三
つ
の
認
識
的
要
素
を
備
え
た
判
断
で
あ
り
、「
公
的
生
活
で
も
私
的
生
活
で
も
、
合
理
的
熟
考
と
適
切
な
行

為
に
と
っ
て
良
い
土
台
を
提
供
す
る
感
情
」
を
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
同
情
の
よ
う
な
感
情
は
、
法
体
系
に
お
い
て
も
適
切
な
基

盤
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
先
述
の
よ
う
に
同
情
に
お
い
て
、
人
間
は
脆
弱
性
を
自
他
で
共
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
人
間
が
法

を
必
要
と
す
る
の
も
、
そ
こ
に
は
「
私
た
ち
が
危
害
や
損
害
に
よ
っ
て
傷
つ
き
や
す
い
」
と
い
う
こ
と
の
認
識
が
根
底
に
あ
る
か
ら
だ
と

述
べ
て
い
る
。
弱
さ
は
、
他
者
の
繁
栄
を
自
分
の
繁
栄
同
様
に
重
大
と
み
な
す
認
識
、
す
な
わ
ち
同
情
を
生
起
さ
せ
る
。
そ
れ
で
は
同
情

に
お
け
る
境
地
の
よ
う
に
、
自
他
の
「
弱
さ
」
を
承
認
し
、
人
間
と
い
う
種
に
普
遍
的
な
要
素
を
、
繁
栄
・
開
花
さ
せ
る
こ
と
を
望
ま
し

い
と
み
な
す
幸
福
主
義
に
基
づ
く
こ
と
は
、
社
会
に
お
い
て
い
か
な
る
行
為
に
結
実
す
る
と
さ
れ
る
の
か
、
次
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
提
唱
す

る
「
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
三
章
「
同
情
」
と
実
践

│
異
な
る
視
点
か
ら
の
議
論
│

三
・
一

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
同
情

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
財
を
用
い
て
人
々
が
実
際
に
何
か
に
な
っ
た
り
何
か
を
し
た
り
す
る
能
力
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
。
ま
た
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
前
期
ロ
ー
ル
ズ
に
特
徴
的
な
契
約
主
義
、
な
ら
び
に
功
利
主
義
に
お
い
て
、
少
数
者

や
、
よ
り
多
く
の
財
や
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
々
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
と
い
う
点
で
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
双
方
を
超
え
る
こ
と

を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
彼
女
自
身
、
ロ
ー
ル
ズ
が
「
正
義
の
構
想
」
で
は
な
く
「
一
群
の
リ
ベ
ラ
ル
な
構
想
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
提
唱
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し
た
政
治
構
想
に
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
付
加
す
る
こ
と
を
提
唱
す
る
と
い
う
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
56
。
ケ
イ
パ
ビ

リ
テ
ィ
の
リ
ス
ト
の
中
に
、
ロ
ー
ル
ズ
が
『
正
議
論
』
に
お
い
て
提
唱
し
た
基
本
財
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
自
由
、
健
康
や
知
性
、
想
像

力
な
ど
の
自
然
的
財
も
含
ま
れ
て
い
る
57
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
批
判
的
継
承

で
あ
る
と
同
時
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
的
構
想
の
批
判
的
継
承
で
も
あ
る
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
依
拠
す
る
こ
と
は
、
以
下
の
引
用
か
ら
も
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

「
私
は
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
契
約
主
義
と
功
利
主
義
の
立
場
よ
り
も
よ
い
も
の
で
あ
る
と
直
観
的
に
信
じ
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
生
き
物
に
対
す
る
基
本
的
な
驚
嘆
と
、
繁
栄
・
開
花
へ
の
願
い
、
そ
し
て
多
様
な
生
き
物
が

繁
栄
・
開
花
す
る
世
界
の
希
求
と
い
う
出
発
点
に
お
い
て
、
契
約
主
義
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
快
楽
と
苦
痛
だ
け
で
な

く
、
生
命
の
複
雑
な
形
態
と
機
能
に
関
心
を
有
す
る
た
め
、
功
利
主
義
の
直
観
的
な
出
発
点
を
超
え
て
い
る
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
々
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
と
し
て
繁
栄
・
開
花
す
る
の
を
見
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
58
。」

こ
の
よ
う
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
生
物
の
多
様
な
仕
方
で
の
繁
栄
を
善
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
観
を
基
に
、
人
間
を
合
理
性
だ

け
で
は
な
く
「
動
物
性
（anim

ality

）」
を
持
っ
た
存
在
と
捉
え
、
理
性
的
存
在
者
と
し
て
の
権
利
を
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
動
物
や

障
碍
の
あ
る
人
々
を
も
含
め
た
他
者
の
繁
栄
・
開
花
を
追
求
す
る
。

ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
可
能
性
や
能
力
を
繁
栄
・
開
花
で
き
な
い
で
い
る
者
に
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
個
人
や
社

会
に
求
め
る
。
人
間
に
と
っ
て
種
に
普
遍
的
な
要
素
を
、
繁
栄
・
開
花
さ
せ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
え
に
人
間
は
自
己
の

み
な
ら
ず
社
会
全
体
の
幸
福
を
目
指
す
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
本
稿
第
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一
章
で
述
べ
た
、「
幸
福
主
義
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
同
情
も
ま
た
、
繁
栄
で
き
な
い
で
い
る
他
者
に
対
し
て
、
自
分
も
同
じ
脆
弱
性
を

持
つ
と
い
う
認
識
か
ら
生
ま
れ
、
結
果
的
に
は
他
者
の
繁
栄
を
求
め
よ
う
と
す
る
感
情
で
あ
る
。
同
情
に
お
い
て
、
他
者
の
繁
栄
へ
の
積

極
的
な
関
与
や
、
ニ
ー
ズ
へ
の
応
答
が
、
人
間
が
共
有
す
る
脆
弱
性
の
承
認
を
動
機
と
し
て
生
じ
る
。
共
有
さ
れ
た
脆
弱
性
に
つ
い
て
の

考
察
を
通
じ
た
自
己
へ
の
関
心
は
、
自
ら
の
自
由
の
追
求
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
者
の
自
由
を
保
障
す
る
よ
う
な
、「
社
会
の
底
上
げ
を
す

る
原
理
の
選
択
」
を
促
進
す
る
と
い
う
59
。
よ
っ
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
他
者
の
繁
栄
を
自
己
の
繁
栄
同
様
に
捉
え
る

「
同
情
」
概
念
と
、
幸
福
主
義
を
介
し
て
接
続
し
、
他
者
の
苦
痛
や
不
運
を
最
も
実
効
的
な
仕
方
で
改
善
す
る
社
会
的
実
践
と
し
て
構
想

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
倫
理
が
必
要
と
な
る

現
代
世
界
に
と
っ
て
有
効
で
あ
る
と
述
べ
る
論
者
も
い
る
60
。
次
節
で
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
情
概
念
の
特
質
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る

た
め
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
と
異
な
っ
た
立
場
か
ら
同
情
に
つ
い
て
考
察
す
る
宗
教
倫
理
の
立
場
を
参
照
し
つ
つ
、
簡
単
に
比
較
考
察
を
行
っ
て

い
く
。

三
・
二

宗
教
倫
理
と
「
同
情
」

こ
こ
で
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
情
概
念
に
対
し
て
、
宗
教
倫
理
の
観
点
か
ら
加
え
ら
れ
た
批
判
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
Ｄ
・
Ｆ
・
ケ

イ
ツ
は
、
同
情
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、
感
情
が
思
考
の
形
式
を
と
る
と
い
う
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
見
解
を
評
価
し
つ
つ
も
、
道
徳
的
価
値
や
感
情

の
構
造
分
析
は
、
最
終
的
に
は
宗
教
倫
理
の
領
域
に
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
61
。
す
な
わ
ち
生
の
究
極

的
な
意
味
や
価
値
に
つ
い
て
の
異
な
る
判
断
は
、
感
情
に
つ
い
て
も
ま
た
異
な
っ
た
理
論
構
築
に
つ
な
が
る
。
ま
た
ケ
イ
ツ
は
、
ヌ
ス
バ

ウ
ム
の
同
情
で
は
、
苦
難
を
被
る
べ
き
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
相
手
に
は
適
用
可
能
だ
が
、
当
人
の
せ
い
で
苦
難
を
招
い
た
人
々
へ
の

同
情
が
不
可
能
と
な
る
点
を
批
判
し
て
い
る
。
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ケ
イ
ツ
の
他
、
Ｍ
・
Ｖ
・
エ
イ
ン
デ
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
情
を
、「
カ
ル
ナ
ー
（karuṇā

、
慈
悲
）」
と
比
較
し
論
じ
て
い
る
。
エ
イ

ン
デ
は
、
仏
教
思
想
に
お
い
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
が
我
々
の
関
心
と
な
る
一
方
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
同
情
は
、
他
者
を
自
分
の

関
心
の
う
ち
に
取
り
入
れ
る
際
の
評
価
を
下
す
は
た
ら
き
を
す
る
と
し
、「
擬
似
的
な
倫
理
的
達
成
（quasi-ethicalachievem

ent

）」
に

と
ど
ま
る
と
捉
え
て
い
る
62
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
方
は
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
対
し
て
、
特
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
を
取
り
上
げ
、
そ
の
二
世
界
論
的
な
要
素

や
、
こ
の
世
に
お
け
る
社
会
改
革
へ
の
無
関
心
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場
を
と
る
63
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
批
判
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

一
側
面
に
注
目
す
る
限
り
で
は
正
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
全
般
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の

根
幹
に
は
、「
正
し
く
な
い
も
の
を
正
し
い
と
す
る
不
正
義
」
を
も
含
ん
だ
ア
ガ
ペ
ー
が
想
定
さ
れ
、
同
情
は
先
行
す
る
ア
ガ
ペ
ー
を
成

立
背
景
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ケ
イ
ツ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
教
倫
理
に
お
い
て
は
「
自
業
自
得
」
の
苦
難
へ
の
同
情
が
想
定
さ
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
場
合
、「
放
蕩
息
子
と
父
」
や
「
善
き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
物
語
に
見
ら
れ
る
、
他
者
へ
の
「
法
外
な
自
己
犠
牲
」

の
事
例
が
、
人
間
間
に
お
い
て
も
、
同
情
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
現
代
を
代
表
す
る
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
学
者
の
一
人
で
あ
る
Ｓ
・
ハ
ワ
ー
ワ
ス
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
言
う
、
人
間
の
尊
厳
は
合
理
性

の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
と
い
う
見
解
に
賛
同
し
つ
つ
も
、
彼
女
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
実
際
に
社
会
正
義
を
促
進
す
る

か
否
か
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
る
64
。
彼
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
の
枠
組
み

に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
具
体
的
で
は
な
く
、
障
碍
の
あ
る
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ケ
ア
を
受
け
る

権
利
を
保
証
す
る
理
論
を
提
示
し
て
い
る
も
の
の
、
単
な
る
理
論
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。
例
え
ば
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
ケ
ア
を
提
供
す
る
家
族
や
他
者
に
恵
ま
れ
ず
、
誰
か
ら
も
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
ず
に
い
る
障
碍
者
は
、
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
ハ
ワ
ー
ワ
ス
が
事
例
と
し
て
挙
げ
る
、
出
生
前
診
断
に
よ
っ
て
障
碍
を
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
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「
人
々
」
を
ど
う
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
考
察
さ
れ
て
は
い
な
い
65
。
出
生
前
に
排
除

さ
れ
る
人
々
の
問
題
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
範
囲
外
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
構

想
に
お
い
て
、
初
期
ロ
ー
ル
ズ
が
提
唱
し
た
よ
う
な
契
約
主
義
的
な
社
会
構
想
に
は
障
碍
の
あ
る
人
々
が
含
ま
れ
ず
、
障
碍
者
の
ニ
ー
ズ

が
当
初
か
ら
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
人
間
の
合
理
性
の
み
に
依
拠
す
る
正
義
論
と
は
違
う
仕
方
で
、
ま
っ
と
う
な
社
会
を
構

築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
し
て
は
い
る
。
し
か
し
ハ
ワ
ー
ワ
ス
の
批
判
は
、
重
要
な
問
題
提

起
を
し
て
い
る
。
今
現
在
、
社
会
に
存
在
し
て
い
る
障
碍
者
に
対
す
る
正
義
だ
け
で
な
く
、
社
会
の
構
想
に
お
い
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て

共
同
体
が
障
碍
者
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
受
容
し
て
い
く
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
共
同
体
の
将
来
的
選
択
の
問
題
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
「
人
間
」
の
尊
厳
に
つ
い
て
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
理
論
で
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

結
び

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
の
可
能
性
と
限
界

本
稿
で
は
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
思
索
に
お
け
る
感
情
、
特
に
同
情
概
念
に
つ
い
て
分
析
し
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
お
よ
び
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
自
然
観
を
成
立
背
景
に
持
つ
同
情
概
念
が
、
幸
福
主
義
に
基
づ
き
、
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
も
結
び
つ
く
こ
と
を
明

ら
か
に
し
て
き
た
。
最
後
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
総
括
す
る
。

ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
い
う
同
情
は
、
身
近
な
者
に
よ
り
強
く
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
こ
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
66
。
ヌ
ス

バ
ウ
ム
の
同
情
概
念
は
、「
種
と
し
て
の
繁
栄
」
を
目
指
す
「
幸
福
主
義
的
判
断
」
の
要
素
に
よ
っ
て
、
特
定
の
場
所
や
文
化
に
拘
束
さ

れ
な
い
、
普
遍
的
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
特
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
特
性
は
、
彼
女
が
取
り
組
ん
で

き
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
開
発
支
援
に
お
い
て
、
人
格
の
尊
重
に
基
づ
き
基
本
財
を
保
障
す
る
「
文
化
を
超
え
た
規
範
67
」
を
提
供
し
て
き
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た
。
開
発
途
上
国
の
女
性
へ
の
同
情
や
ケ
イ
パ
ビ
リ
テ
ィ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
同
じ
種
と
し
て
の
女
性
全
般
の
繁
栄
・
開
花
に
資
す
る
も

の
だ
ろ
う
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
い
う
「
自
己
の
境
界
を
外
へ
と
広
げ
る
」
同
情
の
機
能
に
よ
っ
て
、
遠
く
の
他
者
の
繁
栄
を
も
気
に
掛
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
近
く
の
他
者
へ
の
配
慮
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
感
情
の
一
般
的
特
性
か
ら
来
る
限
界
を
回
避
す
る
こ
と
に
成

功
し
て
お
り
、
ま
た
幸
福
主
義
的
判
断
と
い
う
原
則
か
ら
、
物
理
的
距
離
の
隔
た
り
を
越
え
て
遠
く
の
他
者
の
繁
栄
を
企
図
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
結
果
、
感
情
主
義
の
欠
点
と
も
言
わ
れ
る
配
慮
の
対
象
と
の
距
離
の
問
題
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。

こ
れ
が
一
点
目
の
長
所
で
あ
る
。

二
点
目
の
長
所
は
以
下
の
点
に
あ
る
。
感
情
が
社
会
を
形
成
し
、
法
体
系
を
作
り
上
げ
る
と
捉
え
る
点
は
、
従
来
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
が
十
分
顧
慮
し
て
こ
な
か
っ
た
議
論
を
含
ん
で
い
る
点
で
優
れ
て
お
り
、
我
々
の
歴
史
感
覚
あ
る
い
は
日
常
感
覚
と
も
合
致
す
る
も

の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
従
来
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
捉
え
き
れ
て
い
な
か
っ
た
、
同
情
あ
る
い
は
嫌
悪
感
、
恥
と
い
っ
た

感
情
の
社
会
構
築
に
対
す
る
影
響
を
正
し
く
評
価
し
て
お
り
、
よ
り
人
間
の
状
況
に
即
し
た
分
析
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
リ
ベ
ラ
ル
な
社

会
の
実
現
に
つ
い
て
、
社
会
を
分
断
す
る
感
情
（
嫌
悪
感
や
恥
）
を
阻
害
し
て
同
情
を
促
進
す
る
と
い
う
明
確
な
手
段
を
提
示
す
る
こ
と

で
、
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
進
展
を
描
い
て
い
る
点
も
、
従
来
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
明
快
さ
が
あ
る
。
そ
し

て
人
間
が
脆
弱
性
に
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
認
識
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
目
指
す
社
会
に
お
い
て
も
、
人
が
完
全
に
独
立
し
た
存
在
で
は

な
く
、
相
互
に
支
え
合
う
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
人
間
を
カ
ン
ト

的
な
自
律
し
た
存
在
と
捉
え
る
見
解
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
新
た
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
可
能
性
を
示
す
。
同
情
は
、
人
間
の
尊
厳
や
相
互

尊
重
と
い
う
理
念
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
限
界
も
見
え
て
く
る
。
同
情
に
お
い
て
は
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
限
界
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
直
接
の
利
害
関
係
が
不
明
確
な
他

者
に
対
し
て
、
同
情
に
基
づ
い
た
支
援
を
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
っ
て
も
、
近
い
距
離
に
あ
る
、
利
益
相
反
す
る
他
者
へ
の
同
情
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は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
い
う
同
情
は
、
感
情
を
正
確
に
捉
え
て
い
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
同
情

は
常
に
、
幸
福
主
義
的
判
断
の
も
と
、
公
平
な
も
の
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
い
う
同
情
に
お
い
て
は
、
本
人
の
責
任
な

く
窮
状
に
あ
る
人
の
み
が
同
情
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
本
人
の
責
に
よ
っ
て
窮
状
に
陥
っ
た
人
、
い
わ
ば
「
自
業
自
得
」

の
人
に
は
同
情
す
る
余
地
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
人
の
窮
状
が
本
人
の
責
で
あ
っ
て
も
敢
え
て
同
情
す
る
こ
と
（
あ
る
い
は
「
う
っ
か
り

同
情
し
て
し
ま
う
」
こ
と
）
は
人
間
に
は
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
い
う
同
情
は
、
人
間
の
尊
厳
な
ど
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
に
と

っ
て
必
要
だ
と
い
う
限
定
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
本
人
の
責
任
」
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
が
本
人
の
問
題
で
あ
り
、
ど

こ
か
ら
が
社
会
の
問
題
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
と
い
う
課
題
は
つ
き
ま
と
う
。
ま
た
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
場
合
、

多
様
な
感
情
の
う
ち
で
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
価
値
に
合
致
す
る
感
情
の
み
が
善
き
も
の
と
し
て
選
ば
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
感
情

と
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
を
形
成
す
る
た
め
の
手
段
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
感
情
を
社
会
の
将
来
構
想
を
実
現
す
る
た
め
の
単
な
る
道
具

と
し
て
い
な
い
か
、
疑
問
が
湧
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
構
築
に
役
立
た
な
い
よ
う
な
感
情
は
無
視
さ
れ
る
。
同
情
の
よ

う
な
正
当
な
感
情
と
嫌
悪
感
や
恥
の
よ
う
な
不
当
な
感
情
と
を
分
け
、
前
者
が
リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
の
構
想
に
寄
与
す
る
と
捉
え
る
点
に
お

い
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
は
そ
の
可
能
性
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を
も
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
人
間
の
尊
厳
を
掲
げ
つ
つ

も
、「
同
情
に
値
し
な
い
」
人
々
を
排
除
し
、
彼
ら
の
尊
厳
を
考
慮
し
な
い
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
尊
厳

と
は
、
そ
の
人
が
同
情
に
値
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
感
情
が
人
間
の
本
性
に
根
差
し

た
心
の
動
き
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
本
性
に
信
頼
を
置
き
、
人
間
の
本
性
か
ら
導
か
れ
る
幸
福
を
社
会
に
お
い
て
実
現
さ
せ
る
こ
と
が

妥
当
な
目
標
と
な
る
。
そ
の
仮
定
の
下
で
は
じ
め
て
、
感
情
を
目
指
す
べ
き
社
会
の
構
築
と
結
び
つ
け
る
意
義
が
生
ま
れ
る
し
、
感
情
ゆ

え
の
動
的
性
質
（
激
し
さ
、
強
さ
、
可
変
性
、
柔
軟
性
な
ど
）
の
社
会
構
築
に
お
け
る
強
み
が
出
て
く
る
。
感
情
と
、
目
標
と
す
る
社
会
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と
の
関
係
は
、
一
方
が
他
方
に
従
属
す
る
関
係
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
言
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
感
情
を
従
わ
せ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
は
、
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
人
間
の
尊
厳
や
相
互
尊
重
と
い
っ
た
理
念
に
よ
り

寄
与
し
つ
つ
も
、
な
お
そ
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
情
の
お
も
む
く
射
程
を
狭
め
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。そ

し
て
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
が
い
う
「
理
性
」
の
問
題
も
よ
く
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、「
理
に
か
な
っ
て

い
る
（reasonable
）」
こ
と
と
は
信
頼
す
べ
き
正
し
い
理
由
が
あ
る
こ
と
を
指
し
、
一
方
「
非
合
理
（irrational

）」
で
あ
る
こ
と
や
「
理

に
か
な
っ
て
い
な
い
（unreasonable

）」
こ
と
と
は
、
根
拠
が
な
く
、
誤
っ
た
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
指
す
68
。
嫌
悪
感
や
恥
が

リ
ベ
ラ
ル
な
社
会
と
相
反
す
る
方
向
へ
進
む
と
き
、
そ
れ
は
制
限
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
制
限
を
課
す
際
の
判
断
基
準
は

「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
か
ど
う
か
で
あ
る
。
し
か
し
各
人
の
「
理
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
」
は
ど
こ
ま
で
信
頼
に
値

す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
理
性
と
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
を
結
び
つ
け
て
お
り
、「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
と
い
う

判
断
が
「
理
性
的
」
で
あ
っ
て
錯
誤
を
含
ま
な
い
こ
と
さ
え
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
人
は
「
理
性
」
に
し
た
が
っ
て
行
為
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
に
反
す
る
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。「
信
頼
す
べ
き
正
し

い
理
由
」
に
は
、
事
実
誤
認
や
思
い
込
み
が
入
り
込
む
余
地
が
あ
る
。
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
で
す
ら
一
部
の
人
々
の
熱
心
な
信
頼
を
勝
ち

取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
彼
ら
が
「
正
義
」
の
た
め
に
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
に
走
る
よ
う
な
事
例
も
起
き
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
ヌ

ス
バ
ウ
ム
の
理
性
へ
の
信
頼
、
あ
る
い
は
理
性
と
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
と
の
結
合
に
つ
い
て
は
批
判
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
限
界
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
包
括
的
教
義
の
尊
重
が
う
た
わ
れ

る
。
し
か
し
あ
る
集
団
が
、
基
礎
的
な
価
値
と
し
て
の
「
人
格
の
尊
重
」
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
排
除
の
主
張
を
含
む
包

括
的
教
義
を
有
す
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
て
楽
観
的
で
あ
る
。
彼
女
は
、
黒
人
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や
女
性
は
平
等
な
政
治
的
権
利
や
公
民
権
を
持
つ
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
持
つ
宗
教
を
例
に
挙
げ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
社

会
的
合
意
と
対
立
し
て
い
る
た
め
、「
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
」
と
み
な
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
69
。
す
で
に
制
度
上
、
民
主
的
な
手
続

き
が
成
立
し
て
い
る
社
会
の
場
合
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
こ
の
見
解
は
、
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
理
に
か
な
っ
て

い
な
い
」
価
値
が
民
主
的
に
支
持
さ
れ
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
す
で
に
支
配
体
制
の
う
ち
に
あ
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
は
容
易
に
想
定
さ
れ

る
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
提
唱
す
る
Ｓ
・
ム
フ
は
、「
理
に
か
な
っ
て
い
る
」
こ
と
と
「
理
に
か
な
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を

区
別
す
る
こ
と
そ
の
も
の
の
う
ち
に
支
配
構
造
を
見
出
し
、
ラ
ー
モ
ア
や
後
期
ロ
ー
ル
ズ
の
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
。

ム
フ
の
見
解
で
は
「
包
括
的
教
義
」
を
認
め
る
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
結
局
「
理
に
か
な
っ
た
」
と
判
断
さ
れ
る
主
張
に

の
み
公
共
性
を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
「
自
由
と
平
等
の
価
値
に
同
意
し
な
い
人
々
」
を
合
意
や
対
話
の
外
側
に
置
い
た
が
た
め

に
、
一
見
合
意
が
成
立
し
た
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
が
、
こ
の
批
判
は
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
対
し
て
も
妥

当
す
る
だ
ろ
う
70
。

こ
こ
ま
で
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
論
の
可
能
性
と
限
界
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
感
情
と
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
結

び
つ
け
る
こ
と
で
、
感
情
主
義
の
物
理
的
距
離
に
関
す
る
問
題
を
回
避
し
つ
つ
、
感
情
と
社
会
構
築
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
新
た
な
枠

組
み
を
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か
し
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
感
情
や
理
性
に
つ
い
て
の
理
解
に
は
不
十
分
な
点
も
あ
り
、
理
論
的
に
は

改
良
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
取
り
得
る
理
論
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