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ヒ
ユ
ー
ム
に
お
け
る
情
念
と
道
徳

久

保

田

顕

二

(1
)

ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
論
上
の
立
場
は
'

一
般
的
に
'
｢
道
徳
感
覚
論
｣
な
い
し
は

｢道
徳
感
情
論
｣
の
一
種
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
｡
し
か

し
'
彼
は
決
し
て
'
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
単
な
る
主
観
主
義
的
な
道
徳
論
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
換
言
す

ヽ
ヽ

れ
ば
'
道
徳
は
個
人
の
主
観
的
な
感
情
や
気
持
ち
の
問
題
だ
け
に
帰
着
L
t
我
々
が
こ
れ
に
つ
い
て
.憩
性
的
な
議
論
を
交
わ
す
こ
と
は
1

切
不
可
能
だ
'
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
彼
は
'
道
徳
感
情

(m
o
邑

se邑
m
ePtS)
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
の
み
な
ら

ず
'
道
徳
問
題
に
対
処
す
る
各
々
の
場
面
に
お
い
て
'
そ
の
都
度
'
客
観
的
で
t
か
つ

｢
理
性
的
｣
と
も
呼
べ
る
原
理
を
導
入
し
て
い
る

の
で
あ
り
'
そ
の
結
果
'
『道
徳
原
理
探
究
』
(以
下

『探
究
』
と
略
記
)
に
お
い
て
到
達
し
た
立
場
は
'
基
本
的
に
は
道
徳
感
情
論
を
維
持

し
て
い
な
が
ら
も
'
そ
の
内
実
に
お
い
て
は
当
初
の
原
則
を
大
き
-
覆
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
｡
以
下
で
は
'
｢道
徳
感
情
論
｣
と
い
う
側

面
を
軸
に
'
ヒ
ュ
-
ム
が
辿

っ
た
で
あ
ろ
う
思
考
の
発
展
を
跡
づ
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
｡
(後
に
見
る
よ
う
に
'
本
稿
で
は
'
『人
性
論
』

の
道
徳
論
と

『探
究
』
と
を
同
じ
発
展
に
お
け
る
連
続
的
な
段
階
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
｡)

一

道

徳

感

情

ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
感
情
論
は
'
道
徳
的
区
別

(m
.ratd
i
s
t
i
n

c
t
i
.

n
s)'
す
な
わ
ち
'
あ
る
対
象
が
徳

(virtue)
で
あ
る
か
悪
徳

(vice)
で
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あ
る
か
の
判
断
が
'
観
念
に
由
来
す
る
の
か
印
象
に
由
来
す
る
の
か
を
問
い
'
前
者
の
選
択
肢
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
始
ま
る
｡
彼
は

｢観
念
｣
に
よ
っ
て
'
論
証
的
推
理
と
事
実
に
関
わ
る
推
理
と
の
双
方
を
含
む
理
性

一
般
を
代
表
さ
せ
る
が
'
道
徳
的
区
別
は
そ
う
し
た

推
理
に

(の
み
)
由
来
す
る
の
で
は
な
い
｡
そ
う
で
は
な
く

そ
れ
は

｢
印
象
｣
に
t
よ
り
具
体
的
に
は
快

･
苦
の
気
持
ち
(fee-in
g)
に

由
来
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢徳
か
ら
生
ず
る
印
象
は
快
適
で
あ
り
'
悪
徳
か
ら
生
ず
る
印
象
は
不
快
で
あ
る
｣
(T
470)｡
そ
し
て
そ
の
場
合
'

そ
う
し
た
気
持
ほ
'
(既
に
別
の
条
件
に
よ
っ
て
)
｢徳

･
悪
徳
｣
で
あ
る
七
こ
ろ
の
判
断
の
対
象
か
ら
付
随
的

･
偶
然
的
に
生
ず
る
の
で
は

な
く
'
｢
そ
の
気
持
ち
そ
の
も
の
が
我
々
の
賞
讃
な
い
し
讃
美
を
構
成
す
る
｣

(T
47)).
｢我
々
は
'
あ
る
性
格
が
我
々
を
喜
ば
せ
る
が
故

に
そ
の
性
格
は
有
徳
で
あ
る
と
推
論
す
る
の
で
は
な
く
'
そ
の
性
格
が
あ
る
特
殊
な
仕
方
で
我
々
を
喜
ば
せ
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
に
お

い
て
'
そ
れ
が
有
徳
で
あ
る
こ
と
を
実
際
に
感
じ
る
の
で
あ
る
｡｣
(ibid
)

こ
う
し
て
'
道
徳
的
区
別
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
快

･
苦
と
し
て
定
義
さ
れ
'
｢道
徳
的
判
断
｣
は

｢道
徳
感
情
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
が
'
こ
の
場
合
の
快

･
苦
は
あ
く
ま
で
特
別
の
快

･
苦
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
｡
第

一
に
'
飲
酒
や
音
楽
鑑
賞
等
の

快

･
苦
と
は
感
覚
的
質
に
お
い
て
区
別
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
'
そ
れ
は

｢特
異
な
｣
(p
articu
-ar)
快

･
苦
で
あ
る
L
t
第
二
に
'
(後

述
す
る
)
｢
一
般
的
視
点
｣
に
立
っ
た
と
き
に
喚
起
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
'
そ
れ
は

｢特
殊
な
｣

(peculiar)
快

･
苦
で
あ
る

(T
472)0

ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
感
情
論
に
つ
い
て
'
更
に
そ
の
特
徴
の
い
く
つ
か
を
挙
げ
て
お
き
た
い
0

第

一
に
'
ヒ
ュ
-
ム
は
道
徳
感
情
を
間
接
情
念

(in
d
irect
p
assi｡n
s)
と
の
類
比
関
係
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
'
両
者
を
同
じ

原
理
の
上
か
ら
解
明
し
ょ
う
と
し
て
い
る
.
自
負

(p
rid
e)'
白
卑

(h
um
itity)'
愛

(I.ve)'
憎

(hatred
)
の
四
間
接
情
念
は
'
『
人
性
論
』

第
二
巻
情
念
論
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
り
'
彼
は
そ
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
'
印
象
連
合
'
観
念
連
合
と
い
う
二
重
の
関
係

(d｡u
b-e
re-a･

ti
ons)
に
よ
り
説
明
し
て
い
る
｡
例
え
ば
'
自
負
及
び
愛
の
情
念
で
あ
れ
ば
'
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
快
適
な
情
念
で
あ
る
が
'
そ
れ
は
'

あ
る
性
質
が
快
の
感
覚

(sensation
)
を
惹
起
L
t
そ
の
感
覚
が
'

｢快
｣
で
あ
る
と
い
う
点
で
の
(印
象
間
の
)
類
似
連
合
に
よ
っ
て
自
負

ま
た
は
愛
へ
と
移
行
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
他
方
'
自
負
の
場
合
に
は
'
快
を
与
え
る
そ
の
性
質
は
必
ず
'
(観
念
の
上
で
)
自
我
と
い
う
対
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象
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
'
愛
の
場
合
に
は
必
ず
他
人
と
い
う
対
象
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
｢快
｣
が
自
負
と
愛
の
ど
ち
ら
に
移

行
す
る
か
は
'
こ
の
観
念
間
の
関
係
如
何
に
依
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
ヒ
ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
'
こ
の
二
重
の
関
係
は
道
徳
感
情
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
い
う
の
で

(2
)

あ

る
｡

す
な
わ
ち
､
｢徳
と
悪
徳
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
伴

っ
て
い
る
｡
そ
れ
ら
は
必
ず
'
我
々
自
身
の
う
ち
に
置
か
れ
る
か
他
人

の

う
ち
に
置
か
れ
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
'
ま
た
'
快
ま
た
は
不
快
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
'
徳
と
悪
徳
は
四
つ

の
情
念
の
う
ち
の
1
つ
を
起
こ
さ
転
げ
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(T
473.
cf.
T
574
f.)'
と
｡

第
二
は
'
間
接
情
念
と
の
類
比
関
係
か
ら
帰
結
す
る
こ
と
で
あ

る
が
'
ヒ
ュ
-
ム
に
お
い
て
は
'
道
徳
的
評
価
の
対
象
は
差
し
当
り

(3
)

｢行
為
｣
で
は
な

-
'

行
為
を
生
む
心
の

｢性
質
｣
(q
u
a-ity
)
や

｢性
格
｣

(character)
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
行
為

そ
の
も
の
は
'
心
の
恒
常
的
な
原
理
で
あ
る
性
質
や
性
格
を
示
す
場
合
に
の
み
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
評
価
の
対
象
は
厳
密
に
は
性
質

や
性
格
だ
け
に
限
ら
れ
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
ヒ
ュ
-
ム
ほ
次
の
よ
う
に
言
う
｡

｢あ
る
行
為
が
有
徳
も
し
く
は
悪
徳
で
あ
る
と
き
'
そ
れ
は
た
だ
'
あ
る
性
質
な
い
し
性
格
の
表
徴

(sig
n
)
と
し
て
の
み
有
徳
も
し
-
は
悪
徳
な

の
で
あ
る
｡
-
-
い
か
な
る
恒
常
的
原
理
か
ら
も
生
じ
な
い
行
為
そ
れ
自
体
は
'
愛
ま
た
は
憎
に
'
自
負
ま
た
は
自
卑
に
何
ら
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
｡

従
っ
て
'
道
徳
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
.｣
(T
5
75,cf.
T
4
1).
46).
477)

ム
に
お
け
る
道
徳
的
評
価
は
､
当
の
性
質
を
も
つ
本
人
白
身
の
観
点
か
ら
の
評
価
で
は
な
く

第

1
次
的
に
は
常
に
観

察
者

(sp
ectat.r)
の
側
か
ら
の
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
本
人
が
自
分
自
身
の
性
質
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
場
合
で
も
'
そ
の

判
断
は
必
ず

'
(後
述
す
る

｢共
感
｣
を
通
じ
て
)
第
三
者
の
判
断
を
-

少
な
-
と
も
第
三
者
の
快

･
苦
を
t

媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
感
情
論
は
'
ア
ダ
ム
･
ス
ミ
ス
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

｢義
務
感
｣
や

｢
良
心
｣
と
は
な
じ
み
に
く
い
側
面
を
有

(4
)

す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
､
こ
れ
も
､
彼
の
道
徳
的
評
価
が
行
為
に
つ
い
て
の
評
価
で
は
な
い
こ
と
に
加
え
て
'
第

一
次
的

に
は
常
に
観
察
者

(理
念
的
な
観
察
者
で
は
な
-
現
実
の
観
察
者
)
の
観
点
か
ら
の
評
価
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
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道
徳
的
評
価
が
第
三
者
に
よ
る
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
'
間
接
情
念
と
の
関
連
で
言
え
ば
'
四
情
念
の
う
ち
の
自
負

･
白
卑
が
脱

落
し
て
'
道
徳
感
情
が
愛

･
憎

(の
一
種
)
と
等
置
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡
｢愛
と
敬
重

(esteem
)
と
は
根
本
に
お
い
て
同
じ

情
念
で
あ
る
｣
(T
608)
と
か

｢是
認

(a
ppr.bati.n
)
も
し
く
は
非
難
と
は
t
よ
り
淡
く

よ
り
気
づ
か
れ
な
い
愛
も
し
く
は
憎
に
他
な

ら
な
い
｣
(T
6)4)
と
か
言
わ
れ
た
り
'
『人
性
論
』
や

『
探
究
』
に
お
い
て

｢是
認
｣
と

｢愛
｣
と
を
並
列
す
る
言
い
回
し
が
頻
繁
に
見

r

ら
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
｡

二

共

感

道
徳
感
情
論
の
展
開
に
お
い
て
一
つ
の
中
心
的
な
概
念
操
置
を
提
供
す
る
も
の
が

｢
共
感
｣
(sy
m
p
ath
y
)
の
原
理
で
あ
る
O

道
徳
感
情
論
に
お
い
て

｢
共
感
｣
の
如
き
原
理
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
と
し
て
次
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
｡
道
徳
的
判
断
が
そ
れ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
快

･
苦
の
気
持
ち
と
は
'
必
ず
し
も
'
対
象
か
ら
我
々
評
価
者
の
う
ち
に
直
接
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
引
き
起
こ

に
さ
れ
る
快

･
苦
と
は
限
ら
な
い

(因
み
に
'
こ
の
点
は
四
情
念
の
場
合
で
も
同
じ
だ
と
思
わ
れ
る
)｡
そ
う
い
っ
た
場
合
は
む
し
ろ
稀
で
'
我

我
が
判
断
を
下
す
少
な
く
と
も
大
半
の
場
合
に
は
､
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
快

･
苦
は
我
々
以
外
の
者
の
心
の
中
に
生
じ
る

(生
じ
た
'
こ
れ
か
ら

生
じ
る
)
も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
'
言
わ
ば
自
分
白
身
の
気
持
ち
と
し
て
受
け
と
め
て
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
を
下

(5
)

す
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
そ
こ
に
は
'
他
人
か
ら
我
々
へ
と
快

･
苦
の
気
持
ち
を
伝
達
す
る
何
ら
か
の
原
理
が
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
原
理
と
し
て
ヒ
ュ
-
ム
の
援
用
す
る
も
の
が
'
『人
性
論
』
第
二
巻
の
情
念
論
で
導
入
さ
れ
た

｢共
感
｣
原
理
に
他

な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
ま
ず
'
情
念
論
に
お
け
る
共
感
を
見
て
お
き
た
い
｡

ヒ
ュ
-
ム
の
共
感
に
つ
い
て
ま
ず
注
意
す
べ
き
点
は
'
そ
れ
が
'
往
々
そ
れ
と
同

一
視
さ
れ
が
ち
な
哀
れ
み

(pity)
や
同
情

(C｡m
p
as･

si｡n
)
か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
後
者
が

(行
為
の
動
機
と
な
り
う
る
)
一
個
の
情
念
を
意
味
す
る
の

に
対
し
て
'
前
者
は
'
そ
れ
自
体
と
し
て
は
行
為
へ
の
傾
向
を

一
切
も
た
な
い
の
み
な
ら
ず
'
凡
そ
特
定
の
情
念
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
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そ
れ
は
む
し
ろ
'
人
性
に
備
わ
る
無
色
透
明
で
中
立
的
な
'
情
念
伝
達

(C｡m
m
unicati｡n
)
の
原
理
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
少
な
く
と
も
原

理
上
は
'
他
人
の
も
つ
あ
ら
ゆ
る
情
念
を
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
'
場
合
に
よ
っ
て
は
'
哀
れ
み
や
同
情
と
は
正
反
対
の
情
念
(例
え
ば
'

怒
り
や
悪
意
)
や
'
我
々
に
と
っ
て
常
に
優
勢
で
あ
る
情
念
と
は
対
立
す
る
情
念
を
も
伝
達
し
う
る
も
の
で
あ
る

(T
593)｡
そ
の
意
味
で
'

(6
)

こ
れ
に

｢
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
｣
原
理
と
い
う
表
現
を
当
て
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
共
感
が
伝
達
し
う
る
も
の
は
狭
い

意
味
で
の
情
念
だ
け
と
は
限
ら
な
い
.
心
の
傾
向
性

(inctinati.n
)'
感
情

(sen
tim
ent)
や
気
持
ち
;(fe
e
lin
g
)
'
他
人
が
下
す
価
値
評
価
'

更
に
は
'
知
的
な
意
見
や
判
断
と
い
っ
た
も
の
も
共
感
が
伝
達
し
う
る
範
囲
に
属
し
て
い
る
｡

ヒ
ユ
ー
ム
は
'
共
感
が
働
く
様
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
｡

｢
〔他
人
の
〕
あ
る
情
念
が
心
に
注
ぎ
込
ま
れ
る
と
き
'
そ
れ
は
最
初
は
た
だ
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
の
み
'
つ
ま
り
'
表
情
や
会
話
に
お
け
る
外
的

表
徴

(ex
tern
al
sig
n
s)
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
'
そ
の
表
徴
が
そ
の
情
念
の
観
念
を
伝
え
る
.
〔そ
し
て
〕
こ
の
観
念
は
即
座
に
印
象
へ
と
転
換
す

る
｡
換
言
す
れ
ば
'
著
し
い
程
度
の
カ
と
活
気
を
獲
得
し
て
情
念
そ
の
も
の
に
な
り
'
〔他
人
の
う
ち
の
〕
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
情
感
と
等
し
い
情
感
を
生

む
｡
｣

(T

∽
-ヾ
)

こ
の
描
写
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
､
共
感
が
起
こ
る
プ
ロ
セ
ス
は
こ
れ
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第

一
は
'
他
人
の

中
に
情
念
の
存
在
を

(観
念
と
し
て
)
推
理
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
'
ヒ
ュ
-
ム
は
こ
れ
を

l
種
の
因
果
推
論
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
｡

す
な
わ
ち
'
他
人
の
外
的
表
徴
を
見
て
､
そ
の
原
因
と
し
て
の
情
念
の
存
在
を
推
理
す
る
か
'
あ
る
い
は
'
他
人
の
置
か
れ
た
外
的
状
況

を
見
て
'
そ
れ
が
他
人
の
中
に
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
情
念
の
存
在
を
推
理
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
彼
に
お
い
て
共
感
が
こ
の
よ
う
な
推
理

と
し
て
把
握
さ
れ
る
所
以
は
'
明
ら
か
に
'
他
人
の
心
的
内
容
は
直
接
に
は
知
ら
れ
え
な
い
と
す
る
カ
ル
テ
ジ
ア
ン
の
前
提
を
彼
が
採
用

し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
ま
た
'
共
感
が
帰
納
推
理
を
含
む
以
上
'
ヒ
ュ
-
ム
に
お
い
て
は
'
共
感
の
可
能
な
情

念
は
'
共
感
者
が
自
分
自
身
で
過
去
に
一
度
は
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
情
念
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

第
二
の
プ

ロ
セ
ス
は
'
情
念
の
観
念
が
生
気
を
獲
得
し
て
情
念
そ
の
も
の
へ
と
転
ず
る
と
称
せ
ら
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
'
こ
の
背
景
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に
あ
る
の
は
'
言
う
ま
で
も
な
く

印
象
と
観
念
と
は
た
だ
生
気
の
点
に
お
い
て
の
み
異
な
っ
て
い
る
と
す
る
ヒ
ュ
-
ム
の
心
理
学
上
の

基
本
命
題
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
プ

ロ
セ
ス
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
が
'
観
念
に
生
気
を
付
与
す
る
源
泉
と
し
て
の
自
我

(7
)

の
印
象
で
あ
る
｡

｢我
々
白
身
の
観
念
'
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
印
象
は
'
常
に
我
々
に
親
し
く
現
前
し
て
お
り
'
‥
-
･従

っ
て
'
我
々

白
身
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
対
象
は
何
で
あ
れ
'
〔我
々
自
身
に
伴
う
の
と
〕
似
通

っ
た
想
念
の
活
気
を
以
て
想
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡｣
(T
3
)
7,
cf･
T
340,
427)
別
言
す
れ
ば
'
当
初
は
他
人
に
属
す
る
も
の
と
し
て
想
わ
れ
て
い
た
情
念
は
'
自
我
と
の
関
係
づ
げ
に

ょ
っ
て
始
め
て
'
自
分
自
身
の
も
の
と
し
て
生
気
を
以
て
想
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
は
'
他
人
と
自
我
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
づ
げ
の
仕
方
に
は
強
弱
の
差
が
あ
り
'
従

っ
て
'
共
感
の
容
易
さ
に
も
自
ず
と
程

(8
)

度
の
差
が
あ
る
こ
と
を
三
つ
の
連
合
原
理
に
即
し
て
説
明
し
て
い
る
(T
3)8.3
20)
.

第

一
に
'
共
感
は
'
他
人
と
我
々
と
の
間
の
類
似
性

が
大
き
い
ほ
ど
起
こ
り
や
す
い
L
t
殊
に
'
言
語
'
出
身
地
'
性
格
等
の
点
で
特
別
の
類
似
性
が
あ
る
と
き
に
は
格
別
容
易
に
な
る

(類

似
)｡
第
二
に
'
他
人
の
情
念
は
'
そ
の
他
人
が
我
々
か
ら
遠
く
隔

っ
て
い
る
と
き
よ
り
も
'
近
-
に
い
る
と
き
の
ほ
う
が
は
る
か
に
伝

達
さ
れ
や
す
い

(接
近
)｡
第
三
に
'
そ
の
他
人
が
赤
の
他
人
で
は
な
-
我
々
の
血
縁
関
係
者
で
あ
っ
た
り
知
人
で
あ
っ
た
り
す
る
と
き
に

も
共
感
は
容
易
に
な
る
.
腐

果
㌔

以
上
に
見
て
き
た
も
の
が
情
念
論
で
導
入
さ
れ
た
共
感
概
念
で
あ
り
'
道
徳
論
に
お
い
て
も
差
し
当
り
は
こ
の
概
念
が
採
用
さ
れ
る

(T
5
7

5f･)｡
換
言
す
れ
ば
'
共
感
を
介
し
て
道
徳
的
判
断
を
下
す
と
い
う
こ
と
は
'
以
上
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
他
人
か
ら
伝
達
さ
れ

る
快

･
苦
の
気
持
ち
に
基
づ
い
て

(そ
の
原
因
で
あ
る
｢性
質
｣
に
つ
い
て
)
是
認

･
否
認
の
評
価
を
下
す
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡

た
だ
'
道
徳
論
に
お
い
て
一
つ
注
意
を
要
す
る
点
は
'
そ
こ
で
は

｢
共
感
｣
の
作
用
に
以
上
と
は
若
干
異
質
な
契
機
が
付
け
加
わ
る
こ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

と
が
あ
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
'
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
は
'
｢共
感
す
る
｣
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
'
現
に
生
じ

ヽ
ヽ
ヽ

て
い
る
情
念
や
快

･
苦
の
気
持
ち
に
感
情
的
に
じ
か
に
感
応
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
む
し
ろ
'
そ
こ
で
は
殆
ど
の
場
合
'

快

･
苦
の
気
持
ち
は
未
だ
共
感
す
べ
き
他
人
の
心
に
は
生
七
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
こ
の
点
は
特
に
'
｢有
用
性
｣

(utiti-y)



25 ヒュームにおける情念と道徳 (久保田拓二)

に
徳
性
の
根
拠
の
あ
る
一
群
の
徳
に
つ
い
て
は
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
は
'
あ
る
性
質
が

｢有
用
｣

(useful)
で
あ
る
か

｢直
接
快
適
｣
(im
m
ed
iately

agreeable)で
あ
る
か
'
及
び
'
そ
れ
が
他

人
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
の
か
'
性
質
の
所
有
者
本
人
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
る
の
か
t
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
'
あ
ら
ゆ
る
徳
を
四
つ

の
種
類
に
分
類
す
る

(T
591)｡
す
な
わ
ち
､
｢他
人
に
と
っ
て
有
用
な
性
質
｣'
｢他
人
に
と
っ
て
直
接
快
適
な
性
質
｣'
｢我
々
自
身
に
と

っ
て
有
用
な
性
質
｣'
｢我
々
白
身
に
と
っ
て
直
接
快
適
な
性
質
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
'
有
用

(有
害
)
な
性
質
も
ま
た
'

1
快
適

(不
快
)
な
性
質
同
様
に
-

快

･
苦
の
タ
ー
ム
で
定
義
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
(cf･
ibid
･)｡
し
か
し
'
そ
の
よ
う

な
性
質
は
'
総
じ
て
'
快

･
苦
の
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
ま
で
の
間
に
比
較
的
長
い
因
果
の
連
鎖
を
必
要
と
L
t
従

っ
て
'
共
感
が
働
く
当

座
に
お
い
て
は
'
概
し
て
'
性
質
の
所
有
者
本
人
や
'
本
人
に
関
わ
る
他
の
人
々
の
心
に
未
だ
快

･
苦
の
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い

も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
'
彼
等
に
共
感
す
る
と
い
っ
て
も
'
そ
れ
は
'
現
に
生
じ
て
い
る
他
人
の
快

･
苦
に
じ

ヽ

か
に
感
応
す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
こ
で
ヒ
ュ
-
ム
は
'
性
質
の

｢有
用
性
｣
を

｢快
や
幸
福
へ
の
傾
向

(tendency
)｣
と
解
し
'

(9
)

そ
の
快
や
幸
福
に
共
感
す
る
こ
と
を

｢
そ
の
傾
向
を
反
省
す
る
こ
と
｣

(reflection
.n
the
tendency)
と
呼
ん
で
い
る
.
こ
れ
に
対
し

て
'
直
接
快
適
な
性
質
の
場
合
に
は
'
-

普
通
の
情
念
伝
播
の
場
合
と
同
様
に
-

結
果
で
あ
る
快

･
苦
は
現
に
生
じ
て
い
る

(と
信

じ
ら
れ
て
い
る
)
か
'
ほ
ど
な
-
し
て
生
ず
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
場
合
､
ヒ
ュ
-
ム
は
'
｢性
格
の
単
な
る

出
現

(m
ere
appearance)
に
よ
り
感
情
が
起
こ
る
｣
(T
589)
と
い
う
言
い
方
を
し
た
り
'
｢共
感
｣
を

｢
感
情
感
染
｣

(contagi.n
)
と

言
い
換
え
た
り
し
て
い
る

(E
25),258)
0

三

一
般
的
視
点

ヒ
ュ
-
ム
ほ
道
徳
的
判
断
を
基
本
的
に
は
情
念
の
一
種
と
し
て
捉
え
る
が
'
道
徳
的
事
象
と
は
や
は
り
'
普
通
の
情
念
や
情
念
伝
播
と

は
鋭
い
1
線
を
画
す
る
事
象
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ヒ
ュ
-
ム
乱
身
も
こ
の
点
を
認
め
'
そ
し
て
'
こ
の
道
徳
の
特
殊
性
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を
説
明
す
る
の
に
彼
が
最
も
重
要
な
役
割
を
担
わ
せ
る
も
の
が

｢
1
般
的
視
点
｣

(
g

eneral
p
.int

ofview)
な
る
概
念
で
あ
る
o
こ
こ
に

(10
)

お
い
て
道
徳
的
判
断
は
､
単
な
る
情
念
で
あ
る
と
こ
ろ
の
'
狭
義
の

(偏
向
し
た
)
愛

･
憎
か
ら
は
完
全
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

｢
1
般
的
視
点
｣
を
導
入
す
る
に
当

っ
て
'
ヒ
ュ
-
ム
は
ま
ず
共
感
と
道
徳
的
判
断
と
を
対
照
さ
せ
る

(T
580
f･)｡
既
に
見
た
よ
う
に
'

共
感
は
共
感
者
が
置
か
れ
た
特
定
の
状
況
に
依
存
す
る
｡
共
感
が
十
分
に
機
能
す
る
か
否
か
は
'
相
手
と
我
々
と
の
距
離
的
遠
近
や
我
々

に
と
っ
て
の
利
書
関
係
の
存
否
に
掛
か
っ
て
い
る
｡
従

っ
て
'
共
感
の
伝
え
る
感
情
は
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
常
に
変
動
L
t
か
つ
'
異

な
る
人
々
の
間
で
も
同
じ
で
あ
る
と
は
青
い
難
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
道
徳
的
判
断
の
特
徴
の
T
つ
は
'
そ
れ
が
人
々
の
間
で
1
致
す
る

と
い
う
こ
と
'
少
な
-
と
も

一
致
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
'
共
感
は
欠
陥
を
も

っ
た
も
の
で
あ
り
'

一
見
し
た

と
こ
ろ
道
徳
的
判
断
の
真
の
源
泉
で
は
あ
り
え
な
い
か
に
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
道
徳
的
判
断
が

一
致
を
す
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
｡
ヒ
ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は
'
我
々
が
判
断
を
下
す
に
際
し
て

皆
の
意
見
が

1
致
す
る
よ
う
な
あ
る
共
通
の
視
点
を
選
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
.
そ
し
て
そ
の
視
点
か
ら
'
判
断
の
対
象
の
う
ち
の
'
皆

の
一
致
す
る
よ
う
な
特
徴
の
み
を
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
.
ヒ
ュ
-
ム
の
言
葉
を
引
け
ば
'

｢も
し
も
我
々
の
各
々
が

〔他
人
の
性
格
や
人
物
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
'〕
そ
れ
ぞ
れ
の
特
定
の
視
点
に
お
い
て
現
わ
れ
る
が
ま
ま
の
性
格
や
人

物
だ
け
を
考
慮
す
る
と
し
た
ら
'
我
々
は
お
互
い
理
性
的
に

(on
reason
ab-e
term
s)
交
際
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
こ

の
絶
え
ざ
る
矛
盾
を
防
止
し
'
事
物
に
つ
い
て
の
よ
り
安
定
し
た
判
断
に
達
す
る
た
め
に
'
我
々
は
あ
る
不
動
で
一
般
的
な
視
点
に
留
ま
り
'
我
々
の

現
在
の
状
況
が
ど
う
で
あ
れ
'
思
考
に
お
い
て
は
常
に
そ
の
視
点
に
自
分
を
置
く
の
で
あ
る
｡｣

(T
581f.,cf.
E
2

72
f.)

そ
し
て
'
我
々
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
'
特
定
の
状
況
に
依
存
し
て
起

こ
る

(偏
向
し
た
)
愛

･
憎
や
非
難

･
賞
讃
の
感
情
を
訂
正

(correct)
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ヒ
ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
'
こ
う
し
た
手
続
き
は
何
も
道
徳
的
判
断
だ
げ
に
特
有
の
も
の
で
は
な
い
｡
距
離
に
応
じ
て
変
動
す
る
対
象
の
現

わ
れ
を
訂
正
し
て
t
よ
り
恒
常
的
で
堅
固
な
判
断
に
到
達
す
る

｢
外
的
物
体
に
関
す
る
判
断
の
場
合
に
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
｣

(T
603,
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(ll
)

cf･
E
2
2

7
f･)
L
t
実
際
の
と
こ
ろ

｢
こ
う
し
た
訂
正
は
あ
ら
ゆ
る
感
官
に
共
通
で
あ
る
｣

(T
582)0

で
は
'

一
般
的
視
点
に
立
つ
と
は
'
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
踏
む
こ
と
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
に
お
い
て
ヒ
ュ
-
ム
は
再
び

共
感
の
概
念
に
訴
え
る
.
彼
に
よ
れ
ば
'
そ
の
手
続
き
と
は
'
判
断
の
対
象
と
な
る
当
の
性
質
を
所
有
す
る
本
人
'
な
小
L
は
'
そ
の
本

人
と
直
接
関
係
し
本
人
か
ら
影
響
を
こ
う
む
る
人
々
'
そ
の
い
ず
れ
か
の
利
害
や
快

･
苦
に
注
目
し
t
か
つ
'
そ
れ
に
共
感
す
る
こ
と
で

あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
際
'
判
断
を
下
す
側
の
我
々
白
身
の
利
害
や
'
我
々
と
そ
れ
ら
の
人
々
と
の
特
殊
な
関
係
等
は
度
外
視
さ
れ
る
｡
こ

の
よ
う
に
し
て
伝
達
さ
れ
る
快

･
苦
の
気
持
ち
の
み
が
'
(公
平
な
)
道
徳
的
判
断
が
基
づ
-
と
こ
ろ
の
快

･
苦
な
の
で
あ
る
｡

｢
〔あ
る
人
物
の
〕
性
格
を
判
断
す
る
に
当
っ
て
'
す
べ
て
の
観
察
者
に
と
っ
て
同
じ
に
見
え
る
唯
一
の
利
害
ま
た
は
快
は
'
そ
の
性
格
が
検
討
さ
れ

て
い
る
当
人
の
そ
れ
で
あ
る
か
'
あ
る
い
は
'
彼
と
交
際
を
も
つ
人
々
の
そ
れ
で
あ
る
か
で
あ
る
｡
-
-
こ
の
よ
う
な
利
害
及
び
快
の
み
が
-
-
徳
と

道
徳
の
規
準
と
し
て
思
索
の
中
に
取
り
込
ま
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
み
が
'
道
徳
的
区
別
の
基
づ
-
特
定
の
気
持
ち
な
い
し
感
情
を
生
み
出
す
.｣
(T
59))

言
う
ま
で
も
な
く

｢
一
般
的
視
点
｣
の
導
入
以
降
は

｢共
感
｣
の
概
念
は
二
義
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
(尤
も
'
常
に
明
確
に
区

別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
)｡

一
つ
は
'
情
念
論
以
来
の
｢
よ
り
強
力
で
直
接
的
な
共
感

(m
ore
stron
g
aロd
immed
iate

sym
p
ath
y
)｣
(T

60()
で
あ
り
'
い
ま

一
つ
は
'
道
徳
論
に
の
み
特
有

の
'
公
平
無
私

(disinterested)
な

｢幅
広

い
共
感

(extensive

sym
path
y)｣
(T

586,6)9)
で
あ
る
.
こ
の
二
つ
は
'
働
き
に
お
い
て
必
ず
し
も
並
行
し
な
い
の
で
あ
る
が
故
に
'
あ
る
人
に
感
情
的
に

強
-
共
感
し
っ
つ
も
彼
を
道
徳
的
に
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
｡

｢
l
般
的
視
点
｣
の
導
入
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
論
に
も
た
ら
さ
れ
る
著
し
い
効
果
の
1
つ
は
'
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
'
あ
ら

ゆ
る
種
類
の
道
徳
的
判
断
へ
の
共
感
の
介
入
を
主
張
し
う
る
よ
う
に
な
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
共
感
が
前
節
に
見
た
よ
う
な
も
の
で

あ
る
限
り
は
'
道
徳
的
判
断

へ
の
共
感
の
普
遍
的
介
入
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
､
我
々
が
実
際
上
行
う
道
徳
的
判
断

は
'
我
々
が
特
定
の
関
係
を
も
つ
人
々
に
つ
い
て
の
も
の
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
む
し
ろ
'
我
々
は
'
自
分
と
全
-
利
害
関
係
の

な
い
赤
の
他
人
や
歴
史
上
の
人
物
に
つ
い
て
も
判
断
を
下
す
の
で
あ
り
'
し
か
も
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
判
断
が
よ
り
効
力
を
欠
-
と
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い
う
こ
と
は
な
い
｡
｢我
々
は
歴
史
で
読
ん
で
知

っ
た
悪
い
行
為
を
'
先
日
近
隣
で
行
わ
れ
た
悪
い
行
為
と
等
し
-
非
難
す
る
｡
そ
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
'
前
者
の
行
為
が
後
者
と
同
じ
位
置
に
置
か
れ
た
な
ら
ば
'
そ
れ
も
ま
た
後
者
と
同
じ
強
い
否
認
の
感
情
を
喚
起
し
た

で
あ
ろ
う
と
我
々
が
反
省
に
よ
っ
て
知
る
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡｣

(T
584)
そ
れ
ど
こ
ろ
か
'
我
々
は
時
に
は
'
我
々
白
身
の
利
害
に

真

っ
向
か
ら
反
す
る
人
物
や
行
為
に
つ
い
て
も
'
こ
れ
を
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
敵
の
勇
敢
な
行
為
を
ほ
め
た
た
え
'
そ

の
歌
声
に
聞
き
ほ
れ
る
'
等
で
あ
る
｡
も
し
も
'
そ
の
よ
う
な
評
価
に
も
共
感
が
介
在
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
そ
れ
は
明
ら

か
に
'
自
分
の
利
害
を
無
視
し
た
'

一
般
的
視
点
か
ら
の
共
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

更
に
'
ヒ
ュ
-
ム
の
分
類
上
の
あ
る
種
寮
の
徳
を
あ
る
場
合
に
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
'
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
共
感
を
侯

っ
て

始
め
て
可
能
と
な
る
｡
既
に
述
べ
た
よ
う
に
'
ヒ
ュ
-
ム
は

｢
徳
｣
を
'
｢
他
人
に
と
っ
て
有
用
な
性
質
｣'
｢他
人
に
と
っ
て
直
接
快
逮

(12
)

な
性
質
｣'
｢
本
人
に
と
っ
て
有
用
な
性
質
｣
'
｢本
人
に
と
っ
て
直
接
快
適
な
性
質
｣
の
四
つ
に
大
別
す

る

｡

言
う
ま
で
も
な
く

こ
れ
ら

は
必
ず
し
も
互
い
に
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く

本
人
に
と
っ
て
有
用
な
い
し
直
接
快
適
な
性
質
は
'
他
人
に
と
っ
て
も
ま
た
そ
う
で
あ

る
こ
と
が
多
い
.
し
か
し
､
少
な
-
と
も
可
能
性
の
上
で
は
-

そ
し
て
ま
た
'
そ
れ
は
ヒ
ュ
-
ム
も
唱
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
-

本

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

人
に
と
っ
て
の
み
有
用
な
い
し
直
接
快
適
な
性
質
'
あ
る
い
は
'
他
人
に
と
っ
て
の
み
有
用
な
い
し
直
接
快
適
な
性
質
と
い
う
も
の
も
考

え
ら
れ
る
｡
然
る
に
'
も
し
も
我
々
が
自
分
白
身
だ
げ
の
視
点
や
利
害
に
留
ま
る
な
ら
ば
'
前
者
を
性
質
の
所
有
者
以
外
の
他
人
が
評
価

し
'･
後
者
を
所
有
者
本
人
が
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
に
な
ろ
う
.
そ
れ
ら
の
人
々
に
と
っ
て
は
当
の
性
質
は
有
用
で

も
快
適
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

し
か
し
'
ヒ
ュ
-
ム
に
よ
れ
ば
'
そ
の
よ
う
な
評
価
は
実
際
上
は
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
o
例
え
ば
'
-

必
ず
し
も
道
徳
的
判

断
の
例
で
は
な
い
が
-

｢他
人
の
烈
し
い
咳
は
'
そ
れ
自
身
と
し
て
は
我
々
に
全
-
儲
響
を
及
ぼ
さ
な
-
と
も
我
々
を
不
快
に
す
る

〔本
人
に
と
っ
て
の
み
有
害
な
い
し
直
接
不
快
な
性
質
〕｣

(T
589)L
t
｢息
が
臭
い
と
言
わ
れ
た
人
は
'
明
ら
か
に
そ
の
人
自
身
に
は

少
し
も
困

っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
に
意
気
阻
喪
す
る

〔他
人
に
と
っ
て
の
み
直
接
不
快
な
性
質
〕｣

(ibid･)｡
こ
れ
は
何
故
か
と
言
え
ば
'
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我
々
が
自
分
の
利
害
を
忘
れ
て
他
人
の
立
場
に
立
ち
'
そ
の
立
場
か
ら
他
人
の
感
情
に
共
感
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
｢我
々
の

心
想

(fancy)
は
容
易
に
そ
の
位
置
を
変
え
る
.･

そ
れ
は
'
我
々
自
身
を
他
人
に
と
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
姿
に
お
い
て
眺
め
た
り
'
他
人

を
他
人
自
身
が
感
じ
て
い
る
が
ま
ま
に
考
え
た
り
し
'
よ
っ
て
以
て
'
我
々
自
身
に
は
全
-
属
さ
ず
'
た
だ
共
感
の
み
が
関
心
を
も
た
せ

う
る
感
情

へ
と
我
々
を
入
り
込
ま
せ
る
｣
(ib
id
)t
と
｡
(因
み
に
'
ヒ
エ
-
ム
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
'
以
上
の
よ
う
な
場
合
だ
け
で
な
く
'
本
人
に

と
っ
て
有
用
･
快
適
な
性
質
を
当
の
本
人
が
評
価
す
る
場
合
で
も
'
他
人
に
と
っ
て
有
用
･
快
適
な
性
質
を
'
こ
れ
に
直
接
関
わ
る
他
人
が
評
価
す
る
場

､
,

(13
)

合
で
も
'
1

1
般
的
視
点
に
立
つ
限
り
は
-

評
価
者
が
自
分
の
利
害
や
快
･
苦
だ
け
に
基
づ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡)

こ
う
し
て
'
ヒ
ュ
-
ム
が
'
｢共
感
は
人
間
本
性
に
お
け
る
非
常
に
強
力
な
原
理
で
あ
る
｣
(T
57
7,6)8)
と
か
'.
｢共
感
こ
そ
が
道
徳
的

区
別
の
主
要
な
源
泉
で
あ
る
｣

(T
618)
と
言
う
と
き
'
彼
の
念
頭
に
あ
る
も
の
は
'
こ
の
1
般
的
視
点
か
ら
の
共
感
で
な
け
れ
ば
な
ら

(14
)

な
い
｡

四

正
義

の
問
題

ヽ
ヽ

以
上
'
ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
感
情
論
の
基
本
原
理
を
見
て
き
た
が
'
そ
れ
は
結
局
'
彼
の
道
徳
的
評
価
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
｡
本
節
で

(15
)

は
､
そ
の
具
体
的
適
用
の
一
例
と
し
て
彼
の
正
義
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
｡
と
い
う
の
も
'
ヒ
ュ
-
ム
に
と
っ
て
正
義
は
最
も
重
要
な

徳
で
あ
っ
て

｢
正
義
ほ
ど
尊
重
さ
れ
る
徳
は
他
に
な
い
｣
(T
577)
か
ら
で
あ
り
t
か
つ
'
正
義
の
問
題
に
お
い
て
彼

の
道
徳
感
情
論
は

大
き
な
困
難
を
苧
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

周
知
の
よ
う
に
'
ヒ
ュ
-
ム
は

｢
正
義
｣
(j
ustice)
を
専
ら
'
所
有
な
い
し
は
所
有
権
の
上
か
ら
捉
え
る
｡
彼
に
と
っ
て

｢
正
義
｣
と

は
t
.他
人
の
所
持
の
安
定
を
保
障
す
る
よ
う
な
行
為
'
も
し
-
は
'
そ
う
し
た
行
為
を
定
め
た
社
会
的
規
則
を
意
味
す
る
｡
そ
れ
は
'
徳

の
分
類
の
上
で
は
'
｢仁
愛
｣

(benel.1ence)等
と
と
も
に

｢社
会
的
徳
｣

(S.cialv

irtues)
の
1
つ
と
し
て
数
え
ら
れ
'
｢他
人

(社
会
)

に
と
っ
て
有
用
な
性
質
｣
に
属
し
て
い
る
｡
従

っ
て
そ
の
評
価
は
'
原
則
的
に
は
'
当
の
行
為
か
ら
影
響
を
こ
う
む
る
関
係
者

へ
の
共
感
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に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
'
正
義
と
仁
愛
と
を
比
較
し
た
場
合
'
両
者
の
間
に
は
評
価
の
仕
方
に
お
い
て
著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
る
｡
第

一
に
'
仁
愛

が
自
然
的
徳

(1atural
virtu
c)
で
あ
っ
て
'
そ
の
評
価
に
際
し
て
は
道
徳
感
情
が
言
わ
ば
本
能
的
に
生

じ
'
｢
〔人
性
の
〕
原
初
的
性
質

(.rigi
naL
quatity)
な
い
し
本
源
的
組
織

(p
r
im
ary
c.nstituti.n
)
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
｣
(T
473
)
の
に
対
し
'
正
義
は
人
為
的
徳

(artifi
Cial
v
irtu
e)
で
あ
っ
て
'
｢人
為

(artifice)
な
い
し
工
夫

(C.ntrivance)
を
介
し
て

〔換
言
す
れ
ば
'
社
会
的
規
則
と
い
う
人
為
的

構
成
物
を
介
し
て
〕
快
と
是
認
を
生
む
｣
(T
477)
0

ヽ
ヽ

第
二
に
'
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
点
と
し
て
'
両
者
の
間
に
は
'
評
価
に
際
し
て
個
々
の
ケ
ー
ス
だ
け
が
問
題
と
な
る
か
否
か
と
い
う
相

違
が
あ
る

(T
579
,
E

303･306)｡
仁
愛
の
場
合
に
は
'
評
価
は
個
々
の
ケ
ー
ス
に
着
目
す
る
だ
け
で
完
結
す
る
.
仁
愛
の
行
為
が
そ
の
直

接
の
目
的
で
あ
る
関
係
者
を
利
す
る

(あ
る
い
は
'
利
し
ょ
う
と
す
る
動
機
に
駆
ら
れ
る
)
の
を
見
れ
ば
'
評
価
者
は
そ
れ
だ
け
で
満
足

L
t
そ
れ
以
上
の
結
果
や
'
同
じ
行
為
を
皆
が

一
致
し
て
行

っ
た
場
合
の
こ
と
を
考
慮
し
た
り
は
し
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
正
義
の
場
合
に

は
事
情
は
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
と
い
う
の
も
'
ヒ
ュ
-
ム
の
正
義
論
の
一
つ
の
特
徴
的
な
見
方
は
'
｢個
々
の
正
義
の
行
為
は
し
ば

し
ば
公
共
の
利
害
に
反
す
る
｣
(T
497,
579)
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
.
例
え
ば
､
裁
判
官
が
貧
者
か
ら
財
産
を
没
収
し
'
そ
れ
を
正

当
な
所
有
権
者
た
る
富
者
に
手
渡
す
と
き
'
こ
の
行
為
は
'
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
れ
ば
誰
の
利
益
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
み
か
'

社
会
に
と
っ
て
有
害
で
す
ら
あ
る
｡
し
か
し
'
に
も
拘
ら
ず
正
義
が

｢社
会
的
徳
｣
と
言
わ
れ
う
る
の
は
'
個
々
の
正
義
の
行
為
で
は
な

(16
)

-
'
｢全
方
策
な
い
し
体
系
｣
(th
e
w
h.1e
schem
e
.r
ptan)
が
社
会
の
安
定
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡

従

っ
て
'
正
義

を
評
価
す
る壕

合
に
は
'
評
価
者
は
'
当
座
の
個
々
の
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
-
同
種
の
他
の
行
為
へ
も
視
野
を
広
げ
'
そ
れ
ら
が

(例
外
を

認
め
な
い
形
で
)
一
致
協
力
し
て
人
間
社
会
の
安
定
に
役
立
っ
て
い
る
こ
と
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
と
こ
ろ
が
'
正
義
に
つ
い
て
の
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な
見
方
が
'
道
徳
感
情
論
や
共
感
の
理
論
に
と
っ
て
は
一
つ
の
大
き
な
蹟
き
の
石
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
.

さ
て
'
正
義
の
評
価
に
関
す
る
ヒ
ュ
-
ム
の
公
式
的
な
説
明
は
'
前
節
に
見
た

｢
1
般
的
視
点
｣
か
ら
の
共
感
に
よ
る
説
明
で
あ
る
や
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彼
の
言
葉
を
引
い
て
み
よ
う
｡

｢不
正
義
が
我
々
か
ら
非
常
に
遠
く
離
れ
て
い
て
'
我
々
の
利
害
に
少
し
も
影
響
し
な
い
と
き

〔す
ら
〕'
不
正
義
は
や
は
り
我
々
を
不
快
に
す
る
｡

}tー

何
故
な
ら
上
我
々
は
不
正
義
を
'
人
間
社
会
に
有
害
で
'
こ
れ
を
犯
す
人
物
に
近
づ
-
す
べ
て
の
者
を
害
す
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
.
〔こ
の

場
合
〕
我
々
は
t.
不
正
義
を
犯
す
人
物
に
近
づ
く
者
の
不
快
に
共
感
に
よ
っ
て
参
与
す
る
｡
と
こ
ろ
で
tL
人
間
の
行
為
に
お
い
て
'
一
般
的
に
眺
め
た

場
合
に
(u
p
on
generalsurvey)不
快
を
与
え
る
も
の
は
す
べ
て
悪
徳
と
呼
ば
れ
'
同
じ
-
1
般
的
に
眺
め
た
場
合
に
満
足
を
生
む
も
の
は
す
べ
て

徳
と
呼
ば
れ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
の

〔共
感
に
よ
っ
て
他
人
の
不
快
を
感
じ
る
〕
こ
と
が
'
正
義
と
不
正
義
に
道
徳
的
善
悪
の
感
覚

(se
nse)
が
伴
う
こ

と
の
理
由
で
あ
る
｡｣
(T
499)

ヽ
ヽ

と
こ
ろ
で
'
こ
の
場
合
評
価
者
が
誰
の
不
快
に
共
感
す
る
か
に
つ
い
て
は
'
二
様
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
｡

一
つ
は
'
｢
不
正
義
を
犯

す
人
物
に
近
づ
-
者
｣
と
い
う
言
い
方
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
'
不
正
義
の
行
為
が
直
接
影
響
を
及
ぼ
す

(具
体
的
な
)
個
々
の
人
々

の
不
快
と
と
る
こ
と
で
あ
る
｡
だ
が
'
こ
う
解
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
｡
何
故
な
ら
'
正
義
の
行
為
が
単
独
で
は
直
接
の
関
係
者

の
不
利
益
に
な
る
こ
と
が
あ
る
の
と
同
様
に
'
不
正
義
の
行
為
は
単
独
で
は
関
係
者
の
利
益
に
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る

(例

え
ば
､
昏
普
な
財
産
家
か
ら
財
産
を
没
収
し
て
皆
に
配
分
す
る
よ
う
な
場
合
)｡
だ
と
す
れ
ば
'
｢不
正
義
を
犯
す
人
物
に
近
づ
-
者
｣

へ
の
共
感

は
'
決
し
て
正
義

･
不
正
義
に
つ
い
て
の
正
し
い
評
価
を
も
た
ら
さ
な
い
で
あ
ろ
う
｡

い
ま

一
つ
は
'
具
体
的
な
関
係
者
で
は
な
く

(抽
象
的
な
)
人
間
社
会
の
成
員
の
不
快
と
と
る
こ
と
で
あ

る
｡
｢社
会

の
利
益

(the

interestof
society)｣
と
か

｢人
類
の
善
福

(th
e
g
ood
o
f
m
ankind)｣
と
い
っ
た
'
正
義
の
評
価
の
説
明
に
際
し
て
ヒ
ェ
-
ム
が
た
び

た
び
用
い
る
表
現
は
こ
の
見
方
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
問
題
は
残
る
｡
そ
れ
は
'
共
感
が
果
し
て

こ
の
よ
う
な
も
の
を
伝
達
し
う
る
か
否
か
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
'
彼
自
ら
も
認
め
て
い
る
よ
う

に
'
共
感
は
個
別

的

･
具
体
的
な
対
象
に
即
し
て
働
き
や
す
く

｢対
象
が
い
-
ら
か
と
り
と
め
な
く
不
明
確
な
と
き
に
は
'
感
情
が
動
-
こ
と
は
常

に
困

難
｣
(T
580)
だ
か
ら
で
あ
る
｡
直
接
の
関
係
者
の
心
に
は
明
ら
か
に
快
ま
た
は
苦
が
生
じ
て
い
る
の
に
'
そ
れ
を
度
外
視
し
て
'
長
期
的
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で
漠
然
と
し
た
社
会
の
利
益
､
損
失
の
ほ
う
に
眼
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
は
'
｢共
感
｣
の
能
力
が
も
と
も
と
不
得
手
と
す
る
と
こ
ろ
な

の
で
あ
る
｡

五

『探
究
』

へ
の
移
行

『
探
究
』
が
い
く
つ
か
の
点
で

『
人
性
論
』
と
大
き
-
意
見
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
｡
あ
る
者
は
'

｢
『
探
究
』
の
道
徳
体
系
は

『人
性
論
』
の
そ
れ
と
は
実
際
上
根
本
か
ら
異
な
っ
て
お
り
｣
'
『人
性
論
』
は

｢事
実
上
書
き
直
さ
れ
た
の

(17
)

だ
｣
と
し
て
い
る
｡
こ
う
し
た
見
解
の
変
化
は
'
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
'
大
部
分
'
正
義
論
並
び
に
'
そ
こ
で
の
道
徳
感
情
論
の
｢
挫
折
｣

に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
そ
の
う
ち
の
1
点
に
限

っ
て
手
短
か
に
述
べ
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
｡

『
探
究
』
に
お
け
る
見
解
の
変
化
と
し
て
最
も
多
-
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
'
そ
こ
で
は

｢
共
感
｣
が
も
は
や
中
立
的
な
情
念
伝
達
の
原

理
で
は
な
-
な
り
'
｢
仁
愛
｣
に
非
常
に
接
近
L
t
そ
れ
自
体

一
個
の
特
殊
な
情
念
と
し
て
の
身
分
を
与
え
ら
れ
て
い
る
t
と
い
う
こ
と

(18
)

で
あ

る

｡

し
か
し
'
注
意
し
て
み
る
と
'
そ
こ
で
は
実
は

｢
仁
愛
｣
そ
の
も
の
が
二
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

(E
298
,

footnote)
｡
一
つ
は
'
『
人
性
論
』
以
来
の
社
会
的
徳
と
し
て
の
仁
愛
で
あ
り
'
そ
れ
は
行
為
の
動
機
と
な
り
え
t
か
つ
'
他
人
を
利
す
る

が
如
き
行
為
を
促
し
た
場
合
に
は
是
認
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
'
い
ま

一
つ
の
仁
愛
は

｢
一
般
的
な
｣
仁
愛
で
あ

り
'
こ
れ
へ
の
言
及
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
'
む
し
ろ
'
｢
人
間
性
の
感
情
｣
(s
entim
en
t
o
f
hum
aロity)
な
る
表
現
が
よ
り
頻
繁
に
用
い

ら
れ
る
｡
そ
れ
は
'
我
々
が
凡
そ
人
間
で
あ
る
限
り
他
の
人
間
に
対
し
て
寄
せ
る
関
心

(concern
)'
我
々
が
他
人
に
対
し
て
'
特
別

の

ヽ
ヽ

関
係
や
利
害
な
し
に
も
抱
-
同
胞
感
情

(feE
ow
･fee
-iロg)
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
'
行
為
の
動
機
や
評
価
の
対
象
で
あ
る
よ
り
も
'

ヽ
ヽ

む
し
ろ
'
あ
ら
ゆ
る

(客
観
的
な
)
道
徳
的
区
別
を
方
向
づ
け
る
と
こ
ろ
の
'
｢
評
価
の
源
泉
｣
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
人

間
を
利
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
こ
れ
を
是
認
せ
し
め
'
書
す
る
も
の
は
何
で
あ
れ
こ
れ
を
否
認
せ
し
め
る
一
種
の
人
間
愛

(p
hi-aロthr｡
py)

(19
)

で
あ
る
｡
ヒ
ュ
-
ム
は
述
べ
て
い
る
'
｢
道
徳
の
念
(no
tion
)
は
'
す
べ
て
の
人
類
に
共
通
な
あ
る
感
情
を
含
ん
で
い
る
｡
こ
の
感
情
が
'
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同

一
の
対
象
を

一
般
に
是
認
す
べ
く
勧
め
'
あ
ら
ゆ
る
人
々
'
な
い
し
大
部
分
の
人
々
に
'
そ
の
対
象
に
つ
い
て
一
致
し
て
同
じ
意
見
や

決
定
を
抱
か
せ
る
の
で
あ
る
｣
(E
2
72)P
と
｡
更
に
､
こ
の
感
情
は
'
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
間
で
共
通
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く

そ
の
起
源

に
お
い
て
我
々
に
本
性
的
に
植
え
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る

(E
2
3
(
,
2
7
))
0

さ
て
'
こ
の
見
解
の
変
化
は
何
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
か
｡
『
探
究
』
で
は
何
故
'
｢共
感
｣
が
後
退
し
て
こ
の
よ
う
な
感
情
が
唱
え
ら
れ

る
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
我
々
は
そ
の
解
答
を
正
義
論
と
の
繋
が
り
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
前
節
で
見
た
よ

う
に
'
感
情
的
に
無
色
透
明
な
基
礎
の
上
に
そ
の
都
度
働
-
共
感
は
'
正
義
に
つ
い
て
の
正
し
い
評
価
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
'

｢快

･
苦
の
気
持
ち
｣
に
基
づ
い
て
正
義
の
評
価
を
説
明
し
う
る
た
め
に
は
､
ど
う
し
て
も
'
誰
彼
と
い
っ
た
特
定
の
人
間
で
は
な
い
人

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

間
そ
の
も
の
へ
の
気
持
ち
に
訴
え
る
し
か
な
く
な
る
が
'
そ
れ
は

(『人
性
論
』
的
な
)
｢
共
感
｣
の
能
-
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
｡

従

っ
て
'
残
る
唯

一
の
途
は
'
人
間
そ
の
も
の
へ
の
気
持
ち
を
認
め
つ
つ
'
こ
れ
を
'
共
感
を
介
す
る
必
要
の
な
い
も
の
と
し
て
言
わ
ば

人
性
の
中
に
植
え
込
ん
で
お
-
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
'
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に

『
探
究
』
の
選
ん
だ
途
だ
っ
た
の
で
あ
る
｡

従

っ
て
'
｢
人
間
性
の
感
情
｣
は
'
正
義
の
問
題
を
見
据
え
'
な
お
か
つ
道
徳
感
情
論
を
粧
持
し
ょ
う
と
し
た
ヒ
ェ
-
ム
の
と
っ
た
'
｢
窮

(20
)

余
の
策
｣
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

ヒ
エ
-
ム
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
'
次
の
略
号
と
ペ
ー
ジ
数
と
を
並
記
し
て
示
す

T

:
A

T
r
ea
tise
o
f
H
u
m
an
N
atu
re"
e
d
.
L
.
A
.
S
e
lb
y
-B
igg
eV
O
x
ford
.

)
9
7
8
.

E

:
A
n
E
n
q
u
iry
c
on
c
e
r
n
in
g
th
e
P
rin
c
ip
les
of
M
o
rals.
e
d
.
L
IA
,
S
e
tb
y-B
ig

ge.

Oxfo
r
d.
1975
.

(1
)

道
徳
感
覚
論

(m
orals
ense
th
eo
ry
)
と
道
徳
感
情
論

(th
eory
of
m
oral
sen
tim
ents)
と
は
厳
密
に
l亨
え
は
同
じ
で
な
い
.
前
者
が
'
道
徳
観
念
の
由
来
す
る

源
泉
と
し
て
特
別

の
感
覚
な

い
し
能
力
の
存
在
を
認
め
る
の
に
対
し
'
後
者

は
'
道
徳
観
念
を
'
｢
共
感
｣
'
｢
快

･
苦
｣
と
い
っ
た

(そ
れ
自
体
は
道
徳
的
で
な
い
)
単
純

′

な
要
素
か
ら
複
合
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
.
D
.D
.R
a
p
hael.
T
he
M
ora
t
Sense､O
xford.
)
947
.

esp.
Ch
ap.
Ⅰ.
そ
の
意
味
で
ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
論
は
'
-

少

な
く
と
も

『
人
性
論
』
に
関
す
る
限
り
-

｢
道
徳
感
情
論
｣
と
呼
ば

れ
る
の
が
適

切
で
あ
る
｡

ヽ
ヽ

(2
)

道
徳
的
区
別
と
間
接
情
念
と
を
関
係
づ
け
る
こ
と
は

一
見
奇
異
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
例
え
ば
'
｢
正
を
愛
し
不
正
を
憎
む
｣
と
い
っ
た
表
現
は

日
頃
別
段
抵
抗
な
し
に
用
い
ら
れ
う
る
L
t
ま
た
'
自
分
白
身
を
も
含
め
て
親
愛
関
係
の
あ
る
人
物
に
対
し
て
は
'
我
々
は

一
般
に
'
身
び
い
き
や
親
の
欲
目
等
に
よ

っ
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て

(不
当
に
)
高
い
評
価
を
与
え
て
し
ま
っ
た
り
'
理
が
あ
る
と
信
じ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
点
か
ら
見
て
'
道
徳
的
な
意
味
を
も
含
め
た

｢是
認

･
否

認
｣
と
'
｢愛

(自
負
)
･
憎

(自
卑
)｣
と
が
'
因
果
的
な
発
生
条
件
並
び
に
感
覚
的
質
に
お
い
て
類
似
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
な
お
'
こ
の
点
に
関
し

て
は
'
道
徳
感
情
と
間
接
情
念
と
の
同
質
性
を
格
別
強
調
す
る
ア
-
ダ
ル
及
び
マ
ー
サ
I
の
独
特
な
解
釈
が
あ
る
｡
彼
等
は
'
道
徳
感
情
を
'

一
般
的
視
点
に
立
っ
た
と

き
に
喚
起
さ
れ
る
(偏
向
し
て
い
な
い
)
一
種
の
愛

･
憎
と
見
倣
し
'
『人
性
論
』
第
二
巻
の
議
論
と
第
三
巻
の
議
論
と
の
連
続
性
､
並
び
に
'
前
者
の
後
者
に
と
っ
て
の

哲
学
的
重
要
性
を
主
張
す
る
｡
Pall
S.A
rd
at,
Passion
and
V
a
l
ue
in
H
u
m
e's
T
reatise.
E
d
in
b
u
rgh
.
)9
66.
pp.
17
f.,

)1LI
L22.
P
hilip
M
ercer.

S
ym
pathy
an
d
E
th
ics,
O
xfordL
g72.
pp.4
7I
58.

(3
)

｢差
し
当
り
｣
と
断
わ

っ
た
の
は
'
後

に
見
る
よ
う
に
'
正
義
論
に
お
い
て
は
'
｢性
格
｣
よ
り
も

｢行
為
｣
(よ
り
正
確
に
は
'
行
為
の
規
則
や
制
度
)
が
評
価
の
対

象
と
し
て
前
面
に
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
｡

(4
)

例
え
ば
t
D
.D
.R
a
ph
aet."T
h
e
lm
p
artial
Spectator"
.Da

w
es
H
ic
ks
L
ecture
on
P
h
itosophy.R
ead

22
N
o
vem
ber
197
2.
p.
340.

(5
)

往
々
誤
解
さ
れ
や
す
い
点
で
あ
る
が
'
｢共
感
す
る
こ
と
｣
は
即

｢道
徳
的
判
断
を
下
す
こ
と
｣
で
は
な

い
し
(当
面
共
感
が
な
す
の
は
'
他
人
の
快

･
苦
を
伝
達

す
る
こ
と
の
み
)'
後
に
見
る
よ
う
に
'
共
感
の
対
象
と
な
る
人
物
は
'
必
ず
し
も
評
価
の
対
象
と
な
る
人
物
と
は
一
致
し
な
い
｡
こ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
は
t

p
a
ll
s.A
rd
a
t.
op.
cit..

pp.)09.
)16f..)
29ff..
Ph
ilip
M
ercer,
op.
cit.V
p.52.B
.W

and
,
"A

N
ote
on
Sym
p
a
thy
in
H
u
m
e's
M
oralT
h

eory".

P
hilosop
hical
R
eview
(1

955).
pp.27
5

-279.

(6
)

Pa
t

l
S.A
rd
at.o
p
.
cit..p
.45.P
hitip
M
e
rcer
,

op.
cit.,
p.21.

(

7
)

当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
の
点
か
ら
『
人
性
論
』
第
一
巻
と
の
不
整
合
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
例
え
ば
t
T
.
A
.
R
o
b
ertsVT
h
e
C
oncept

o
f
B
enevotenceVAs
pects
of
E
igh
teenth
･C
entury
M
orat
P
h
ito
sophy.
M
acm
iEanL
g73.p
.
94.
な
お
'
ケ
ン
プ

･
ス
ミ
ス
は
'
共
感
に
お
け
る
こ
の
活

生
化

の
メ
カ

ニ
ズ
ム
が
'
知
性
論
に
お
け
る

｢信
念
｣
生
起

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
こ
と
に
着
目
L
t
ヒ
ュ
-
ム
に
よ
る
信
念
の
解
明
は
共
感
原
理
の
知
性

論
へ
の
適
用
で
あ
る
と
唱
え
る
.
N
.K
e
m
p
S
m
ith
.T
h
e
ph
itosoph
y
of

D
avid
H
u
m
eV
M
acm
iE
an
&
C
o
.,(949.
pp
L

L0
ff
.,
)4
0,
)68
f.

(8
)

ヒ
ュ
-
ム
は
'
第

1
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
因
果
関
係
(因
果
推
論
)
と
'
第
二
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
強
化

の
連
合
原
理
と
を
同
列
に
論
じ
て
い
る
が
､
両
者
は

身
分
の
上
で
別
個
な
も
の
で
あ
る
o
後
者
の
関
係
が
言
わ
ば
付
帯
的
で
あ
る
の
に
対
し
'
前
者
の
関
係
は
共
感
を
可
能
な
ら
し
め
る
論
理
的
先
行
条
件
で
あ
る
｡
P
h
ilip

M

ercer,
o
p
,
clt..
PP.30-
3
2
.

(9
)

マ
ー
サ
I
は
こ
の
点
に
'

共
感
を
越
え
た
理
性
的
原
理
の
積
極
的
介
入
を
見
出
す
｡
Philip
M
ercer.
op.
cit..
p.70.
ま
た
'
ヒ
ュ
-
ム
自
身
も
'
有
用
性
判
断

に
お
け
る
理
性
の
必
要
性
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
｡
例
え
ば
'
｢
道
徳
的
賞
讃
の
一
つ
の
主
要
な
基
礎
が
'
性
質
な

い
し
行
為
の
有
用
性
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
限
り
は
'

こ
の
種
の
決
定
の
す
べ
て
に
理
性
が
相
当
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｣
(E
285)t
と
.

(10
)

ヒ
ュ
-
ム
の
道
徳
論
の
中
に
'
主
観
主
義
的
側
面
と
客
観
主
義
的
側
面
と
の
対
比
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
は
'
例
え
ば
次
の
も
の
が
あ
る
｡
R
.F
.

A
tk
in
son
.
"H
u
m
e
on
the
Stand
ard
of
M
orats'..
in
D
av
id
H
u
m
e.
M
an

y-sid
ed
G
enius,
ed
.
K
.R
.M
erritt
and
R
.
W
.
Sh
ahan.
U
n
iv
ersity
o
f
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O
ktaho
m
a
P
r
e
ss.
)9
76
.
p
p
.
2
5

･
4
4
,

R
achelM
.K
y
d
d
.R
e

ason
and
C
ond
u
ct
in
H
u
m
e.s
T
rea
tise
.

O

x
fo

rd
,
19
4
6,
p
p
.
16
9
･
)7
5
.

(11
)

ヒ

ュ
-
ム
の
因
果
論
に
お
い

て
も
こ
う

し
た
訂
正
の
手
続
き

が
重
要
で
あ
る

点
に
つ
い
て
は
次

の
も
の
を
参
照

さ

れ

た
い
｡
拙
稿

｢
ヒ

ュ
-
ム
の
因
果
論
｣
東
京
大

学
文
学
部
哲
学
研
究
室

『
論
集
Ⅲ
』

一
九
八
四
年
｡

(S
)

四
種
の
徳
の
場
合
に
い
ず
れ
も
共
感
の
介
在
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
'
反
対
意
見
と
ヒ
ュ
-
ム
へ
の
擁
護
論
と
が
あ
る

.
Palls.A
rdaI.op.cit..

pp
.
)5
T
L
56.

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(S

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
言
い
方
の
ほ
う
が
正
確
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
o
す
な
わ
ち
'
ヒ
ユ
ー
ム
に
お
い
て
は
､
客
観
的
な
道
徳
的
評
価
を

下
す
の
は
.

1
次
的
に
は
常
に

｢無
関
係
な
第
三
者
｣
で
あ

っ
て
'
性
質
の
所
有
者
本
人
や
本
人
の
関
係
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
'
及
び
'
本
人
や
関
係
者
が
そ
れ
を

下
し
う
る
の
は
'
た
だ
'
無
関
係
な
第
三
者
の
評
価
に
自
ら
共
感
す
る
こ
と
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
'
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

(S
)

尤
も
'
｢
1
般
的
視
点
｣
の
導
入
に
よ
り
ヒ
ュ
ー
ム
が
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
点
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
.
そ
れ
は
彼
が
'
道
徳
的
判
断
は
必
ず
し
も
行
為
に
は

結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(T
58
6)｡
道
徳
的
区
別
の
由
来
が
理
性
で
は
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
際
の
最
大
の
論
拠
が
､
道
徳
は
行
為
の
動
機
に

な
り
う
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
(T
4
57
ff.)
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
'
こ
の
こ
と
は
皮
肉
な
結
論
と
言
う
他
は
な
い
｡

(ほ
)

ヒ
ュ
-
ム
の
正
義
論
に
お
い
て
は
'
こ
こ
で
の
評
価
に
関
す
る
議
論
よ
り
も
動
機
に
関
す
る
議
論
の
ほ
う
が
哲
学
的
に
見
て
は
る
か
に
興
味
深
い
.
特
に
'
正
義
の

ヽ
ヽ
ヽ

行
為
を
行
わ
し
め
る
最
初
の
動
機
に
関
す
る
議
論
は
重
要
で
'
｢
黙
約
｣
(c
onventio
n
)
の
概
念
の
呈
示
'
社
会
契
約
論
批
判
t
等
が
行
わ
れ
る
の
も
そ
の
脈
絡
に
お
い

て
で
あ
る
｡

(16
)

言
う
ま
で
も
な
-
'
ヒ
ュ
-
ム
が

｢
規
則
功
利
主
義
者
｣
と
目
さ
れ
る
の
は
こ
の
点
か
ら
で
あ
る
｡

(17
)

L
.A
.
S
etb
y-B
iggeL
n
trod
u
ctio
n
to
E
n
q
u
iries
con
c
ernin
g
H
u
m
a
n
U
n
d
erstan
d
in
g
a
n
d
co
n
cern
in
g
th
e
P
rin
ciptes
o
f

M

orals.
Ox
f
o

rd,

)

8
93
.
p
.
x
ii

i.

(18

)

例
え
ば

t

N
.K
e
m
p
Sm
ith
.op
.

c
it.-
pp.150⊥
52.枚
下
隆
英
著

『
ヒ
ュ
-
ム
』
(勤
革
書
房
)

一
九
八
二
年

T
六
〇
-
一
六
二
貢
o

(1
)

行
為
の
動
機
か
評

価
の原
理
か
と
い

う
点
を

抜
き
に
す
れ
ば
'
こ
れ
は
､
『
人
性
論
』
で
否
定
さ
れ
た

｢
人
類
愛

(lo
v
e
of

m
ank
ind
)
｣
(T
48L
ff.)
を
復
活

し
た
も
の
だ
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡

(20
)

『探
究
』
に
お
け
る
立
場
の
拓
著
な
変
化
と
し
て
は
､
他
に
､
｢
自
然
的
徳
｣
と

｢
人
為
的
徳
｣
と
の
区
別
が
消
え
て
い
る
こ
と
や
､
『
人
性
論
』
に
比
し
て
理
性
の

役
割
が
は
る
か
に
積
極
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
､
こ
れ
ら
も
以
上
の
論
旨
か
ら
十
分
説
明
の
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
｢
自
然
｣
と

｢
人
為
｣

と
の
区
別
が
消
え
た
の
は
rr
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
区
別
が
人
間
に
と
っ
て
本
源
的
な

｢
仁
愛
の
感
情
｣
に
基
づ
く
と
さ
れ
'
言
わ
ば
す
べ
て
が

｢
自
然
的
｣
と
な

っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
L
t
理
性
が
重
視
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
は
'
ヒ
ユ
ー
ム
自
身
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に

(E
28
5
f.)
'
と
り
わ
け
正
義
に
お
け
る

(複
雑
な
)
有
用
性
判
断
や
公

平
さ
の
判
断
に
と
っ
て
は
理
性
の
働
き
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
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