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　「
拷
問
は
第
二
次
大
戦
中
の
日
本
で
も
行
わ
れ
た
」
と
い
う
文
は
、
拷
問
に

つ
い
て
の
あ
る
事
実
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
な
い
し
偽
で
あ

り
う
る
。
で
は
こ
れ
と
同
様
に
、「
拷
問
は
悪
い
」
の
よ
う
な
道
徳
文
│
│
道

徳
的
価
値
の
帰
属
を
含
む
文
│
│
も
ま
た
真
や
偽
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。
周

知
の
よ
う
に
、
メ
タ
倫
理
学
上
の
非
認
知
主
義）

1
（

に
属
す
る
初
期
の
論
者
た
ち
は
、

こ
の
問
い
に
明
確
な
否
定
的
答
え
を
与
え
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
道
徳
文
は
通

常
の
記
述
文
と
は
異
な
り
、
そ
も
そ
も
真
偽
を
問
い
う
る
種
類
の
文
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
非
認
知
主
義
者
の
多
く
は
、
道
徳
文
に
も
真
偽

は
帰
属
可
能
で
あ
り
、
そ
の
一
部
は
実
際
に
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る

よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
劇
的
な
変
化
だ
が
、
そ
れ
を
可
能
に

す
る
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
も
ち
出
さ
れ
る
の
が
「
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ば

れ
る
真
理
論
上
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
名
の
通
り
、
真
理
概
念
の
内
実

を
ご
く
最
小
限
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
あ
る

文
を
「
真
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
伴
う
実
質
は
な
い
に
等
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
非
認
知

主
義
者
で
あ
っ
て
も
、
一
部
の
道
徳
文
は
真
だ
と
主
張
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う

必
要
は
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　
し
か
し
非
認
知
主
義
者
は
、
本
当
に
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
道
徳
的
真
理
を
確

保
し
よ
う
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
見
で
は
そ
の
答
え
は
「
否
」
で
あ
り
、
本

稿
の
目
的
は
そ
れ
が
な
ぜ
か
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
理
由
の
一
つ

は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
文
献
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

creeping m
inim

alism

）
2
（

」（D
reier 2004

）
の
問
題
だ
が
、
本
稿
で
は
こ
れ

に
加
え
、
従
来
（
少
な
く
と
も
表
立
っ
て
は
）
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
懸
念
を
さ

ら
に
二
つ
指
摘
し
た
い
。
す
な
わ
ち
予
告
し
て
お
く
と
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
よ

っ
て
道
徳
的
真
理
を
確
保
す
る
と
い
う
右
の
方
針
は
、
道
徳
外
の

4

4

真
理
に
つ
い

て
大
半
の
非
認
知
主
義
者
が
望
ま
な
い
は
ず
の
見
解
を
彼
ら
に
強
い
る
こ
と
に

な
り
、
ま
た
、
一
部
の
非
認
知
主
義
者
（
準
実
在
論
者
）
が
実
際
に
取
り
組
ん
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で
き
た
課
題
の
意
義
を
不
可
解
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
二
つ
の
難
点
も
抱
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
否
定
的
議
論
に
続
き
、
本
稿

の
最
後
で
は
よ
り
積
極
的
な
提
案
を
行
う
。
そ
れ
は
、
非
認
知
主
義
者
が
道
徳

的
真
理
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
「
真
理
の
機

能
主
義
」
と
い
う
立
場
（Lynch 2009

）
を
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と

い
う
提
案
で
あ
る
。
後
で
み
る
よ
う
に
、
こ
の
真
理
論
は
そ
れ
自
体
と
し
て
も

興
味
深
い
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
非
認
知
主
義
と
の
関
連
で
そ
の
魅
力
を

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
お
断
っ
て
お
く
と
、
筆
者
は
現
時
点
で
必
ず
し
も
非
認
知
主
義
に
与
す
る

者
で
は
な
い
が
、
こ
の
立
場
が
真
剣
に
考
慮
す
べ
き
重
要
な
洞
察
を
含
む
も
の

だ
と
は
考
え
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
見
立
て
の
下
で
非
認
知
主
義
の

よ
り
よ
い
形
態
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
議
論
は
よ
り
広
く
、

メ
タ
倫
理
学
の
論
理
空
間
全
体
を
見
直
す
上
で
も
一
定
の
貢
献
を
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。

　
本
稿
の
議
論
は
以
下
の
よ
う
に
進
む
。
ま
ず
第
1
節
で
は
、
非
認
知
主
義
者

が
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
訴
え
る
ま
で
の
経
緯
を
確
認
し
、
第
2
節
で
は
、

そ
の
方
針
に
対
し
て
生
じ
る
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。

続
い
て
第
3
│
4
節
で
は
、
こ
の
方
針
に
関
す
る
懸
念
を
二
つ
追
加
し
、
第
5

節
で
は
真
理
の
機
能
主
義
に
よ
っ
て
以
上
の
問
題
が
ど
う
解
決
さ
れ
る
か
を
考

察
す
る
。

1
．
初
期
の
非
認
知
主
義
と
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

　
ま
ず
は
非
認
知
主
義
の
基
本
的
発
想
を
確
認
し
よ
う
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
立
場
の
発
想
は
、
道
徳
実
在
論
（
以
下
単
に
「
実
在
論
」
と
も
呼

ぶ
）
を
と
っ
た
場
合
に
生
じ
る
存
在
論
的
・
認
識
論
的
な
問
題
を
背
景
に
お
く

と
理
解
し
や
す
い
（B

lackburn 1984: 169; C
hrism

an 2008: 335ff; 

Schroeder 2010: ch.1

）
3
（

）。
道
徳
実
在
論
に
よ
る
と
、「
拷
問
は
悪
い
」
な
ど

の
道
徳
文
は
、「
雪
は
白
い
」
と
い
っ
た
通
常
の
記
述
文
と
同
じ
く
何
ら
か
の

事
実
を
記
述
・
表
象
す
る
こ
と
を
そ
の
機
能
と
し
て
お
り
、
か
つ
道
徳
文
の
一

部
は
実
際
に
真
で
あ
る
。
よ
っ
て
実
在
論
に
従
え
ば
、
世
界
に
は
道
徳
文
に
よ

っ
て
記
述
さ
れ
そ
れ
ら
を
真
に
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
存
在
し
、
ま
た
我
々
の

道
徳
的
認
識
は
そ
の
種
の
事
実
へ
の
認
知
的
ア
ク
セ
ス
の
う
ち
に
存
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
事
実
や
ア
ク
セ
ス
が

こ
の
自
然
的
世
界
の
中
で
い
か
に
成
立
し
う
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易

で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
存
在
す
る
と
す
れ
ば
道
徳
的
事
実
は
、
我
々
の
欲

求
や
目
的
な
ど
と
は
関
係
な
く
我
々
に
一
定
の
行
い
を
命
じ
る
特
異
な
力
を
も

っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
う
し
た
特
異
な
存
在
者
を
捉
え
る
た
め
の

特
別
な
認
知
機
構
が
我
々
に
備
わ
っ
て
い
る
と
も
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る

（M
ackie 1977: 38ff.

）。
非
認
知
主
義
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
問
題
を
解
決

（
な
い
し
解
消
）
す
る
た
め
の
大
胆
な
試
み
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま

り
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
の
大
元
に
な
っ
て
い
る
意
味
論
的
な
仮
定
を
否



263　　倫理学年報第 67 集

定
し
、
道
徳
文
の
意
味
機
能
は
記
述
文
の
そ
れ
と
は
本
質
的
に
異
な
る
、
と
主

張
す
る
立
場
で
あ
る
。
も
し
道
徳
文
が
そ
も
そ
も
記
述
・
表
象
す
る
の
で
な
い

な
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
事
実
の
本
性
や
、
そ
の
事
実
を
対
象
と
し
た
認
識
の

成
立
可
能
性
に
つ
い
て
悩
む
必
要
は
ま
っ
た
く
な
く
な
る
わ
け
だ
。

　
そ
し
て
初
期
の
非
認
知
主
義
者
は
、
こ
の
考
え
を
あ
る
極
端
な
仕
方
で
定
式

化
し
た
。
例
え
ば
Ａ
・
Ｊ
・
エ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
と
、「
拷
問
は
悪
い
」
な
ど
の

（
純
粋
な
）
道
徳
文
は
、
拷
問
に
対
す
る
話
者
の
否
認
感
情
を
表
出
す
る
も
の

に
す
ぎ
ず
、
真
で
も
偽
で
も
あ
り
え
な
い
（A

yer 1946: 107ff.

）。
こ
の
文

は
し
い
て
言
え
ば
「
拷
問
反
対
！
」
と
同
様
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ

が
真
偽
の
値
を
と
り
え
な
い
こ
と
は
、「
カ
ー
プ
優
勝
バ
ン
ザ
イ
！
」
や
「
ち

く
し
ょ
う
！
」
な
ど
が
そ
う
で
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
極
端
な
定
式
化
に
は
、
明
ら
か
な
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
は

ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
道
徳
文
の
使
用
を
含
む
我
々
の
日
常
的
実
践
は
、
む
し

ろ
明
白
に
実
在
論
的
な
見
方
（
特
に
道
徳
文
の
記
述
文
へ
の
同
化
）
を
支
持
す

る
と
い
う
点
だ
。
ご
く
単
純
に
考
え
て
も
、
我
々
は
し
ば
し
ば
「
正
し
い
」
道

徳
的
意
見
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
区
別
し
て
い
る
し
、
記
述
文
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
理
由
」
を
与
え
た
り
た
ず
ね
た
り
す
る
。
ま
た
統
語
論

的
に
み
て
も
、
道
徳
文
は
記
述
文
と
同
様
の
仕
方
で
文
未
満
の
単
位
へ
と
分
解

さ
れ
う
る
し
、
否
定
や
条
件
法
な
ど
の
真
理
関
数
的
操
作
、
時
制
、
様
相
、
量

化
表
現
な
ど
の
適
用
を
許
容
す
る
（Chrism

an 2008: 337f.

）。
さ
ら
に
道

徳
文
は
、
他
の
文
と
さ
ま
ざ
ま
な
論
理
的
関
係
（
含
意
、
矛
盾
、
両
立
な
ど
）

に
立
ち
う
る
が
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
道
徳
文
が
真
理
値
を
も
つ
と
想
定
す
る
こ

と
で
最
も
自
然
か
つ
体
系
的
に
説
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（Schroeder 

2010

）
4
（

）。

　
こ
れ
ら
の
観
察
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
月
並
み
な
も
の
だ
が
、
非
認
知
主

義
に
と
っ
て
の
重
要
な
課
題
に
目
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

非
認
知
主
義
は
何
か
架
空
の
文
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

現
に
使
用
さ
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

道
徳
文
の
意
味
機
能
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
以
上
、
非
認
知
主
義
は
、
我
々
の
実
践
の
中
で
道
徳
文
が
現
に
も
つ
特
徴

を
単
純
に
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
も
し
そ
う
す
れ
ば
現
実
の
道
徳
文

に
つ
い
て
の
理
論
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
）。
そ
し
て
、
も
し
こ
れ
ら
の
特

徴
は
単
に
我
々
の
体
系
的
錯
誤
（M

ackie 1977

）
や
集
団
的
虚
構
（K

alder-

on 2005

）
か
ら
生
じ
た
も
の
だ
と
い
っ
た
主
張
を
す
る
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、

非
認
知
主
義
は
、
そ
れ
ら
を
何
ら
か
の
形
で
取
り
込
むaccom

m
odate

こ
と
、

つ
ま
り
、
正
し
い
も
の
と
し
て
解
釈
し
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
以
下
で
は
こ
れ
を
、
非
認
知
主
義
に
と
っ
て
の
「
取
り
込
み
課
題
」
と

呼
ぼ
う
。

　
こ
の
取
り
込
み
課
題
を
真
面
目
に
と
る
限
り
、
エ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
道
徳
文

は
真
で
も
偽
で
も
な
い
と
突
っ
ぱ
ね
て
話
を
済
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し

ろ
非
認
知
主
義
者
は
、
道
徳
的
真
理
（
真
で
あ
る
道
徳
文
）
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
を
何
ら
か
の
形
で
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら

は
伝
統
的
な
対
応
説

4

4

4

の
意
味
で
こ
の
こ
と
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
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い
う
の
も
、
対
応
説
の
下
で
道
徳
的
真
理
を
認
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
真
に
す

る
世
界
内
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
う
な
る
と
前
述
し
た
存
在

論
的
・
認
識
論
的
な
問
題
は
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
こ
で
一
見
非
認
知
主
義
の
助
け
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
、
現
に
し
ば
し
ば
示
唆
さ
れ
る
の
が
、「
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
」
と
い
う

真
理
論
の
立
場
で
あ
る
（B

lackburn 2006: 160; D
reier 2004: 25f.; G

ib-

bard 2003: 63, 248; Schroeder 2010: 154f., 167;

佐
藤2012: sec.2.3

）。

実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
立
場
は
一
つ
で
は
な
い
の
だ
が）

5
（

、
目
下

の
文
脈
で
も
ち
出
さ
れ
る
の
は
「
デ
フ
レ
主
義
」
と
し
て
知
ら
れ
る
次
の
よ
う

な
見
解
だ
（H

orw
ich 1998

）。
伝
統
的
な
真
理
論
の
想
定
に
反
し
て
、「
真
」

と
い
う
語
は
、
文
が
も
つ
何
ら
か
の
実
質
的
な
性
質
│
│
〈
事
実
と
対
応
す

る
〉
や
〈
斉
合
的
信
念
体
系
に
含
ま
れ
る
〉
な
ど
│
│
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
こ
の
語
は
、
文
や
そ
の
集
合
に
対
す
る
話
者
の
同
意
や
承
認
を
利
便
的

に
（
繰
り
返
し
を
避
け
た
り
等
々
）
表
明
す
る
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
そ

し
て
こ
の
語
の
意
味
は
、
そ
れ
が
文
に
何
も
付
け
加
え
な
い
こ
と
を
示
す
次
の

よ
う
な
同
値
原
則
に
よ
っ
て
完
全
に
表
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
任
意
の
文
Ｓ
に
つ

い
て
、「
Ｓ
は
真
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
Ｓ
自
体
を
主
張
す
る
こ
と

と
ま
っ
た
く
等
価
で
あ
る
│
│
言
い
換
え
れ
ば
、
前
者
を
主
張
で
き
る
と
き
に

は
、
か
つ
そ
の
と
き
に
限
り
後
者
を
主
張
で
き
る
│
│
と
い
っ
た
原
則
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
真
理
論
の
下
で
は
、
真
な
る
道
徳
文
の
存
在
を
認
め

る
こ
と
は
非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
容
易
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
非
認
知
主
義
者

で
あ
っ
て
も
、
あ
る
種
の
道
徳
文
（e.g.

「
拷
問
は
悪
い
」）
を
誠
実
に
主
張

す
る
こ
と
は
当
然
可
能
で
あ
り）

6
（

、
一
般
に
「
Ｓ
は
真
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
こ

と
が
Ｓ
を
主
張
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
道

徳
文
を
真
な
る
も
の
と
呼
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

な
仕
方
で
道
徳
的
真
理
を
認
め
る
際
に
、
道
徳
的
事
実
な
ど
に
訴
え
る
必
要
は

な
い
。
よ
っ
て
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
と
る
こ
と
に
よ
り
非
認
知
主
義
者
は
、
実

在
論
か
ら
生
じ
る
問
題
を
避
け
つ
つ
、
道
徳
的
真
理
の
取
り
込
み
課
題
を
達
成

で
き
た
こ
と
に
な
る
。

2
．
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
問
題

　
だ
が
導
入
部
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
論
じ
方
は
非
認
知
主
義
を
利

す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
明
確
に
述
べ
る
と
、
以
下
で
反
対
し

た
い
の
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
（
デ
フ
レ
主
義
）
を
根
拠
と
し
て
道
徳
的
真
理
を

確
保
す
る
と
い
う
方
針
、
す
な
わ
ち
「
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
正
し
い
、
そ

れ
ゆ
え
、
非
認
知
主
義
者
は
道
徳
的
真
理
が
存
在
す
る
と
言
え
る
」
と
論
じ
る

方
針
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
れ
を
「
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
」
と
呼
ぼ
う）

7
（

。
本
節

で
は
こ
の
作
戦
の
問
題
の
一
つ
目
と
し
て
Ｊ
・
ド
レ
イ
ア
が
「
侵
食
的
ミ
ニ
マ

リ
ズ
ム
」
の
問
題
（D

reier 2004

）
と
呼
ぶ
も
の
を
み
て
い
く）

8
（

。

　
最
初
に
確
認
す
べ
き
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
を
と
る
非
認
知
主
義
者
は
、

自
ら
の
立
場
を
再
定
式
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
と
い
う
点
だ
。
と
い
う
の
も
、

初
期
の
非
認
知
主
義
者
は
道
徳
的
真
理
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
自
身
の
立
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場
を
実
在
論
か
ら
区
別
で
き
た
の
に
対
し
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
と
り
道
徳
的
真

理
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
非
認
知
主
義
者
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ

る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
非
認
知
主
義
者
は
そ
の
区
別
を
心
的

4

4

領
域
に
お

い
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
背
景
と
な
る
の
は
「
表
出
主
義expressivism

」、

す
な
わ
ち
、
一
般
に
文
の
（
誠
実
な
）
発
話
は
何
ら
か
の
心
的
状
態
を
表
出
し
、

各
々
の
文
の
意
味
は
そ
れ
が
表
出
す
る
心
的
状
態
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
、
と
い
う
考
え
だ
。
こ
の
背
景
の
下
で
非
認
知
主
義
者
は
、
通
常
の
記
述

文
が
表
出
す
る
の
は
信
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
道
徳
文
が
表
出
す
る
の
は
信
念

以
外
の
心
的
状
態
（
態
度
や
規
範
受
容
な
ど
）
だ
と
主
張
す
る
。
実
在
論
者
で

あ
れ
ば
、
通
常
の
記
述
文
と
道
徳
文
は
ど
ち
ら
も
信
念
を
表
出
す
る
と
考
え
る

は
ず
だ
か
ら
、
こ
れ
は
た
し
か
に
非
認
知
主
義
を
実
在
論
か
ら
分
か
つ
主
張
に

な
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
道
徳
文
が
信
念
を
表
出
し
な
い
と
い
う
考
え
は
維
持
可
能
だ
ろ
う
か
。

問
題
と
な
る
の
は
再
び
、
前
節
で
み
た
取
り
込
み
課
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、

我
々
は
ご
く
ふ
つ
う
に
「『
拷
問
は
悪
い
』
と
次
郎
は
信
じ
て
い
る
」
と
い
っ

た
仕
方
で
、
道
徳
文
が
表
出
す
る
心
的
状
態
を
ま
さ
に
信
念
と
し
て
分
類
し
て

い
る
。
ま
た
問
題
の
心
的
状
態
は
、
適
切
な
証
拠
や
推
論
に
基
づ
い
て
獲
得
な

い
し
改
訂
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
特
徴
は
信

念
に
こ
そ
固
有
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
さ
ら
に
は
、
道
徳
文
は
真
偽

の
値
を
と
り
う
る
と
い
う
（
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
が
す
で
に
承
認
済
み
の
）
ポ

イ
ン
ト
も
同
様
の
結
論
を
支
持
す
る
。
と
い
う
の
も
、
道
徳
文
が
真
や
偽
で
あ

り
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
表
出
す
る
心
的
状
態
も
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
だ
が
、
真
偽
を
問
え
る
心
的
状
態
と
は
信
念
（
少
な
く
と
も
認
知
的
状

態
）
に
他
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
（
鈴
木

　2013: 33; Jackson et 

al. 1994: 294

）。

　
こ
の
よ
う
に
我
々
の
日
常
的
実
践
で
は
、
道
徳
文
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
心

的
状
態
は
信
念
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
道
徳
的
信
念
と
呼
び
う
る
も
の
が
存
在

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
非
認
知
主
義
者
は
、
こ
う
し
た
語
り

方
に
関
し
て
も
取
り
込
み
課
題
を
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
た
と
え
道

徳
的
信
念
を
認
め
る
と
し
て
も
、
非
認
知
主
義
者
は
当
然
そ
れ
を
「
何
ら
か
の

事
実

4

4

を
記
述
・
表
象
す
る
こ
と
を
機
能
と
す
る
心
的
状
態
」
と
い
う
意
味
で
認

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
は
、
実
在
論
の
諸
問
題
を
再
浮
上

さ
せ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
こ
で
非
認
知
主
義
者

が
と
り
う
る
の
は
、
信
念
に
関
し
て
も
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
に
な
る
道
、
つ
ま
り

「
信
念
Ｐ
を
も
つ
と
は
、
単
に
真
偽
評
価
可
能
な
文
Ｐ
を
誠
実
に
主
張
す
る
用

意
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
道
だ
（A

say 2013: 215; 

Chrism
an 2008: 343ff.

）。
こ
う
す
れ
ば
、
道
徳
的
事
実
の
存
在
に
コ
ミ
ッ

ト
す
る
こ
と
な
し
に
、
道
徳
文
が
表
出
す
る
心
的
状
態
は
信
念
だ
と
い
う
点
を

認
め
ら
れ
る
。
一
般
に
「
信
念
」
の
概
念
自
体
を
薄
め
て
お
け
ば
、
道
徳
の
領

域
で
そ
れ
を
認
め
て
も
コ
ス
ト
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
話
は
さ
ら
に
続
く
。
な
ぜ
な
ら
我
々
の
道
徳
実
践
は
、
道
徳
的
真
理

や
道
徳
的
信
念
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的
命
題
、
道
徳
的
事
実
、
道
徳
的
性
質
と
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い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
の
語
り
も
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
右
と
同

様
に
、
非
認
知
主
義
者
は
そ
れ
ら
も
ま
た
取
り
込
む
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
取
り
込
み
を
無
害
な
形
で
済
ま
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
な

仕
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
と
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

道
徳
的
命
題
は
存
在
す
る
│
│
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
文
Ｓ
が
真
偽
を
問
え
る
も
の

で
あ
る
と
き
に
は
い
つ
も
、
我
々
は
「
命
題
Ｓ
」
に
つ
い
て
語
っ
て
よ
い
か
ら
。

道
徳
的
事
実
は
存
在
す
る
│
│
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
文
Ｓ
が
真
で
あ
る
と
き
に
は

い
つ
も
、
我
々
は
「
事
実
Ｓ
」
に
つ
い
て
語
っ
て
よ
い
か
ら
。
道
徳
的
性
質
は

存
在
す
る
│
│
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
真
な
文
が
述
語
Ｆ
を
も
つ
と
き
に
は
い
つ
も
、

我
々
は
「
性
質
Ｆ
」
に
つ
い
て
語
っ
て
よ
い
か
ら
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
非
認

知
主
義
者
は
取
り
込
み
課
題
を
い
わ
ば
一
挙
に
達
成
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
だ
が
こ
れ
は
、
過
剰
な
成

4

4

4

4

功4

に
み
え
る
。
メ
タ
倫
理
学
の
「
古
き
よ
き
時

代
」（D

reier 2004: 23

）
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
真
理
、
道
徳
的
信
念
、
道

徳
的
命
題
、
道
徳
的
事
実
、
道
徳
的
性
質
な
ど
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
実

在
論
を
他
の
様
々
な
立
場
か
ら
区
別
す
る
徴
表
だ
っ
た
。
し
か
し
い
ま
や
、
非

認
知
主
義
が
こ
れ
ら
す
べ
て
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
も
は
や
主
張
内
容
の
点
で
実
在
論
と
何
ら
変
わ
ら
な
く
な
り
、
そ
の
代
替
案

と
し
て
の
身
分
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て

み
よ
う
。
も
と
も
と
非
認
知
主
義
は
、（
ⅰ
）
実
在
論
か
ら
生
じ
る
存
在
論

的
・
認
識
論
的
な
問
題
を
避
け
つ
つ
、（
ⅱ
）
我
々
の
道
徳
実
践
が
も
つ
特
徴

に
つ
い
て
の
取
り
込
み
課
題
を
達
成
す
る
、
と
い
う
二
つ
の
目
的
を
も
っ
て
い

た
。
そ
し
て
ま
ず
は
道
徳
的
真
理
に
関
し
て
、
こ
の
二
つ
を
同
時
に
果
た
す
た

め
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
と
る
こ
と
は
魅
力
的
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
た
だ

の
一
歩
で
は
済
ま
な
い
。
な
ぜ
な
ら
（
ⅰ
）
と
（
ⅱ
）
と
い
う
二
つ
の
課
題
は
、

真
理
だ
け
で
な
く
信
念
や
事
実
な
ど
に
関
し
て
も
ま
っ
た
く
同
様
の
仕
方
で
生

じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
レ
イ
ア
が
言
う
よ
う
に
、「
ひ
と
た
び
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

が
侵
食
し
始
め
る
と
、
そ
れ
を
ど
こ
で
止
め
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
」

（D
reier 2004: 29

）。
そ
し
て
侵
食
の
果
て
に
は
、
非
認
知
主
義
は
も
は
や
独

自
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　
さ
て
以
上
の
よ
う
な
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
対
し
て
は
、
す
で
に

い
く
つ
か
の
応
答
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
、
従
来
メ
タ
倫

理
学
上
の
区
別
に
役
立
っ
て
き
た
道
徳
的
真
理
や
道
徳
的
信
念
な
ど
に
つ
い
て

は
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
認
め
た
上
で
、「
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
点
で
非
認
知
主

義
は
実
在
論
か
ら
区
別
さ
れ
う
る
か
」
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の

を
挙
げ
て
お
く
と
、
こ
の
問
題
を
提
起
し
た
ド
レ
イ
ア
自
身
は
Ａ
・
ギ
バ
ー
ド

ら
に
拠
り
つ
つ
「
説
明
」（D

reier 2004: 32ff.; G
ibbard 2003: 183, 187

）、

Ｓ
・
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
「
表
象
」（B

lackburn 2006: 160

）、
Ｍ
・
ク
リ

ス
マ
ン
は
「
推
論
的
役
割
」（Chrism

an 2008: 349ff.

）、
と
い
っ
た
概
念

に
そ
れ
ぞ
れ
訴
え
る
こ
と
で
、
非
認
知
主
義
を
独
自
の
見
解
と
し
て
保
持
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
応
答
が
有
効
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
こ
こ
で
個
別
の

検
討
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が）

9
（

、
共
通
す
る
懸
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
応
答
で
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鍵
と
な
る
概
念
も
ま
た
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
侵
食
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

も
の
だ
（A

say 2013: 217f.

）。
例
示
の
た
め
ド
レ
イ
ア
の
提
案
を
と
ろ
う
。

彼
に
よ
る
と
、
実
在
論
と
非
認
知
主
義
は
、
道
徳
的
信
念
が
特
定
の
内
容
を
も

つ
こ
と
を
説
明
す
る
仕
方
に
お
い
て
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
実
在
論
は
そ
の
た

め
に
自
然
的
信
念
の
場
合
と
同
様
何
ら
か
の
事
実

4

4

を
も
ち
出
す
の
に
対
し
、
非

認
知
主
義
は
そ
れ
を
避
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
非
認
知
主
義
が
す
で
に

（
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
よ
り
）
道
徳
的
事
実
を
手
に
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
を

用
い
た
信
念
内
容
の
説
明
│
│
こ
の
信
念
が
Ｐ
と
い
う
内
容
を
も
つ
の
は
、
そ

れ
が
、
事
実
Ｐ
が
存
在
す
る
と
き
に
真
で
あ
る
も
の
だ
か
ら
だ
│
│
を
拒
否
す

る
理
由
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）

10
（

。
一
般
に
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
膨
張

し
た
非
認
知
主
義
を
実
在
論
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
予
想
以
上
に
困
難
な
の
で

あ
る
。

3
．
道
徳
以
外
の
領
域
へ
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
侵
食

　
以
上
の
問
題
に
加
え
て
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
に
は
さ

ら
に
二
つ
の
懸
念
が
あ
る
。
右
の
議
論
と
の
関
連
で
言
う
と
、
そ
れ
ら
は
と
も

に
、
前
節
で
み
た
侵
食
過
程
の
一
歩
目
で
あ
る
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
自
体
か

ら
生
じ
る
懸
念
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
（
直
前
で
主
張
さ
れ
た
よ
う

に
）
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
侵
食
を
真
理
以
外
の
ど
こ
か
の
場
所
で
止
め
ら
れ
る
と

し
て
も
残
る
問
題
だ
。

　
そ
の
中
身
を
み
る
に
当
た
り
、
ま
ず
は
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
│
│
こ
こ
で

は
前
述
の
タ
イ
プ
の
「
デ
フ
レ
主
義
」
│
│
が
ど
の
よ
う
な
主
張
を
含
ん
で
い

る
か
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
よ
れ

ば
「
真
」
と
い
う
語
は
同
意
や
承
認
を
表
出
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
そ
の

意
味
は
、「『
Ｓ
は
真
で
あ
る
』
を
主
張
で
き
る
の
は
、
Ｓ
を
主
張
で
き
る
と
き

で
あ
り
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
」
と
い
っ
た
同
値
原
則
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。

だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
原
則
そ
れ
自
体
は
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

を
他
か
ら
区
別
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
対
応

説
の
支
持
者
で
あ
っ
て
も
、「
真
」
と
い
う
語
が
こ
う
し
た
原
則
を
満
た
す
こ

と
は
特
に
問
題
な
く
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
固

有
性
は
、
そ
れ
が
否
定
す
る
こ
と

4

4

4

4

4

4

の
う
ち
に
あ
る
（W

illiam
s 2002: 148

）。

確
認
す
る
と
、
対
応
説
や
斉
合
説
と
い
っ
た
伝
統
的
真
理
論
は
、
真
理
の
本
性

nature

の
解
明
を
目
指
し
て
い
た
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
説
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
が
真
で
あ
る
こ
と
の
根
底
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
真
理
性
を
成
り
立
た
せ
る
、

な
い
し
構
成
す
るconstitute

何
ら
か
の
よ
り
基
礎
的
な
性
質
が
存
在
す
る

と
い
う
前
提
の
下
、
そ
の
性
質
が
何
で
あ
る
か
を
問
う
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
、
真
理
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
本
性
を
も
つ
こ
と
を
否

定
す
る
（H

orw
ich 1998: ch.1

）。
す
な
わ
ち
、「
真
」
と
い
う
語
の
使
用
を

制
約
す
る
根
底
的
特
徴
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
な
く
、
文
の
真
理
性
が
何
に
存

し
て
い
る
か
と
い
っ
た
問
い
に
も
答
え
は
な
い
。
要
す
る
に
真
理
に
つ
い
て
は
、

哲
学
で
よ
く
試
み
ら
れ
る
「
構
成
的constitutive

な
説
明
」
│
│
福
利
は
選

好
充
足
に
存
し
て
い
る
と
か
、
因
果
関
係
は
恒
常
的
連
接
に
存
し
て
い
る
と
か
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い
っ
た
類
の
説
明
│
│
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
そ
う
な
る
と
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
は
一
見
し
た
ほ
ど
無
害
で
は
な
い

こ
と
に
な
る
。
第
一
の
懸
念
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
侵
食
は
従
来
論
じ
ら
れ
て

き
た
の
と
は
別
の
方
面
に
も
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
だ
。
前
節
で
み

た
よ
う
に
、
従
来
の
議
論
で
焦
点
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
が

「
道
徳
的
真
理

4

4

」
か
ら
発
し
て
道
徳
的
信
念
や
道
徳
的
事
実
な
ど
へ
と
侵
食
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
る
。
し
か
し
実
の
と
こ
ろ
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

の
侵
食
は
、「
道
徳
的

4

4

4

真
理
」
か
ら
発
し
て
他
の
言
説
領
域

4

4

4

4

4

4

の
真
理
へ
、
と
い

う
方
向
に
も
向
か
い
う
る
。
例
え
ば
、
物
体
の
形
に
関
す
る
文
（e.g.

「
こ
の

皿
は
円
い
」）
が
真
で
あ
る
と
き
、
そ
の
真
理
性
に
つ
い
て
対
応
説
的
な
説
明

（「
そ
の
文
が
真
な
の
は
、
そ
れ
が
世
界
に
存
在
す
る
事
実
と
合
致
し
て
い
る
か

ら
だ
」）
を
与
え
た
い
と
思
う
こ
と
は
自
然
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
説
明
を
、

ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
よ
う

に
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
、
文
の
真
理
性
が
そ
れ
に
存
し
て
い

る
と
こ
ろ
の
何
か
（
真
理
の
本
性
）
な
ど
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
同
じ
こ
と
は
、
数
学
的
真
理
、
法
的
真
理
、
様
相
的
真
理
、
等
々
に
つ
い
て

も
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
を
と
る
非
認
知
主
義
者
は
、
そ

れ
ら
の
文
の
真
理
性
に
つ
い
て
の
構
成
的
説
明
を
正
し
い
も
の
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
こ
で
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
の
支
持
者
は
、
自
分
は
道
徳
的
真
理

に
関
し
て
だ
け
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
を
と
り
た
い
の
で
あ
っ
て
、
他
の
領
域
で
の
真

理
の
構
成
的
説
明
ま
で
排
除
す
る
つ
も
り
は
な
い
、
と
応
じ
る
だ
ろ
う
。
だ
が

こ
う
し
た
応
答
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
応
答
は
ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
作
戦
が
も
ち
え
て
い
た
は
ず
の
力
を
大
幅
に
弱
め
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
は
伝
統
的
真
理
論
に
代
わ

る
真
理
の
一
般

4

4

理
論
と
し
て
意
図
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
仮
に
も
ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
作
戦
が
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
力
は
も
っ
ぱ
ら
ミ
ニ
マ

リ
ズ
ム
の
こ
う
し
た
一
般
性
か
ら
来
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

「
一
般
に
真
理
は
構
成
的
性
質
を
も
た
な
い
」
と
い
う
前
提
の
下
で
な
ら
、「
だ4

か
ら

4

4

道
徳
的
真
理
に
も
構
成
的
性
質
は
な
い
」
と
論
じ
る
こ
と
が
可
能
だ
が
、

こ
の
一
般
的
前
提
な
し
に
結
論
だ
け
を
主
張
す
る
こ
と
は
た
だ
の
恣
意
的
な
態

度
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
、
自
分
が
認
め
た
く
な
い
場

面
で
だ
け
（
そ
し
て
認
め
た
く
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
）、
他
の
場
面
で

は
認
め
て
い
る
種
類
の
説
明
を
拒
否
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
も
し
右
の
応
答
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
道
徳
領
域
で
は
ミ
ニ
マ
リ

ズ
ム
を
と
り
つ
つ
他
の
言
説
領
域
で
は
真
理
の
構
成
的
説
明
が
成
り
立
つ
こ
と

を
認
め
る
と
す
れ
ば
、「
真
」
と
い
う
語
は
き
わ
め
て
も
っ
と
も
ら
し
く
な
い

仕
方
で
多
義
的
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（cf. A

say 2013: 216

）。
と

い
う
の
も
、
そ
の
場
合
「
真
」
と
い
う
語
は
、
あ
る
領
域
に
適
用
さ
れ
た
と
き

は
単
に
同
意
や
承
認
の
表
出
装
置
と
し
て
は
た
ら
く
が
、
他
の
領
域
に
適
用
さ

れ
た
と
き
に
は
内
容
的
解
明
の
可
能
な
記
述
語
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
に
な
り
、

適
用
領
域
ご
と
に
そ
の
機
能
の
種
類

4

4

さ
え
も
変
え
る
（
お
そ
ら
く
他
に
類
を
み
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な
い
ほ
ど
）
奇
妙
な
も
の
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
5
節
で
み
る
よ
う
に
、
真

理
の
意
味
は
領
域
ご
と
に
異
な
る
と
い
う
見
方
に
は
展
開
す
べ
き
内
実
が
あ
る

が
、
そ
の
展
開
の
仕
方
は
こ
れ
で
は
な
い
は
ず
だ
。

　
し
た
が
っ
て
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
に
は
、
道
徳
以
外
の
真
理
に
関
す
る
構

成
的
説
明
一
般
の
拒
否
と
い
う
副
作
用
が
伴
う
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
点
は
、
筋
金
入
り
の
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
（e.g. H

orw
ich 1998; 

W
illiam

s 2002

）
に
と
っ
て
は
何
の
痛
手
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
多
く

の
非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
状
況
は
決
し
て
本
意
で
は
な
い
は
ず
だ
。

と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
た
だ
道
徳
領
域
に
お
け
る
真
理
を
（
実
在
論
と
は
異
な

る
仕
方
で
）
確
保
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
だ
け
で
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
と
「
心

中
」
す
る
つ
も
り
ま
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

4
．
準
実
在
論
に
よ
る
道
徳
的
真
理
の
特
徴
づ
け

　
さ
ら
に
、
話
を
道
徳
領
域
に
限
っ
た
と
し
て
も
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
に
は

ま
た
別
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
戦
の
下
で
は
非
認
知
主
義
者
の
一

部
が
実
際
に
行
っ
て
き
た
こ
と
の
意
義
が
不
可
解
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も

の
だ
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
や
ギ
バ
ー

ド
ら
に
よ
る
「
準
実
在
論quasi-realism

」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る）

11
（

。
彼
ら

に
と
っ
て
の
出
発
点
は
、
道
徳
文
は
非
認
知
的
（
非
表
象
的
）
な
心
的
状
態
を

表
出
す
る
、
と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
彼
ら
は
、
一
見
実
在
論

を
支
持
す
る
よ
う
に
み
え
る
我
々
の
道
徳
実
践
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
も
、
実
際

は
こ
の
仮
定
の
下
で
も
十
分
に
説
明
で
き
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。「
準
実

在
論
」
と
は
こ
の
説
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
付
け
ら
れ
た
名
前
で
あ
り
、
そ
こ
で
説

明
が
目
指
さ
れ
る
の
は
、
道
徳
文
が
否
定
や
連
言
な
ど
の
統
語
的
操
作
を
許
容

す
る
こ
と
、
道
徳
文
が
他
の
文
と
各
種
の
論
理
的
関
係
に
立
つ
こ
と
、
道
徳
文

を
対
象
と
す
る
信
念
の
一
部
は
知
識
と
さ
れ
る
こ
と
、
と
い
っ
た
お
な
じ
み
の

特
徴
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
特
徴
の
取
り
込
み
自
体
は
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
拡
張
過

程
で
も
目
指
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
強
調
す
べ
き
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
バ

ー
ン
ら
の
準
実
在
論
が
も
つ
「
構
築
的constructive

」
性
格
で
あ
る）

12
（

。
す
な

わ
ち
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
道
徳
文
へ
の
特
定
の
タ
イ
プ
の
心
的
状
態
の
割

り
当
て
か
ら
出
発
し
、
そ
の
タ
イ
プ
の
心
的
状
態
に
つ
い
て
成
り
立
つ
こ
と
だ

け
に
基
づ
き
、
右
の
よ
う
な
諸
特
徴
を
実
現
し
て
い
る
構
造
を
具
体
的
に
作
っ

て
み
せ
る
、
と
い
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
（
大
幅
に
単
純
化
し
て
言

え
ば
）、
我
々
の
実
践
内
で
道
徳
文
Ａ
か
ら
道
徳
文
Ｂ
へ
の
推
論
が
妥
当
と
認

め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
文
が
表
出
す
る
非
表
象
的
な
心
的
状
態

Ａ

と

Ｂ

の
間
に
、
含
意
に
相
当
す
る
よ
う
な
関
係
│
│

Ａ

を
も

ち

Ｂ

を
も
た
な
い
こ
と
が
何
ら
か
の
意
味
で
不
整
合
で
あ
る
と
い
う
関
係

│
│
が
成
り
立
つ
こ
と
を
、
Ａ

と

Ｂ

の
も
つ
特
徴
に
基
づ
い
て
示
す
、

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
（B

lackburn 1984: 189ff.

）。
つ
ま
り
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
は
、
基
礎
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
た
非
表
象
的
状
態
の
表
出
か
ら
、
我
々

の
道
徳
実
践
が
示
す
表
面
的
特
徴
に
ま
で
辿
り
着
く
た
め
の
説
明
経
路
を
実
際
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に
構
築
す
る
こ
と
で
、
取
り
込
み
課
題
の
達
成
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
う
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
道
徳
的
真
理

4

4

の
概
念
に
対
し
て
ミ
ニ

マ
リ
ズ
ム
が
許
容
す
る
以
上
の
実
質
的
な
特
徴
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
不
可
欠

な
部
分
と
し
て
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
あ
る
種
の
道
徳
文
が

真
な
る
記
述
文
と
同
様
の
仕
方
で
振
る
舞
う
こ
と
は
、
我
々
の
道
徳
実
践
に
お

け
る
端
的
な
事
実
で
あ
り
、
前
述
の
こ
と
か
ら
し
て
準
実
在
論
は
、
そ
れ
ら
の

道
徳
文
が
み
せ
る
「
真
理
然
」
と
し
た
振
る
舞
い
を
自
ら
の
仮
定
の
枠
内
で
再

現
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
こ
れ
は
次
の

よ
う
な
作
業
を
要
求
す
る
│
│
非
表
象
的
な
心
的
状
態
が
も
つ
何
ら
か
の
性
質

Ｆ
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
道
徳
文
全
体
の
中
に
、
そ
の
Ｆ
を
も
つ
心
的
状
態
を

表
出
す
る
よ
う
な
文
か
ら
な
る
部
分
ク
ラ
ス
（「
Ｆ
ク
ラ
ス
」
と
呼
ぼ
う
）
を

構
成
す
る
。
そ
し
て
、
性
質
Ｆ
を
も
つ
心
的
状
態
に
つ
い
て
成
り
立
つ
こ
と
を

基
に
し
て
、
Ｆ
ク
ラ
ス
が
ま
さ
に
真
な
る
文
の
ク
ラ
ス
と
み
な
し
う
る
よ
う
な

仕
方
で
振
る
舞
う
こ
と
を
示
す
│
│
と
、
こ
の
よ
う
な
作
業
で
あ
る
。
例
え
ば

そ
こ
で
示
す
必
要
が
あ
る
の
は
、「
あ
る
文
と
そ
の
否
定
が
同
時
に
Ｆ
ク
ラ
ス

に
含
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
」、「
あ
る
文
が
我
々
の
大
多
数
に
信
じ
ら
れ
て
い
て

も
そ
れ
が
Ｆ
ク
ラ
ス
に
含
ま
れ
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
（
無
矛
盾

律
や
信
念
か
ら
の
独
立
性
と
い
っ
た
真
理
の
基
本
特
徴
に
対
応
し
て
）
で
あ
る
。

実
際
、
あ
る
時
期
の
ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
は
ま
さ
し
く
「
真
理
の
構
成
」
と
い
う

表
題
の
下
、
態
度
集
合
の
改
善
プ
ロ
セ
ス
の
極
限
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
右
の

性
質
Ｆ
に
当
た
る
も
の
を
提
案
し
て
い
る
し
（B

lackburn 1984: 197ff.

彼

の1993: 185

も
参
照
）、
規
範
表
出
主
義
の
枠
内
で
「
客
観
性
」
を
説
明
す

る
ギ
バ
ー
ド
の
議
論
（G

ibbard 1990: part III

）
も
実
質
的
に
そ
の
よ
う

な
提
案
を
含
む
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
（W

edgw
ood 1997

）。

　
こ
う
し
た
試
み
は
、
本
来
き
わ
め
て
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
ミ

ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
が
そ
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
素

直
に
解
釈
す
れ
ば
右
の
よ
う
な
試
み
は
、「
道
徳
文
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
満

た
す
場
合
に
真
な
る
も
の
と
し
て
振
る
舞
う
か
」
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
さ
ら
に
、「
道
徳
文
の
真
理
と
い
う
も
の
は
何
に
存
す
る
の
か

4

4

4

4

4

4

4

」
と
い
う
問

い
と
し
て
も
言
い
換
え
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る

と
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
を
と
る
者
は
そ
の
試
み
を
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
不
要

な
も
の
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
作
戦
を

と
る
と
は
、
道
徳
文
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根
底
に
あ
り
、
そ
の
真
理
性

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
も
の
（
道
徳
的
真
理
の
「
本
性
」）
な
ど
存
在
し
な
い
、

と
言
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
非
認
知
主
義
者
の
実
際
の
作
業
を
意
義
不
明
な

も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
の
作
戦
は
、
や
は
り
彼
ら
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
い
だ

ろ
う
。

5
．
真
理
の
機
能
主
義

　
さ
て
以
上
三
つ
の
節
の
議
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
道
徳
的
真
理
の
存
在
を

確
保
す
る
た
め
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
に
訴
え
る
こ
と
は
非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
得

策
で
は
な
い
。
で
は
非
認
知
主
義
者
は
代
わ
り
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
こ
こ
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で
大
き
な
助
け
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
近
年
の
真
理
論
で
提
案
さ
れ
た

「
真
理
の
機
能
主
義
」（Lynch 2009

）
と
い
う
立
場
で
あ
る）

13
（

。
こ
れ
は
ひ
と

こ
と
で
言
う
と
、〈
真
理
と
い
う
性
質
そ
れ
自
体
〉
と
〈
真
理
を
実
現
す
る
基

盤
性
質
〉
を
区
別
す
る
、
い
わ
ば
二
層
立
て
の
真
理
論
で
あ
り
、
以
下
で
私
が

示
し
た
い
の
は
、
こ
の
真
理
論
は
非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
よ

り
は
る
か
に
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
同
趣
旨
の
議
論
は

す
で
に
真
理
の
機
能
主
義
を
提
唱
し
た
Ｍ
・
リ
ン
チ
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い

る
（Lynch 2013

）。
だ
が
、
彼
が
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
の
難
点
と
し
て
論
じ

て
い
る
の
は
第
2
節
で
み
た
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
問
題
だ
け
で
あ
る
た
め
、

そ
の
後
に
追
加
し
た
二
つ
の
問
題
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
以
下
の
議
論
は
固
有

の
意
義
を
も
つ
だ
ろ
う
。

　
真
理
の
機
能
主
義
の
内
実
を
明
確
に
す
る
に
は
、
先
に
、
心
の
哲
学
に
お
け

る
機
能
主
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
の
が
よ
い
。
心
に
つ
い
て
の
機
能
主
義

に
よ
る
と
、
一
般
に
心
的
性
質
は
、
個
体
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
が
織
り
な
す
因

果
的
・
法
則
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
の
機
能
的
役
割
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。

例
え
ば
〈
痛
み
〉
と
い
う
性
質
な
ら
、
そ
れ
を
定
義
す
る
の
は
「
侵
害
刺
激
に

よ
っ
て
生
じ
、
回
避
行
動
を
引
き
起
こ
し
、
集
中
力
を
低
下
さ
せ
、
…
」
と
い

っ
た
一
群
の
機
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
痛
み
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
が
何
を
す

る
か
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
）
に
よ
っ
て
決
ま

る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
特
に
、
次
の
二
点
に
注
意
し
よ
う
。
第
一
に
、
あ
る

個
体
が
痛
み
を
例
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
端
的
に
、
何
の
下
支
え
も
な

し
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
が
成
り
立
つ
の
は
、
当
の
個
体
が
、

右
の
よ
う
な
「
痛
み
機
能
」
を
実
現
す
る
別
の
性
質
を
例
化
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
ヒ
ト
に
お
い
て
は
、〈
Ｃ
繊
維
の
発
火
〉
と
い
う
神

経
生
理
学
的
性
質
が
、
痛
み
機
能
の
実
現
基
盤
と
し
て
は
た
ら
く
と
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
実
現
基
盤
に
な
る
性
質
は
、
個
体
の
タ
イ
プ
に
応
じ

て
多
様
で
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
ヒ
ト
に
お
い
て
痛
み
機
能
を
実
現
す
る
の
が

Ｃ
繊
維
の
発
火
だ
と
し
て
も
、
他
の
生
物
種
や
異
星
人
に
お
い
て
は
同
じ
機
能

が
別
の
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
（
し
現
に
そ
う
だ
ろ
う
）。
あ
る
個
体

が
痛
み
を
例
化
す
る
の
は
、
そ
れ
が
痛
み
機
能
を
果
た
す
何
ら
か
の

4

4

4

4

性
質
を
も

つ
と
き
で
あ
り
、
そ
の
性
質
は
何
か
特
定
の
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ

る
。

　
さ
て
真
理
の
機
能
主
義
に
よ
る
と
、
真
理
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
機

能
的
性
質
の
一
種
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
真
理
は
、
あ
る
特
定
の
機
能
的
役

割
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
多
様
な
基
盤
性
質
に
よ
っ
て
実
現
可
能
な
性
質
で
あ

る
。
も
っ
と
も
心
的
性
質
の
場
合
と
違
っ
て
、「
真
理
を
定
義
す
る
機
能
」
は

主
と
し
て
概
念
的
・
推
論
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
機
能
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
内
容
は
、
真
理
に
関
す
る
一
群
の
常
識platitudes

に
よ
っ
て
定
ま

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（Jackson et al. 1994; Lynch 2009; 

W
right 1992

）
14
（

）。
す
な
わ
ち
大
雑
把
に
言
っ
て
、
真
理
の
機
能
と
は
、「
妥
当

な
推
論
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
、
あ
る
文
と
そ
の
否
定
の
両
方
に
よ
っ
て
も
た
れ

る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
を
も
つ
信
念
の
獲
得
が
我
々
の
探
究
の
目
標
で
あ
り
、



道徳的真理・ミニマリズム・非認知主義　　272

…
」
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
強
調

す
べ
き
は
、
真
理
の
機
能
主
義
に
よ
る
と
、
こ
の
一
つ
の
「
真
理
機
能
」
は
、

文
が
属
す
る
言
説
領
域
ご
と
に
多
様
な
基
盤
性
質
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
う
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
な
る
タ
イ
プ
の
個
体
が
異
な
る
基
盤
性
質
を

も
つ
こ
と
で
同
一
の
心
的
性
質
を
も
ち
う
る
よ
う
に
、
異
な
る
言
説
領
域
の
文

は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
基
盤
性
質
を
も
つ
こ
と
で
真
理
と
い
う
同
一
の
性
質
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。
真
理
と
い
う
性
質
そ
れ
自
体
は
あ
く
ま
で
一
つ
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
性
質
が
実
現
さ
れ
る
仕
方
は
複
数
あ
り
う
る
、
と
い
う
の
が
真
理

の
機
能
主
義
の
主
張
で
あ
る
。

　
で
は
こ
の
よ
う
な
真
理
論
を
採
用
し
た
場
合
、
非
認
知
主
義
者
は
、
前
節
ま

で
に
み
た
三
つ
の
問
題
に
ど
う
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
順
番
を
逆

に
し
て
み
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
第
4
節
で
み
た
の
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
の
下
で
は
、
準
実
在
論
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
含
ま
れ
る
「
道
徳
的
真
理
の
特
徴
づ
け
」
の
意
義
が
不
可
解
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
真
理
の
機
能
主
義
を
と
れ
ば
、

こ
の
問
題
に
は
ご
く
シ
ン
プ
ル
に
答
え
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
真
理
の
機
能

主
義
は
、
一
般
に
文
の
真
理
性
は
た
だ
端
的
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
基
盤
性
質
を
必
要
と
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
つ
ま
り
あ
る
文
が
真
で
あ

る
た
め
に
は
、
そ
の
種
の
文
に
お
い
て
「
真
理
機
能
」
を
実
現
す
る
よ
う
な
何

ら
か
の
性
質
を
も
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
準
実
在
論
に
よ
る
道

徳
的
真
理
の
特
徴
づ
け
は
、
ま
さ
に
道
徳
文
の
領
域
に
お
い
て
こ
の
真
理
機
能

を
実
現
す
る
と
こ
ろ
の
性
質
を
究
明
す
る
試
み
と
し
て
自
然
に
解
釈
で
き
る
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
準
実
在
論
が
目
指
す
よ
う
な
真
理
の
特
徴
づ
け
が
成
功
し
た

と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
真
な
る
道
徳
文
が
表
出
す
る
心
的
状
態
に
共
通

す
る
よ
う
な
性
質
Ｆ
を
正
し
く
発
見
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳

文
の
領
域
で
真
理
機
能
を
実
現
す
る
文
の
性
質
は
、〈
Ｆ
を
も
つ
よ
う
な
心
的

状
態
を
表
出
す
る
〉
と
い
う
性
質
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

真
理
の
機
能
主
義
の
下
で
は
、
一
般
に
真
理
の
説
明
は
こ
の
よ
う
な
実
現
性
質

の
究
明
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
十
全
に
な
る
か
ら
、
こ
う
し
た
作
業
に
は
十
分
な

意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

　
次
に
第
3
節
で
み
た
問
題
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
を
と
る
と
、
道
徳
以
外

の
言
説
領
域
の
真
理
に
つ
い
て
の
構
成
的
説
明
を
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
く

な
る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
真
理
の
機
能
主
義
の
下
で
は
こ
の
よ
う

な
問
題
は
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
。
ま
ず
直
前
で
述
べ
た
通
り
、
こ
の
立
場
に
よ

れ
ば
、
一
般
に
各
領
域
の
真
理
に
つ
い
て
の
構
成
的
説
明
（
＝
真
理
機
能
の
実

現
性
質
の
究
明
）
は
単
に
受
け
入
れ
可
能
ど
こ
ろ
か
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
重

要
な
点
と
し
て
、
真
理
の
機
能
主
義
に
よ
る
と
、
異
な
る
言
説
領
域
の
文
が
真

に
な
る
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
、
道
徳
的

真
理
に
つ
い
て
は
準
実
在
論
的
説
明
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
外
界
の
真
理
は
対

応
説
的
、
数
学
的
真
理
は
構
成
主
義
的
、
法
的
真
理
は
斉
合
説
的
、
と
い
っ
た

異
な
る
構
成
的
説
明
を
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も

こ
れ
ら
は
、
単
一
の
真
理
機
能
の
実
現
基
盤
の
解
明
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
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だ
か
ら
、
真
理
は
単
に
多
義
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ

の
よ
う
に
道
徳
以
外
の
領
域
に
関
す
る
不
要
な
含
意
を
も
た
ず
に
済
む
こ
と
は
、

非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
望
ま
し
い
は
ず
だ
。

　
最
後
に
、
第
2
節
で
み
た
（
従
来
の
）
侵
食
的
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
振
り
返
る
と
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
た
の
は
、（
ⅰ
）
実
在
論
か

ら
生
じ
る
存
在
論
的
・
認
識
論
的
な
問
題
を
避
け
つ
つ
、（
ⅱ
）
我
々
の
道
徳

実
践
が
も
つ
特
徴
に
つ
い
て
の
取
り
込
み
課
題
を
達
成
す
る
、
と
い
う
二
つ
の

目
的
を
追
求
す
る
限
り
、
非
認
知
主
義
は
独
自
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
止
め
ざ

る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
、
い
ま
実
際
に
、
非
認
知
主
義
が
真
理
の
機
能
主
義
の
下
で
展
開
さ
れ

た
と
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
た
し
か
に
、
こ
の
立
場
は
（
ⅰ
）
を
満
た
す
よ
う

な
独
自
の
立
場
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
だ
。
先

ほ
ど
み
た
よ
う
に
、
こ
の
立
場
に
よ
る
道
徳
的
真
理
の
説
明
は
、
道
徳
文
が
表

出
す
る
（
と
想
定
さ
れ
た
）
非
表
象
的
な
心
的
状
態
か
ら
出
発
し
、
そ
の
種
の

心
的
状
態
が
も
つ
適
切
な
性
質
（
前
述
の
Ｆ
）
を
特
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

道
徳
領
域
に
お
い
て
真
理
機
能
を
実
現
す
る
文
の
性
質
を
究
明
す
る
、
と
い
う

形
を
と
る
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
立
場
に
よ
る
説
明
は
、
あ
く
ま
で
心
と
言

4

4

4

語4

の
領
域
内
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
い
ま
問
題
の
非
認
知

主
義
は
、
同
じ
く
道
徳
的
真
理
の
説
明
の
た
め
に
、
道
徳
文
が
記
述
す
る
（
と

想
定
さ
れ
た
）
世
界
内
の
事
実
を
も
ち
出
す
実
在
論
と
は
た
し
か
に
異
な
っ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
真
理
の
機
能
主
義
の
下
で
理
解
さ
れ
た
非
認
知
主
義
は
、

「
道
徳
文
の
領
域
で
真
理
機
能
を
実
現
し
て
い
る
性
質
は
何
か
」
と
い
う
問
い

に
関
し
て
実
在
論
と
争
う
よ
う
な
独
自
の
立
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
目
的
（
ⅱ
）
の
方
は
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作
戦
を
と
っ
た
と
き
の
よ

う
に
自
動
的
に
は
達
成
さ
れ
な
い
。
つ
ま
り
真
理
の
機
能
主
義
を
と
る
非
認
知

主
義
者
は
、
我
々
の
道
徳
実
践
が
も
つ
特
徴
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
自
身
の

仮
定
の
下
で
本
当
に
そ
の
取
り
込
み
が
可
能
か
ど
う
か
を
一
歩
ず
つ
確
か
め
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
難
点
と
い
う
よ
り
、
非
認
知
主
義
者
を
本

来
の
課
題
に
向
き
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
何

と
言
っ
て
も
非
認
知
主
義
は
、
我
々
が
日
々
の
道
徳
実
践
で
「
本
当
に
や
っ
て

い
る
こ
と
」
は
そ
の
表
面
的
特
徴
が
示
唆
す
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
い
う
着
想
の
追
求
だ
っ
た
は
ず
だ
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
非
認
知
主

義
は
、
安
直
な
近
道
に
よ
っ
て
表
面
と
の
一
致
の
達
成
を
急
ぐ
よ
り
、
そ
の
表

面
の
下
に
は
何
も
な
い
と
思
っ
て
い
る
実
在
論
者
で
は
決
し
て
見
る
こ
と
の
な

い
光
景
を
じ
っ
く
り
分
節
化
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
本
稿
で
は
、
道
徳
的
真
理
の
存
在
を
確
保
す
る
た
め
真
理
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム

に
訴
え
る
こ
と
は
非
認
知
主
義
者
に
と
っ
て
適
切
で
は
な
い
と
論
じ
た
上
で
、

よ
り
適
切
な
真
理
論
と
し
て
真
理
の
機
能
主
義
を
提
案
し
た
。
最
後
に
付
け
加

え
れ
ば
、
真
理
の
機
能
主
義
は
そ
の
柔
軟
性
に
よ
り
、
道
徳
実
在
論
に
と
っ
て

も
望
ま
し
い
立
場
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
道
徳
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的
真
理
を
認
め
る
メ
タ
倫
理
学
理
論
の
争
い
は
総
じ
て
、
真
理
の
機
能
主
義
と

い
う
共
通
の
土
俵
上
で
な
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

註（
1
）　
注
意
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
「
非
認
知
主
義
」
と
い
う
呼
称
の
適
切
さ
に
関

し
て
は
議
論
が
あ
り
（
佐
藤

　2012

）、
以
下
の
議
論
に
関
す
る
限
り
は
「
非
記

述
主
義
」
や
「
表
出
主
義
」
で
も
問
題
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
定
着
度
の
観
点
か

ら
「
非
認
知
主
義
」
を
用
い
る
。
第
二
に
、
非
認
知
主
義
と
し
て
本
稿
で
考
え
る

の
は
比
較
的
伝
統
的
な
タ
イ
プ
の
そ
れ
で
あ
り
、
近
年
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
説
や
認

知
主
義
的
表
出
主
義
（cf. Schroeder 2010: ch.10;

鈴
木

　2013

）
な
ど
に
つ

い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
2
）　「creeping

」
は
ふ
つ
う
「
這
い
寄
っ
て
く
る
」（
鈴
木

　2013

）
や
「
忍
び
寄

る
」
な
ど
の
意
味
だ
が
、
本
稿
で
は
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
の
一
種
の
脅
威
と
し
て
の
側

面
を
強
調
す
る
た
め
「
侵
食
的
」
と
意
訳
す
る
。

（
3
）　
非
認
知
主
義
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
よ
り
正
確
に
はSchroeder 2010;

佐

藤2012

を
参
照
。

（
4
）　
い
わ
ゆ
る
「
フ
レ
ー
ゲ
＝
ギ
ー
チ
問
題
」
は
こ
の
問
題
の
特
殊
ケ
ー
ス
と
し
て

理
解
で
き
る
。

（
5
）　
特
にW

right 1992

の
非
デ
フ
レ
主
義
的
立
場
も
「
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
」
と
呼

ば
れ
る
点
に
注
意
。

（
6
）　
こ
こ
で
、
主
張
や
同
意
や
承
認
な
ど
（
一
般
に
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
）
は
記
述

文
に
対
し
て
も
道
徳
文
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
可
能
だ
と
前
提
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。

（
7
）　
こ
の
定
式
化
に
対
し
、「
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
」
を
も
ち
出
す
非
認
知
主
義
者
の
一

部
は
、
自
分
は
デ
フ
レ
主
義
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
つ
も
り
ま
で
は
な
く
、
た
だ
前
節

で
言
及
さ
れ
た
よ
う
な
同
値
原
則
を
承
認
し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
言
う
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
第
一
に
、
本
文
の
よ
う
な
定
式
化
は
実
際
に
文
献
に
み
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
（
前
節
で
挙
げ
た
文
献
を
参
照
）。
ま
た
第
二
に
、
よ
り
重
要
な
点
と

し
て
、
次
節
で
も
み
る
よ
う
に
同
値
原
則
自
体
は
対
応
説
と
も
両
立
す
る
か
ら
、

実
在
論
の
問
題
を
避
け
る
に
は
よ
り
踏
み
込
ん
で
、
真
理
に
つ
い
て
語
り
う
る
こ

と
は
こ
の
種
の
原
則
に
尽
き
る

0

0

0

と
い
う
デ
フ
レ
主
義
に
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る
必
要

が
あ
る
。
よ
っ
て
以
下
で
は
、
こ
こ
で
定
式
化
し
た
限
り
で
の
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
作

戦
を
（
そ
の
支
持
者
が
本
当
に
ど
れ
だ
け
い
る
か
は
お
き
）
そ
れ
自
体
と
し
て
問

題
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
8
）　
そ
れ
以
前
に
も
同
様
の
論
点
はB

lackburn 1993: 4f.; G
ibbard 2003: 

184f.

に
あ
る
。

（
9
）　
ド
レ
イ
ア
と
ギ
バ
ー
ド
に
はChrism

an 2008: 347ff.; A
say 2013: 217

、

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ー
ン
に
はA

say 2013: 218

、
ク
リ
ス
マ
ン
に
はA

say 2013: 
217

（note7

）
が
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
10
）　
た
だ
し
以
上
は
「
説
明
」
に
訴
え
る
区
別
案
を
一
律
に
退
け
る
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
第
5
節
の
提
案
も
、
ド
レ
イ
ア
ら
と
は
異
な
る
仕
方
で
「
説
明
」
に
訴
え
る
。

関
連
し
てA

say 2013: 218ff.

も
参
照
。

（
11
）　
通
常
「
準
実
在
論
」
は
、
取
り
込
み
課
題
に
応
え
る
試
み
一
般
を
表
す
が

（B
lackburn 1984: 171

）、
本
稿
で
は
こ
の
語
で
、
以
下
に
み
る
構
築
的
な
説

明
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
け
を
表
す
こ
と
に
す
る
。

（
12
）　
た
だ
し
こ
の
構
築
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
はSchroeder 2010: 131ff.

に
よ

る
議
論
も
参
照
の
こ
と
。

（
13
）　
そ
の
先
駆
的
な
形
態
はW

right 1992: 24ff.

に
み
ら
れ
る
。

（
14
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
然
異
論
も
あ
り
う
る
。
心
の
哲
学
で
の
類
似
の
論
争
を

思
い
出
さ
れ
た
い
。



275　　倫理学年報第 67 集

参
考
文
献

A
say, J. 2013. T

ruthm
aking, M

etaethics, and C
reeping M

inim
alism

, 
Philosophical Studies 163: 213

─32.
A
yer, A

.J.
﹇1936

﹈1946. Language, Truth, and Logic, 2nd edition, V
ic-

tor G
ollancz.

B
lackburn, S. 1984. Spreading the W

ord, O
xford U

P.
B
lackburn, S. 1993. E

ssays in Q
uasi-R

ealism
, O

xford U
P.

B
lackburn, S. 2006. A

ntirealist E
xpressivism

 and Q
uasi-R

ealism
, in 

O
xford H

andbook of E
thical Theory, O

xford U
P: 146

─62.
Chrism

an, M
. 2008. Expressivism

, Inferentialism
, and Saving the D

e-
bate, Philosophy and Phenom

enological R
esearch 77: 334

─58.
D
reier, J. 2004. M

eta-ethics and the Problem
 of Creeping M

inim
alism

, 
Philosophical Perspectives 18: 23

─44.
G
ibbard, A

. 1990. W
ise Choices, A

pt Feelings, H
arvard U

P.
G
ibbard, A

. 2003. Thinking H
ow

 to Live, H
arvard U

P.
H
orw

ich, P. 1998. Truth, 2
nd edition, O

xford U
P.

Jackson, F., O
ppy, G

., Sm
ith, M

. 1994. M
inim

alism
 about T

ruth A
pt-

ness, M
ind 103: 287

─302.
K
alderon, M

. 2005. M
oral Fictionalism

, O
xford U

P.
Lynch, M

. 2009. Truth as O
ne and M

any, O
xford U

P.
Lynch, M

. 2013. Expressivism
 and Plural T

ruth, Philosophical Studies 
163: 385

─401.
M

ackie, J.L
. 1977. E

thics: Inventing R
ight and W

rong, P
enguin 

B
ooks.

Schroeder, M
. 2010. N

oncognitivism
 in E

thics, R
outledge.

W
illiam

s, M
. 2002. O

n Som
e C

ritics of D
eflationism

, in R
. Schantz

（ed.

）W
hat is Truth, de G

uyer: 146

─58.
W

edgw
ood, R

. 1997. N
on-cognitivism

, T
ruth and Logic, Philosophical 

Studies 86: 73

─91.
W

right, C., 1992. Truth and O
bjectivity, H

arvard U
P.

佐
藤
岳
詩
、2012

．
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
「
非
認
知
主
義
」
の
展
開
、『
実
践
哲
学

研
究
』35: 41

─74.

鈴
木
真
、2013

．
非
認
知
主
義
の
本
性
と
意
義
、『
実
践
哲
学
研
究
』36: 31

─69.
 

（
あ
き
ば

　
た
け
し
・
千
葉
大
学
）



16　　

une communauté donnée.

Moral truth, minimalism, and non-cognitivism

Takeshi AKIBA

　The early non-cognitivists in metaethics used to claim that moral sentences 
such as “torture is wrong” are neither true nor false, because they are merely 
expressions of our attitudes or emotions. By contrast, more recent non-cognitiv-
ists have come to acknowledge that there are in fact moral truths, i.e., moral 
sentences that are true. This change of view is often defended by appealing to 
the so-called minimalist or deflationary theory of truth, according to which 
“true” is simply an expressive device for agreement or endorsement, so that 
there is nothing more in saying “S is true” than in saying S itself. With this 
theory on truth in hand, it becomes surely possible for non-cognitivists to rec-
ognize the existence of moral truths, since they can sincerely accept some moral 
sentences.
　However, in my view this is not an appropriate way for non-cognitivists to 
accommodate the moral truth. A first difficulty is the problem of “creeping min-
imalism”, which is to the effect that once non-cognitivists invoke the minimal-
ism about truth, they cannot stop invoking minimalism about other notions
（such as belief and fact）, so that they end up collapsing into realism. A second 
difficulty is that the appeal to the truth minimalism makes it difficult for non-
cognitivists to admit the legitimacy of constitutive explanations about truth in 
other domains than ethics. A third difficulty is that the appeal to the truth 
minimalism makes the significance of explanatory project by quasi-realists 
hardly intelligible.
　After considering these difficulties, in the final part of the paper I propose an 
alternative strategy for non-cognitivists. It consists in holding the “functional-
ism about truth”, according to which truth is a functionally defined and multi-
ply realizable property. By endorsing this view, I argue, non-cognitivists can 
successfully meet the three difficulties mentioned above, so it is recommended 
for them to accept it.


