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日
本
倫
理
学
会
第
七
一
回
大
会 

共
通
課
題

想
像
力
と
倫
理

二
〇
二
〇
年
十
月
四
日

報
告 

 

倫
理
学
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
使
用
と
想
像
力
の
問
題 

―
―

フ

サ

ル

マ

ド

ク

そ
の
後
継
者
た
ち 
 
 

吉
川
孝

高
知
県
立
大
学

 

 
 
 
 
 
 
 

 

私
た
ち
は
直
接
に
経
験
で
き
な
い
も
の
へ
と
想
像
力

im
agination

を
通
じ
て
ア
プ
ロ

チ
す
る

想
像
力

は

極
端
な
状
況
を
可
能
性
と
し
て
設
定
し
な
が
ら
私
た
ち
の
信
念
を
批
判
的
に
検
討
す
る
思
考
実
験
に
お
い
て

倫
理
学
的
思
考
に
深
く
結
び
つ
く

こ
の
タ
イ
プ
の
思
考
を

倫
理
学
的
思
考
I

と
す
る

そ
う
し
た
想
像
力

は
論
証
や
概
念
の
明
確
化
へ
寄
与
す
る
が

芸
術
作
品
に
お
け
る
想
像
力
は
特
定
の
状
況
を
生
き
る
人
々
を
具
体
的

に
描
こ
う
と
す
る

後
者
の
想
像
力
は

と
き
に
純
粋
な
思
考
の
妨
げ
と
さ
れ
る
が

私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
の
自
分

の
こ
と
や
自
分
と
は
異
な

た
他
人
の
こ
と
を
あ
り
あ
り
と
思
い
描
き

自
分
が
他
人
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
生
き

る
べ
き
か
を
考
え
る
こ
と
も
倫
理
学
的
思
考
で
あ
る

倫
理
学
的
思
考
II

と
す
る

 

二
〇
世
紀
以
降
の
現
代
倫
理
学
で
は

基
本
的
に
は

論
証
の
た
め
の
思
考
実
験
が
重
視
さ
れ

芸
術
作
品
の
使

用
は
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い1

本
稿
は

フ

サ

ル
と
マ

ド

ク
と
い
う
芸
術
作
品
に
関
わ
る
想
像
力
の
意
義

を
指
摘
し
た
論
者
と
そ
の
後
継
者
た
ち
を
手
が
か
り
に

水
俣
と
い
う
大
き
な
問
題
に
取
り
組
ん
だ
哲
学

文
学

映
画
を
検
討
す
る
こ
と
で

倫
理
学
的
思
考
II
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る

 

 

⒈ 

実
践
的
可
能
性
と
表
現―

―

フ

サ

ル 

 

フ

サ

ル
は
主
著

イ
デ

ン
I

一
九
一
三

に
お
い
て

現
象
学
に
お
い
て
は

…

自
由
な
想
像

Phantasie

と
い
う
も
の
が

知
覚
に
較
べ
て

或
る
擢
ん
出
た
優
位
し
た
位
置
を
獲
得
す
る

と

哲
学
の

手
法
に
お
け
る
想
像
力
の
役
割
を
強
調
す
る

イ
デ

ン
I

第
７
０
節

本
質
分
析
は

想
像
力
に
よ

て
世

界
の
可
能
性
を
探
究
す
る
の
で
あ
り

自
由
変
更
と
い
う
あ
る
種
の
想
像
に
よ

て
極
限
事
例
を
思
い
描
き
な
が

ら

特
定
の
タ
イ
プ
の
諸
対
象
に
共
通
す
る
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
可
能
性
の
探
究
は

倫
理
学
的
思
考
I

に
も
通
じ
る
が

同
時
に

歴
史
や
芸
術
を
手
掛
か
り
と
す
る
手
法
も
示
唆
さ
れ
る

 

 

並
外
れ
て
大
い
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
は

歴
史
の
提
示
す
る
も
ろ
も
ろ
の
事
柄
で
あ
り

さ
ら
に
一
層
ふ

ん
だ
ん
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
は

芸
術

特
に
詩
作
の
提
供
す
る
も
ろ
も
ろ
の
事
柄
で
あ
る

後
者
の
事

柄
は

な
る
ほ
ど
空
想
上
の
も
の
で
は
あ
る
が

し
か
し

新
し
い
形
態
の
独
創
性
の
点

個
別
的
特
徴
の
充

実
の
点

動
機
づ
け
の
遺
漏
の
な
い
点
な
ど
か
ら
す
れ
ば

わ
れ
わ
れ
自
身
の
想
像
の
働
き
を
遙
か
に
凌
駕
す



 

 2 

る
…

イ
デ

ン
I

同
所

 

 

こ
の
叙
述
を
理
解
す
る
た
め
に

続
編
と
し
て
構
想
さ
れ
た

イ
デ

ン
II

に
お
け
る

論
理
的
可
能
性

と

実
践
的
可
能
性

と
の
区
別
を
確
認
し
よ
う

本
稿
の
観
点
か
ら
捉
え
直
す
と

前
者
に
は
倫
理
学
的
思
考
I

が

後
者
に
は
倫
理
学
的
思
考
II
が
対
応
す
る

実
践
的
可
能
性

は

私
た
ち
の
事
実
的
な
身
体
能
力
や
周
囲

世
界
の
状
況
に
拘
束
さ
れ
た

私
は
で
き
る

Ich kann

の
可
能
性
で
あ
り

動
機
づ
け
ら
れ
た
可
能
性

と

も
呼
ば
れ
る

身
体
を
も

て
周
囲
世
界
に
生
き
る
行
為
者
は

周
囲
や
他
人
と
の

動
機
づ
け

の
関
係
に
あ

て

能
動
的
に
判
断
し
た
り

受
動
的
に
触
発
さ
れ
た
り
し
て
お
り

行
為
者
の
感
受
性
や
信
念
が
そ
の
よ
う
な
動

機
づ
け
の
な
か
で
形
成
さ
れ
る

 

 

い
ろ
い
ろ
な
実
践
的
可
能
性
の
間
で
の
み
私
は

決
断

で
き

一
つ
の
実
践
的
可
能
性
だ
け
が
私
の
意
志
の

主
題
で
あ
り
う
る

イ
デ

ン
II

第
６
０-

ａ
節

 

  

能
力
性
や
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら

私
に
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
が
区
別
さ
れ

100
メ

ト
ル
を
９
秒

台
で
走
る

人
を
殺
す

な
ど
は

ほ
と
ん
ど
の
人
に
と

て

論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
実
践
的
に

は
不
可
能
な
こ
と

私
に
は
で
き
な
い
こ
と

で
あ
る

何
か
が
私
に
は
で
き
な
い
と
想
像
す
る
と
き

そ
の
行

動
に
対
す
る
根
源
的
な
力
量
な
い
し
権
能
の
意
識

が
私
に
欠
如
し
て
い
た
り

そ
れ
が

私
の
人
格
の
性
質
に
も

私
の
動
機
づ
け
ら
れ
方
に
も
相
反
す
る
行
動

と
見
な
さ
れ
た
り
し
て
い
る

同
所

し
か
も

そ
う
し
た
動
機

づ
け
は

身
体
や
言
語
や
芸
術
作
品
を
通
じ
て
表
現
さ
れ

そ
の
表
現
を
通
じ
て

私
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち

の
経
験
や
周
囲
世
界
の
状
況
を
理
解
で
き
る

 

 

⒉ 
 

実
存
主
義
の
モ
ラ
ル―

―

ボ

ヴ

ワ

ル 

 

各
人
の
身
体
を
起
点
と
す
る
実
践
的
可
能
性
の
考
察
は

そ
の
後
の
現
象
学
の
展
開
を
方
向
づ
け
て
い
る

ハ
イ

デ
ガ

が

存
在
と
時
間

に
お
い
て

現
存
在
の
存
在
を

被
投
的
投
企

と
特
徴
づ
け
る
と
き
に

状
況
に
制

約
さ
れ
た
行
為
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る

一
九
四
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
現
象
学
者
た
ち
は

フ

サ

ル
の

私
は
で
き
る

と
ハ
イ
デ
ガ

の

投
企

実
存

に
つ
い
て
の
洞
察
を
引
き
受
け
て
い
る

メ
ル
ロ

ポ
ン
テ

は

芸
術
に
よ
る
経
験
の
記
述
が
哲
学
に
な
る
と
考
え
た
し

サ
ル
ト
ル
や
ボ

ヴ

ワ

ル
は
み
ず
か

ら
小
説
も
執
筆
し

人
の
実
存
を
記
述
す
る
哲
学
を
展
開
し
た

と
り
わ
け

ボ

ヴ

ワ

ル
の

第
二
の
性

一
九
四
九
年

は

女
性
の
実
存
を
描
く
こ
と
で
そ
の
後
の
フ

ミ
ニ
ズ
ム
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る 



 

 3 

 
私
た
ち
が
採
用
す
る
観
点
は

実
存
主
義
の
モ
ラ
ル
の
観
点
で
あ
る

す
べ
て
の
主
体
は

さ
ま
ざ
ま
な
投
企

を
通
じ
て
具
体
的
に
自
分
を
超
越
と
し
て
立
て
る

…

果
て
し
な
く
開
か
れ
た
未
来
へ
向
け
て
の
発
展
こ

そ
が

現
に
生
き
て
い
る
実
存
を
正
当
な
も
の
に
す
る
の
だ

第
二
の
性

１

３
７
頁

 

 

女
性
は

本
質
で
は
な
く
事
実
と
し
て

男
性
と
は
異
な
る
状
況
を
生
き
て
い
る

既
存
の
哲
学
の
カ
テ
ゴ
リ

は

中
立
性
を
装
い
な
が
ら
も
男
性
の
視
点
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め

相
互
承
認
の
理
念
を
掲
げ
た
り

個
人

の
自
由
を
尊
重
し
た
り
す
る
政
治
哲
学
で
さ
え
女
性
の
実
存
を
等
閑
に
し
て
い
る

女
性
の
観
点
か
ら
の
女
性
の
経

験
の
記
述
は

従
来
の
哲
学
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
意
味
を
も
つ

 

第
２
部

体
験

で
は
女
性
の
実
存
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
お
り

そ
の
第
５
章

結
婚
し
た
女

で
は

結
婚

後
の
女
性
の
生
き
る
状
況
が
描
か
れ
て
い
る

性
的
体
験

洗
濯

掃
除

料
理

家
具

時
間
の
使
い
方
な
ど
の

繊
細
な
描
写

女
性
が
家
の
調
度
品
を
自
分
ら
し
さ
で
彩
る
こ
と
に
生
き
が
い
を
見
い
だ
す
こ
と
な
ど

が

数
多

く
の
文
学
作
品
を
用
い
て
な
さ
れ
て
い
る

こ
の
章
だ
け
で

コ
レ

ト

V
・
ウ
ル
フ

D
・
パ

カ

E
・

ウ

ト
ン

Ｋ
・
マ
ン
ス
フ

ル
ド
な
ど
20
名
程
度
の
作
家
が
引
用
さ
れ

輝
か
し
く
活
躍
す
る
文
豪
ト
ル
ス

ト
イ
の
妻
ソ
フ

ア
・
ト
ル
ス
ト
イ
が
家
庭
生
活
の
苦
悩
を
綴

た
日
記
も
印
象
的
で
あ
る

文
学
は

通
常
の
哲

学
の
理
論
や
概
念
の
視
野
に
入
り
に
く
い
経
験
を
記
述
し
て
い
る

 

第
二
の
性

は

哲
学
の
著
作
と
し
て
は
評
価
さ
れ
て
こ
な
か

た

Bauer 2001, 11

確
か
に

フ

ミ
ニ
ズ
ム
の
文
脈
で
大
き
な
影
響
力
を
持

た
が

実
存
主
義
の
流
行
の
終
焉
や
人
種
や
階
級
を
も
視
野
に
入
れ
る

新
し
い
理
論
の
登
場
と
と
も
に
顧
み
ら
れ
な
く
な

た
し

実
存
主
義
の
哲
学
と
し
て
も
サ
ル
ト
ル
の

存
在
と
無

の
亜
流
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ

た

女
性
の
立
場
か
ら
女
性
の
経
験
を
記
述
す
る
ボ

ヴ

ワ

ル
の
手
法
は
ま
さ

に

フ

ミ
ニ
ス
ト
哲
学

で
あ
る
が
ゆ
え
に

形
容
矛
盾
と
さ
れ
う
る

ibid. , chap. 2

合
理
的
思
考
と
し
て

の
哲
学
的
思
考
は

中
立
的
な
立
場

か
ら

と
い
う
こ
と
は
男
性
の
立
場
か
ら

な
さ
れ
る
ゆ
え
に

女
性
が

み
ず
か
ら
の
身
体
に
根
ざ
し
た
経
験
を
語
る
こ
と
は

真

当
な
哲
学
的
思
考
と
さ
れ
な
か

た

 

ボ

ヴ

ワ

ル
の
独
創
性
は

特
定
の
人
た
ち
の
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
で

伝
統
的
な
哲
学
の
理
論
や
概
念

の
見
直
し
を
迫

た
こ
と
に
あ
る

こ
の
ア
プ
ロ

チ
の
ラ
デ

カ
ル
な
性
格
は

フ

ミ
ニ
ズ
ム
の
理
論
が
そ
れ

な
り
に
浸
透
し
た
現
代
で
は

女
性
以
外
の
経
験
を
取
り
上
げ
て
い
る
点
に
お
い
て
明
白
に
な
る
だ
ろ
う

 

 

彼
の
書
物
の
く
ど
く
ど
し
い
饒
舌
や

型
に
は
ま

た
話
や

へ
た
く
そ
な
話
を
通
し
て

そ
の
特
殊
性
が
伝

達
不
可
能
を
ね
が
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
な
一
体
験
を

サ
ド
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
達
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る

…

サ
ド
は
有
罪
か
？

４
頁

 



 

 4 

 
こ
こ
で
は

サ
ド
の
作
品
が
彼
な
り
の
固
有
の
生
の

一
つ
の
例
証

や

一
つ
の
呼
び
か
け

と
し
て
評
価

さ
れ
る

ま
た

老
い

一
九
七
〇

に
お
い
て
は

谷
崎
潤
一
郎
の

瘋
癲
老
人
日
記

が

後
期
高
齢
男
性

の
性
的
経
験
の
表
現
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る

老
い

下

３
９
９-

４
０
０
頁

死
と
隣
り
合
わ
せ
の
状
況

に
お
い
て
な
お
も
若
い
女
性
の
足
に
執
着
す
る
よ
う
に

不
能
に
な

て
も

あ
る
種
の
性
生
活
は
あ
る

谷
崎

の
で
あ
る

こ
れ
ら
の
経
験
は

フ

ミ
ニ
ズ
ム
を
も
含
め
た
道
徳
理
論
か
ら
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く

道
徳

規
範
と
強
い
緊
張
関
係
に
陥
る
こ
と
も
あ
る

ボ

ヴ

ワ

ル
の
実
存
主
義
は

経
験
の
記
述
を
通
じ
て
各
人
の

実
存
を
ひ
と
ま
ず
尊
重
す
る
姿
勢
で
あ
り

何
ら
か
の
理
論
や
概
念
か
ら
経
験
を
評
価
し

規
範
的
に
方
向
づ
け
る

試
み
で
は
な
か

た2
 

 

３

も
の
の
見
方
の
倫
理
学―

―

マ

ド

ク 

  

こ
う
し
た
現
象
学
と
比
べ
て

英
米
圏
の
現
代
倫
理
学
は

文
学
や
映
画
と
手
を
結
ぶ
こ
と
を
避
け
る
傾
向
が
強

か

た

し
か
し

著
名
な
小
説
家
で
も
あ
る
マ

ド

ク
は

一
九
五
〇
年
代
初
頭

Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
の
番
組
に

お
い
て
サ
ル
ト
ル
や
ボ

ヴ

ワ

ル
を
批
評
し

M
ind

誌
に
も
サ
ル
ト
ル
の

情
動
論
素
描

の
書
評
を
掲

載
し
て
い
る

M
urdoch 1997, 101- 145

さ
ら
に
は

最
初
の
哲
学
の
著
作

サ
ル
ト
ル 

ロ
マ
ン
的
合
理

主
義
者

一
九
五
三

で
は

本
来
の
小
説
家
は
そ
れ
な
り
に
一
種
の
現
象
学
者
で
あ
る

小
説
家
は
常
に

説
明
者
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
記
述
者
で
あ
り

こ
の
記
述
者
は
ご
く
最
近
の
哲
学
者
た
ち
が
み
ず
か
ら
そ
れ
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

サ
ル
ト
ル

１
３
頁

と

現
象
学
者
と
小
説
家
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い

る3

道
徳
へ
の
導
き
と
し
て
の
形
而
上
学

一
九
九
二

で
は

H
・
ジ

イ
ム
ズ
の

黄
金
の
盃

に
お
け

る
主
人
公
マ
ギ

の
意
識
の
変
化

自
分
を
超
え
た
世
界
を
知
る
よ
う
に
な
る
こ
と

の
描
写
が

心
理
学
や
哲
学

の
専
門
用
語
に
頼
ら
な
い
経
験
の
記
述
と
し
て
評
価
さ
れ
る

M
urdock 1992, 170

小
説
は

他
者
に
出
会

い

も
の
の
見
方
が
変
わ
る
こ
と
の
意
義
を
読
者
に
示
す
の
で
あ
り

哲
学
と
文
学
は
と
も
に
真
理
を
追
求
し

真
理
を
明
ら
か
に
す
る
活
動
で
あ
る

ibid. , 101

と
言
わ
れ
る

 

こ
こ
で
は

現
代
倫
理
学
の
主
題
で
あ
る

行
為

で
は
な
く

そ
れ
を
支
え
る

も
の
の
見
方

vision

が

重
要
で
あ
り

行
為
の
背
景
に
あ
る
行
為
者
の
信
念
の
水
準
に
眼
が
向
け
ら
れ
る4

重
要
な
論
文

道
徳
性
に
お

け
る
も
の
の
見
方
と
選
択

一
九
五
六

に
よ
れ
ば

私
た
ち
が
誰
か
を
理
解
し
た
り
道
徳
的
に
評
価
し
た
り
す

る
と
き

彼
ら
の
全
体
的
な
人
生
の
見
方
と
も
呼
ば
れ
う
る
と
り
と
め
の
な
い
も
の

が
重
要
で
あ
り

そ
れ
は

彼
ら
の
話
し
方
や
沈
黙
の
仕
方

語
の
選
び
方

他
者
の
評
価
の
仕
方

自
分
の
人
生
に
つ
い
て
の
考
え
方

何

を
魅
力
的
で
価
値
が
あ
る
と
感
じ
る
の
か

何
が
お
か
し
い
と
思
う
の
か

に
示
さ
れ
る

M
urdock 1956, 40
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代
表
作
の

善
の
至
高
性

一
九
七
〇

で
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が

私
た
ち
の
行
為
は

意
識
経
験
の
網

の
目
か
ら
な
る

も
の
の
見
方

を
前
提
に
し
て
い
る5

 

 

私
は
自
分
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
世
界
の
内
で
の
み
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
こ
で
の

見
る

は
道
徳

的
な
意
味
で
あ
り

こ
の
概
念
は
明
瞭
な
視
覚
が
道
徳
的
な
想
像
力
と
道
徳
的
努
力
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を

含
意
し
て
い
る

善
の
至
高
性

５
６
頁

 

  

も
の
の
見
方

が
個
々
の
行
為
を
支
え
て
い
る
と
い
う
点
は

フ

サ

ル
に
お
け
る

実
践
的
可
能
性

や

そ
の
後
の
現
象
学
者
に
お
け
る

投
企

の
発
想
と
重
な

て
い
る

し
か
も

道
徳
的
活
動
に
お
い
て
は

私

た
ち
は

世
界
に
実
在
す
る
他
者
た
ち
の
も
の
の
見
方
に
接
す
る
こ
と
に
よ

て

私
た
ち
の
も
の
の
見
方
や
概
念

の
使
い
方
が
変
化
す
る

 

 

道
徳
の
仕
事
の
特
徴
は
終
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
が

そ
れ
は

所
与
の
概
念
の

内
に

閉
じ
込

め
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り

わ
れ
わ
れ
の
努
力
は
不
完
全
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
共
に

わ
れ
わ
れ

が
活
動
し

観
察
す
る
に
応
じ
て

わ
れ
わ
れ
の
概
念
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
く
た
め
で
あ
る

同
書
４
３

頁

 

 

道
徳
の
核
心
に
は

自
己
の
有
限
性
を
自
覚
し

自
己
を
超
え
た
も
の
へ
開
か
れ
る
こ
と
が
あ
り

そ
の
た
め
に

自
己
に
閉
じ
こ
も
る
フ

ン
タ
ジ

と
区
別
さ
れ
る
想
像
力
が
大
き
な
役
割
を
果
た
す

最
高
の
思
考
は
創
造
的

な
想
像
力
で
あ
る

M
urdock 1992, 169

と
い
う
よ
う
に

芸
術
は
鑑
賞
者
を
他
者
の
実
在
に
導
き

自
己

変
容
に
通
じ
る
思
考
を
促
す
こ
と
に
な
る

 

 

⒊ 
 
 

声
を
聴
く
こ
と―

―

カ
ヴ

ル 

 

マ

ド

ク
の
後
継
者
の
一
人
で
あ
る
カ
ヴ

ル
は

ウ

ト
ゲ
ン
シ

タ
イ
ン
や
オ

ス
テ

ン
の
日
常
言
語

の
哲
学
か
ら
出
発
し
な
が
ら

エ
マ
ソ
ン

ソ
ロ

な
ど
の
ア
メ
リ
カ
哲
学
を
ハ
イ
デ
ガ

な
ど
の
大
陸
哲
学
と
結

び
つ
け

道
徳
的
完
成
主
義

と
い
う
自
己
を
め
ぐ
る
思
考
を
展
開
す
る

日
常
に
お
い
て

言
葉
を
言
い

何

か
を
意
味
す
る
こ
と
は

あ
る
特
定
の
文
脈
に
お
い
て
あ
る
特
定
の
人
に
よ

て
そ
う
さ
れ
て
お
り

倫
理
学
的
思

考
で
も
判
断
の
命
題
的
内
容
の
真
偽
だ
け
で
は
な
く

誰
が
ど
の
よ
う
な
状
況
で
言
う
か
が
焦
点
に
な
り
う
る

カ

ヴ

ル
の
完
成
主
義
は

偉
人
の
人
生
を
モ
デ
ル
と
し
て
示
す
も
の
で
は
な
く

本
稿
で
解
釈
さ
れ
た
実
存
主
義
と
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同
じ
よ
う
に

そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
経
験
へ
と
目
を
向
け
る
態
度
で
あ
り

功
利
主
義

義
務
論

徳
倫
理
学
な
ど
の

規
範
倫
理
学
と
同
列
に
置
か
れ
る
も
の
で
は
な
い

 

 

完
成
主
義

は

私
の
考
え
で
は

道
徳
的
生
活
に
つ
い
て
の
競
合
す
る
理
論
で
は
な
く

な
に
か
道
徳
的

生
活
の
も
つ
次
元
や
伝
統
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

…

こ
の
次
元
が
極
度
の
重
要
性
を
お
く
の
は
人
と
人

と
の
関
係
で
あ
り

自
己
が

そ
し
て
そ
の
社
会
が

変
様
す
る
可
能
性
や
必
然
性
で
あ
る

道
徳
的
完
成

主
義

５
５
頁

 

 

カ
ヴ

ル
は
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
か
ら
人
々
の
声
を
聴
き
と
ろ
う
と
す
る

G
ould 1998

イ
プ
セ
ン
の
戯
曲

人

形
の
家

で
は

ノ
ラ
は
夫
と
た
び
た
び
対
話
を
か
わ
す
が

彼
女
の
声
は
受
け
止
め
ら
れ
ず

家
を
出
て
し
ま
う

G
・
キ

カ

監
督
の
ハ
リ
ウ

ド
映
画

ガ
ス
燈

は

男
性
や
男
性
社
会
に
よ

て
ポ

ラ

I.
バ

グ
マ

ン

の
声
が
か
き
消
さ
れ
る
様
を
描
い
て
い
る

こ
れ
ら
は
こ
の
社
会
に
お
い
て
声
を
奪
わ
れ
た
女
性
た
ち
の
例
示

で
あ
る

哲
学
書
に
つ
い
て
も

論
証
を
追
跡
・
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く

人
の
声
に
耳
を
傾
け
る
読
解
が
可
能

で
あ
る

J
・
S
・
ミ
ル
の

女
性
の
解
放

に
お
い
て
は

ミ
ル
に
イ
ン
ス
ピ
レ

シ

ン
を
与
え
た
女
性
ハ
リ

エ

ト
・
テ
イ
ラ

の
存
在
が
背
景
に
あ
り

女
性
の
声
が

盗
用
さ
れ
て
？

記
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

ソ
ロ

の

ウ

ル
デ
ン

は

奴
隷
制
の
成
立
す
る
社
会
か
ら
声
を
撤
退
さ
せ

自
制
す
る
こ
と
に
よ

て

体
制
へ
の
不
服
従
を
示
そ
う
と
し
た
記
録
で
あ
る

ウ

ト
ゲ
ン
シ

タ
イ
ン
の

哲
学
探
究

に
お
い
て
は

算

術
の
規
則
を
教
え
る
教
師
と
生
徒
と
が

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら

声
の
争
い

を
し
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
声
が

発
せ
ら
れ

と
き
に
奪
わ
れ

か
き
消
さ
れ

取
り
戻
さ
れ
る

一
人
の
声
が
多
く
の
立
場
を

代
表

し
て

普

遍
的
な
正
し
さ
を
主
張
し

そ
れ
に
多
く
の
人
が
同
調
す
る
こ
と
も
あ
る

し
か
し

そ
う
し
た
代
表
・
代
弁
す
る

声
に
対
し
て
抗
う
声
が
出
現
し
た
り

あ
る
声
の
抑
圧
が
明
ら
か
に
な

た
り
す
る
こ
と
も
あ
る

聴
い
た
こ
と
の

な
い
声
を
発
す
る
人
や
声
を
奪
わ
れ
た
人
を
前
に
し
て
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か

こ
こ
に
声
や
代
弁
を

め
ぐ
る
倫
理
の
問
い
が
生
じ
る
だ
ろ
う

 

さ
ら
に
は

芸
術
の
鑑
賞
と
倫
理
学
的
思
考
が
と
も
に
歩
む
と
き

鑑
賞
者
・
思
考
者
を
め
ぐ
る
興
味
深
い
論
点

が
浮
上
す
る

カ
ヴ

ル
の

リ
ア
王

の
読
解
に
よ
れ
ば

リ
ア
王
の
悲
劇
は

彼
が
娘
コ

デ

リ
ア
の
愛
を

信
じ
る
こ
と
が
で
き
ず

そ
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
ず

愛
を
回
避
し
た
こ
と
に
あ
る

リ
ア
は

阿
呆
ど

も
で
満
ち
て
い
る
こ
の
世
界
で
ま
と
も
な
人
間
的
関
係
な
ど
不
可
能
だ
と
思

て
し
ま
う

こ
の
世
を
舞
台
と
し

て
見
て
し
ま
う

劇
場
の
観
客
も
ま
た

リ
ア
た
ち
の
悲
劇
を
目
の
前
に
し
な
が
ら
客
席
の
暗
闇
の
な
か
で
彼
ら

と
の
関
係
を
回
避
し
て
お
り

リ
ア
と
同
じ
愚
か
さ
を
繰
り
返
し
て
い
る

こ
の
よ
う
に
し
て

他
者
の
行
為
や

苦
痛
を
前
に
し
て
自
分
が
無
力
で
あ
る
よ
う
な
瞬
間
が
あ
る
と
い
う
事
実

が
私
た
ち
に
突
き
つ
け
ら
れ
る

悲
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劇
の
構
造

１
７
７
頁

悲
劇
が
鑑
賞
者
に
自
ら
の
愚
か
さ
や
無
力
さ
を
自
覚
さ
せ
る
と
き

鑑
賞
者
は
中
立
的

で
あ
る
こ
と
は
で
き
ず

他
者
の
声
に
晒
さ
れ
る
こ
と
で
動
揺
し

生
き
方
が
問
わ
れ
て
し
ま
う6

倫
理
学
的
思

考
I
は

自
己
そ
の
も
の
の
動
揺
や
変
容
を
本
質
的
な
主
題
と
は
し
な
い
が

倫
理
学
的
思
考
II
は

ま
さ
に
そ

う
し
た
自
己
の
生
き
方
を
思
考
に
組
み
入
れ
る

 

 

⒌ 
 

水
俣
へ
の
ア
プ
ロ

チ―
―

市
井
・
石
牟
礼
・
土
本 

  

芸
術
作
品
を
手
が
か
り
と
し
た
倫
理
学
は

文
献
解
釈
や
芸
術
鑑
賞
に
と
ど
ま

て
現
実
社
会
か
ら
目
を
背
け
る

わ
け
で
は
な
く

応
用
倫
理
学
に
相
当
す
る
分
野
に
も
足
を
踏
み
入
れ
る

こ
こ
で
は

水
俣
の
問
題
に
向
き
合

た
哲
学

文
学

映
画
を
取
り
あ
げ

倫
理
学
的
思
考
II
の
意
義
を
確
認
し
よ
う

市
井
三
郎
は
ラ

セ
ル
や
ポ
パ

な
ど
の
翻
訳
で
も
知
ら
れ
る
英
米
哲
学
の
研
究
者
で
あ
り

思
想
の
科
学
の
メ
ン
バ

と
し
て
社
会
問
題
に
も
強

い
関
心
を
抱
い
て
い
た

市
井
は
第
一
次
不
知
火
海
総
合
学
術
調
査
団
の
報
告
書

水
俣
の
啓
示

に

哲
学
的
省

察
・
公
害
と
文
明
の
逆
説

を
寄
稿
し
た
が

最
首
悟
ら
調
査
団
メ
ン
バ

か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た

 

 

市
井
論
文
の
問
題
点
を
丸
山
徳
次
と
川
本
隆
史
が
詳
細
に
検
討
し
て
い
る

市
井
は

功
利
主
義
や
社
会
生
物
学

や
進
化
論
に
由
来
す
る

不
条
理
な
苦
痛
の
削
減

人
間
淘
汰

な
ど
の
概
念
か
ら
水
俣
を
考
察
す
る

絶
望

的
な
生

を
生
き
続
け
る
患
者
が

必
要
悪
と
し
て
尊
厳
を
否
定

淘
汰

さ
れ
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ

患
者
た
ち
が
淘
汰
さ
れ
ず
に
生
き
る
意
味
は

他
の

正
常
な

無
数
の
人
間
が

営
々
と
し
て
い
と
な
む
文
明

行
為
の
原
罪
性
に

痛
烈
な
反
省
を
う
な
が
す
こ
と

市
井1983, 404

に
見
い
だ
さ
れ
る

市
井
の
考
察
に

は

個
人
的
な
経
験
の
記
述
が
挟
ま
れ
て
お
り

重
度
の
患
者
を
前
に
し
て

わ
た
し
は
激
し
く
動
転
し

１
０
秒

と
直
視
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

た

と
告
白
さ
れ
る

 

 

単
な
る
死
滅

滅
亡

無
存
在
化

を
は
る
か
に
こ
え
て

こ
の
よ
う
な
異
状
人
間
が
つ
く
ら
れ

生
命
の
一

仄
は
な
お
執
拗
に
自
己
主
張
を
し
つ
づ
け
て
い
る

と
い
う
事
実
こ
そ
が

人
間
淘
汰
の
新
た
な
る
深
淵
を
わ

れ
わ
れ
に
訴
え
る

市
井1983, 403

 

  

問
い
の
立
て
方
や
考
察
の
プ
ロ
セ
ス
に
混
乱
が
あ
り

さ
ら
に
は
あ
る
種
の
優
生
思
想
が
見
い
だ
さ
れ

最
首

1983

丸
山1996

川
本2008

マ

ド

ク
の
い
う

も
の
の
見
方
の
違
い

理
解
の
違
い

道
徳
的
な

ボ
キ

ブ
ラ
リ

の
違
い

M
urdock 1956, 40 - 41

と
い
う
理
論
や
論
証
と
は
別
の
水
準
で
の
問
題
が
生
じ

て
い
る

私
た
ち
の
信
念
に
偏
見
が
潜
む
の
は
仕
方
な
い
こ
と
で
あ
り

む
し
ろ
問
題
な
の
は

市
井
が
調
査
団
の

一
員
と
し
て
現
地
に
赴
き

患
者
や
そ
の
家
族
と
対
面
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

彼
ら
の
も
の
の
見
方
に
ま

た
く
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開
か
れ
て
お
ら
ず

人
間
淘
汰

と
い
う
概
念
の
使
用
を
た
め
ら
う
こ
と
が
な
か

た
点
で
あ
る

 
し
か
も

学
術
調
査
団
に
先
立

て

水
俣
の
人
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
表
現
す
る
芸
術
作
品
が
広
く
知
ら
れ
て

い
た

苦
海
浄
土

初
版
一
九
六
九

の
石
牟
礼
道
子
は

患
者
に
限
り
な
く
近
い
立
場
か
ら

海
や
魚
と
と
も

に
生
き
る
患
者
た
ち
を
彼
ら
の
言
葉
で
描
い
て
い
る7

 

 

う
ち
は

ほ
ら

い
つ
も
踊
り
お
ど
り
よ
る
よ
う
に

こ
ま
か
痙
攣
を
し

ぱ
な
し
で

し

／
そ
れ
で

こ
う
し
て
袖
を
は
た
は
た
振

て

大
学
病
院
の
廊
下
ば
千
鳥
足
で
歩
い
て
ゆ
く

／
こ

ん

に

ち
わ
あ

／
う
ち

踊
り
お
ど
る
け
ん

見
と
る
者
は
み
ん
な
煙
草
出
し
な
は
る
！
／
ほ
ん
な
こ
て

踊
り
お
ど

と
る

よ
う
な
悲
し
か
気
持
ち
ば
い

そ
う
い
う
風
に
し
て
そ
こ
ら
へ
ん
を
く
る
う

と
ま
わ
る
の
よ

か
ら
だ
か
た

む
け
て

／
み
ん
な
げ
ら
げ
ら
笑
う
て

手
を
打

て

ほ
ん
に
あ
ん
た
は
踊
り
の
上
手
じ

し
な
の
よ
か

踊
り
し
に
生
ま
れ
て
き
た
ご
た
る

／
こ
こ
ま
で
踊

て
来
ん
か
い
た

煙
草
や
る
ば
い

そ
ぎ

ん
酔
食
ら

い
の
ご
て
歩
か
ず
に

ま

す
ぐ
来
ん
か
い
た

／
ほ
ら
ほ
ら

あ

ん
し
て

煙
草
く
わ
え
さ
せ
て
あ
ぐ
る

け
ん

落
と
さ
ん
ご
と
せ
な
ん
よ

／
う
ち
は
自
分
の
手
は
使
え
ん
け
ん

袖
を
ば
た
ば
た
さ
せ
た
ま
ま

あ

ん
し
て

踊

て
ゆ
く
も
ん
な

く
わ
え
さ
せ
て
も
ろ
て

そ
れ
か
ら
す
ぱ
す
ぱ
煙
ふ
か
し
て

す
ま
し
て

そ
こ
ら
へ
ん
を
ま
わ
り
よ

た

み
ん
な
ど
ん
ど
ん
笑
う
て

肺
病
の
病
棟
の
者
は

ず
ら
あ
り
と
鳥
の
ご
と

首
出
し
て

に
ぎ
や
い
よ

た
ば
い

う
ち

え
ら
い
名
物
に
な

て
し
も
う
た

／
…

／…

う
ち
は
元

気
な
体
し
と

た
こ
ろ
は
歌
も
う
た

た
し

ほ
ん
な
こ
て
踊
り
も
お
ど
る
し

近
所
隣
の
子
供
た
ち
と
も
大

声
を
あ
げ
て
遊
ぶ
よ
う
な

に
ぎ
や
わ
せ
る
の
が
好
き
な
た
ち
だ

た
け
ん

う
ち
は
も
う

こ
う
い
う
体
に

な

て
し
も
う
て

自
分
に
も
人
に
も
大
サ

ビ
ス
し
て

踊

て
さ
れ
き
よ
る
わ
け
じ

石
牟
礼1972,  

140- 141  

／
は
原
文
の
改
行
箇
所

 

 

入
院
し
た
水
俣
病
患
者
が
同
じ
病
棟
の
肺
病
患
者
た
ち
か
ら
体
の
痙
攣
を
面
白
が
ら
れ
る

石
牟
礼
は
患
者
た
ち
の

さ
ま
ざ
ま
な
恥
辱
を
描
写
し
て
い
る
が

こ
こ
に
は

も
と
も
と
歌
と
踊
り
で
他
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
患
者
の

あ
る
種
の
喜
び
が
混
入
し
た
恥
じ
ら
い
が
記
さ
れ
て
い
る

 

ま
た

土
本
典
昭
は

患
者
た
ち
の
経
験
や
声
を
映
画
に
記
録
し

鑑
賞
者
の
も
の
の
見
方
を
動
揺
さ
せ
る

水

俣 

患
者
さ
ん
と
そ
の
世
界

一
九
七
一

に
は

チ

ソ
の
株
主
総
会
に
乗
り
込
ん
だ
患
者
た
ち
に
よ

て
歌

わ
れ
る
御
詠
歌
や
社
長
・
江
頭
豊
を
詰
問
す
る
患
者
の
声
が
収
め
ら
れ
て
い
る

 

 

あ
ん
た
も
親
で
し

う
！ 

よ
う

分
か

と
り
ま
す
か
！ 

よ
う
分
か

と
り
ま
す
か

あ
ん
た
も
人
の
親
で

し

両
親
で
す
よ

両
親

人
が
な
ん
と

て
も
両
親
で
す
よ

分
か
り
ま
す
か
？ 

わ
た
し
の
心
が
分
か
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る
か
！

…

ど
げ
ん

苦
労
ば
し
た
と
思
う
か

苦
労
ち

う
か

何
ち

う
か

口
で
は
譬
え
は
で
け
ん

ぞ
お
！ 

…

金
で
は

命
は
買
え
な
い
！ 

弟
は
片
輪
！ 

親
は
両
親
！ 

弟
は
片
輪
と
い

て
ひ
と
は
嗤
う
！ 

親
は…
土
本2004, 320

 

 

水
俣
一
揆 

一
生
を
問
う
人
び
と

一
九
七
三

で
は

新
た
に
着
任
し
た
社
長
・
島
田
賢
一
が
補
償
交
渉

に
お
い
て
患
者
た
ち
か
ら
怒
号
を
一
身
に
浴
び
る
状
況
が
記
録
さ
れ
て
い
る

 

 

あ
な
た
が

水
俣
病
の
わ
た
し
の
印
を
消
し
て
く
れ
た
ら

わ
た
し
は
補
償
金
な
ん
か
要
り
ま
せ
ん
！ 

補
償

金
が
出
来
な
か

た
ら

社
長
の
二
号
に
で
も
わ
た
し
は
け

こ
う
で
ご
ざ
い
ま
す

…

あ
な
た
が

一

生
看
ま
す

家
を
作

て
あ
げ
ま
す

あ
な
た
が
生
き
と
る
あ
い
だ

食
べ
さ
せ
て
あ
げ
ま
す

と
い
え
ば

わ
た
し
は

裁
判
で
で
た
金
額
は
も
ら
う

ち
言
い
ま
せ
ん
！ 

看
て
下
さ
い

わ
た
し
の
一
生
を

死
ぬ
ま

で
看
て
下
さ
い

土
本2004, 349

 

 

こ
う
し
た
言
葉
そ
れ
自
体
が
安
易
な
共
感
を
拒
む
も
の
と
し
て
迫

て
き
て

私
た
ち
を
圧
倒
す
る
が

そ
れ
を

ひ
た
す
ら
受
け
止
め
続
け

ほ
と
ん
ど
自
分
の
言
葉
を
発
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
加
害
企
業
の
責
任
者
の
誠
実
な
姿

も
ま
た
私
た
ち
を
混
乱
さ
せ
る

島
田
の
経
験
は
ど
の
よ
う
な
概
念
や
理
論
か
ら
も
正
当
化
す
る
の
が
困
難
で
あ

り

し
か
も

そ
の
無
力
さ
の
点
で
私
た
ち
鑑
賞
者
と
重
な
り

患
者
の
声
に
よ

て
私
た
ち
も
告
発
さ
れ
る
か
の

よ
う
で
あ
る

吉
川2020

 

 む
す
び 

 

 

市
井
の
依
拠
す
る
哲
学
は

観
察
者
の
立
場
か
ら
社
会
政
策
を
検
討
し

人
類
の
進
歩
の
意
味
を
考
察
で
き
る
が

人
々
の
経
験
に
目
を
向
け

そ
こ
か
ら
自
分
の
生
き
方
を
問
い
直
す
も
の
で
は
な
か

た

市
井
は

調
査
団
に
同

行
し
て
個
別
の
患
者
に
対
面
す
る
機
会
を
得
た
し

そ
う
し
た
患
者
を
描
い
た
文
学
や
映
画
を
手
が
か
か
り
に
彼
ら

の
生
き
方
へ
と
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ

た

し
か
し

他
者
の
経
験
や
言
葉
に
自
分
の
も
の

の
見
方
を
晒
さ
な
か

た
ゆ
え
に

水
俣
へ
の
哲
学
か
ら
の
真
摯
な
思
考
は
失
敗
に
終
わ

た

環
境
や
技
術
や
企

業
を
め
ぐ
る
応
用
倫
理
が
移
入
さ
れ
た
後
も

わ
ず
か
な
例
外
を
除
い
て

哲
学
の
概
念
や
理
論
が
水
俣
の
現
実
や

そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
経
験
か
ら
問
い
直
さ
れ
て
は
い
な
い8

私
た
ち
は

人
の
生
き
方
や
も
の
の
見
方
に
着
目

し
な
い
ア
プ
ロ

チ
が

水
俣
と
い
う
未
曾
有
の
問
題
に
お
い
て
挫
折
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き

だ
ろ
う
か9

さ
ま
ざ
ま
な
人
の
経
験
や
言
葉
は

倫
理
学
的
思
考
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ
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う
か

こ
う
し
た
こ
と
は

応
用
倫
理
学
を
含
め
た
現
代
倫
理
学
の
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
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1 

ヌ
ス
バ
ウ
ム

N
ussbaum

1990

な
ど
に
お
い
て

文
学
的
転
回

と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
変
化
が
生
じ
た

H
a ̈m

a ̈la ̈inen 2016

こ
の
流
れ
の
な
か
で

芸
術
に
特
有
の
思
考
の
可
能
性
が
探
求
さ
れ

道
徳
的
判
断
に

限
定
さ
れ
な
い

道
徳
的
理
解

の
意
義
が
指
摘
さ
れ
る

Zam
ir 2007; Cf.

久
保
田2014, Crary 2007

 

2

フ

ミ
ニ
ス
ト
現
象
学

中
澤
ほ
か2020

が
日
本
で
も
注
目
を
集
め

ボ

ヴ

ワ

ル
の
試
み
が
現
代

に
継
承
さ
れ
て
い
る

実
存
主
義
や
現
象
学
が
ど
こ
ま
で
フ

ミ
ニ
ズ
ム
の
よ
う
な
特
定
の
理
論
に
方
向
づ
け
ら
れ

る
の
か
が
議
論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

 

3 

こ
の
表
現
は
同
書
初
版
の
序
文
に
の
み
見
い
だ
さ
れ
る
が

そ
の
後
も
批
判
的
ニ

ア
ン
ス
を
や
や
強
め
な
が
ら

も

意
識
経
験
の
網
の
目

を
重
視
す
る
観
点
か
ら

様
々
な
文
献
で
現
象
学
に
言
及
さ
れ
る

 

4 

佐
藤
岳
誌
は

行
為
選
択

と

も
の
の
見
方

を
メ
タ
倫
理
学
の
重
要
な
対
立
と
み
な
す

佐
藤2017 , 306-

313
 

5 

わ
れ
わ
れ
は
何
に
注
視
す
る
の
か

ど
う
や

て
注
視
す
る
の
か

そ
も
そ
も
注
視
す
る
の
か
ど
う
か

が
道

徳
の
問
い
に
な
る

M
urdock 1992,  167

見
る
こ
と
の
倫
理
性
は

P
・
ベ
ナ

ら
の
看
護
倫
理
研
究
な
ど

の
応
用
倫
理
学
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る

吉
川2017

 

6 

ブ
ル

フ

ル
ム
の
鑑
賞
は
法
や
道
徳
の
規
範
に
反
す
る
こ
と
で
の
み
可
能
で
あ
り

道
徳
的
に
中
立
で
は
あ
り

え
な
い

吉
川2018

 

7 

丸
山
は

市
井
論
文
の
問
題
を

水
俣
病
患
者
の
苦
痛
を
医
師
や
科
学
者
な
ど
の
第
三
者
が
規
定
で
き
る
と
考
え

た
点
に
も
見
い
だ
し
て
い
る

丸
山1996

 

8 

丸
山
は

川
本
輝
夫
を
め
ぐ
る
裁
判
を
通
じ
て

暴
力

の
概
念
を
再
検
討
し

丸
山2016

小
松
原
は
一
株

運
動
に
お
け
る
被
害
者
・
加
害
者
対
話
の
う
ち
に

修
復
的
正
義

の
実
践
を
見
い
だ
し

小
松
原2019
佐
藤

靜
は

フ

ミ
ニ
ス
ト
倫
理
学
の
も
の
の
見
方
か
ら
新
潟
水
俣
病
に
お
け
る
妊
娠
規
制
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い

る

佐
藤2020

 
9 

バ
ウ
ア

は

性
的
モ
ノ
化

を
め
ぐ
る
哲
学
の
課
題
が
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
で
は
な
く

も
の
の
見
方

世
界
像

を
変
え
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

Bauer 2015, 21 -35
 


