
熟

慮

に

基

づ

く

相

対

性

―

―

バ
ー
ナ
ー
ド･

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
相
対
主
義
説

田
中

一
馬

本
稿
は
、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
著
書
『
倫
理
と
、
哲

（

『

』

学
の
限
界
』E

thics
and

the
Lim

its
of

P
hilosophy,

1985.

以
下

限
界

で
展
開
す
る
倫
理
に
関
す
る
相
対
主
義
説
が
彼
の
哲
学
理

と
略
記
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

論
の
内
部
に
ど
の
よ
う
な
形
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、
一

つ
の
可
能
性
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
相
対
主
義
に
関
し
折
り
に
触
れ
て
論
じ
て
い

W
illiam

s
1972

,

る

初
期
の
著
作

道
徳
：
倫
理
学
へ
の
手
引
き

。

『

』（(
)

で
は

「

正
し
い
」
は
「
あ
る
特
定
の
社
会

以
下
『
道
徳
』
と
略
記
）

、
「

に
と
っ
て
正
し
い
」
を
意
味
す
る

「

あ
る
特
定
の
社
会
に
と
っ
て

」
「

［
引
用

正
し
い
」
と
い
う
表
現
は
、
機
能
主
義
的
な
意
味
に
お
い
て

者
註
：
そ
の
社
会
の
安
定
的
な
維
持
へ
の
貢
献
と
い
う
要
素
と
の
関
わ
り

理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
前
提
か
ら
「
あ
る

で
］

社
会
の
人
々
が
他
の
社
会
の
価
値
を
非
難
し
た
り
、
こ
れ
に
干
渉
し

た
り
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
結
論
を
導
く
タ
イ
プ
の
相

対
主
義
説
を
、
相
対
主
義
の
「
粗
野
で
救
い
が
た
い
形
式
」
で
あ
る

と
し
て
批
判
す
る

。
同
書
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

(
)

W
illiam

s
1972:20

上
記
の
前
提
で
は
「

正
し
い
」
と
い
う
語
の
意
味
が
相

（
道
徳
的
に
）

対
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
結
論
に
含
ま
れ
て
い
る
「
正
し
い
」
と
い
う
語
が
非

相
対
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
推
論
に
お
け
る
誤
り

を
指
摘
す
る
。
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
人
々
が
受
け
入
れ
て
い
る
道

(

一)

徳
と
い
う
も
の
に
は
、
当
の
人
々
に
と
っ
て
「

道
徳
は
自
分

(

こ
の)

た
ち
だ
け
で
な
く
、
他
の
者
た
ち
に
も
等
し
く
当
て
は
ま
る
」
と
意

（

「

」

識
さ
れ
る
面

こ
の
面
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

普
遍
化universalization

1／熟慮に基づく相対性



が
本
来
存
す
る
の
で
あ
り
、
人
が
自
ら
の
属
す
る
社
会
と

と
呼
ぶ
）

は
異
な
る
社
会
の
成
員
の
行
為
や
態
度
に
直
面
し
そ
れ
ら
に
否
定
的

な
思
い
を
抱
く
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
思
い
は
少
な
く
と
も
道
徳
の

本
質
に
照
ら
し
て
何
ら
奇
妙
な
も
の
で
は
な
い
、
と
も
述
べ
る
の
で

あ
る

。

(
)

W
illiam

s
1972:23f.

『
道
徳
』
で
あ
る
種
の
相
対
主
義
説
を
非
難
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

W
illiam

s
1981b

,

は

別
の
場

論
文

相
対
主
義
に
お
け
る
真
理

、

（

「

」（(
)

で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
相
対
主
義
説
を

初
出
は

）

1974-75

）

逆
に
擁
護
し
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
『
限
界
』
に
お
け
る
相
対

主
義
説
で
あ
る
「
距
離
の
相
対
主
義

」

the
relativism

of
distance

は
、
こ
の
論
文
で
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
説
を
基
本
的
に
継
承
し
た
も

の
で
あ
る
。

(

二)

一

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
「
距
離
の
相
対
主
義
」

、

『

』

「

」

ま
ず

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が

限
界

第
九
章

相
対
主
義
と
反
省

で
提
示
す
る
「
距
離
の
相
対
主
義
」
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
示
し

て
お
こ
う
。

相
対
主
義
と
は
一
般
に
、
あ
る
者
と
別
の
者
と
の
間
で
、
同
一
の

（
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
見

事
柄
を
め
ぐ
り
見
解
が
対
立
し
て
い
る

場
合
に
、
そ
の
対
立
を
説
明
し
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
の

え
る
）

。

、

、

一
つ
で
あ
る

た
と
え
ば

あ
る
部
屋
に
い
る
二
人
の
人
物
の
う
ち

ツ
バ
サ
は
「
こ
の
部
屋
は
寒
い
」
と
言
う
の
に
対
し
カ
オ
ル
は
「
い

や
、
こ
の
部
屋
は
寒
く
な
い
」
と
言
い
、
し
か
も
二
人
が
身
を
置
く

二
つ
の
地
点
の
間
に
双
方
に
と
り
感
知
可
能
な
温
度
差
が
な
い
な

ら
、
二
人
の
言
明
は
さ
し
あ
た
り
対
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の

と
き
「
寒
暖
の
感
じ
方
に
は
個
人
差
が
あ
り
、
寒
さ
に
敏
感
な
タ
イ

プ
の
ツ
バ
サ
に
と
っ
て
は
部
屋
が
寒
く
感
じ
ら
れ
、
そ
れ
ほ
ど
敏
感

で
な
い
タ
イ
プ
の
カ
オ
ル
に
と
っ
て
は
寒
く
感
じ
ら
れ
な
い
の
だ
」

と
考
え
る
な
ら
、
ツ
バ
サ
の
言
明
は
「
こ
の
部
屋
は
寒
さ
に
敏
感
な

私

の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
寒
い

カ
オ
ル
の
言
明
は

こ

（

）

ツ
バ
サ

」
、

「

の
部
屋
は
寒
さ
に
そ
れ
ほ
ど
敏
感
で
な
い
私

の
よ
う
な

（
カ
オ
ル
）

者
に
と
っ
て
寒
く
な
い

、
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
と
解
釈
す

」

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
双
方
の
言
明
は
実
は
対
立
し
て
い
な

い
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
共
に
受
け
入
れ
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
異
な
る
者
が
そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
て
い
る
見
解
ど
う
し

（
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
全
て
が
同
時
に
真
と

が
対
立
し
て
い
る

な
る
こ
と
が
な
い
、
あ
る
い
は
全
て
を
同
時
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

熟慮に基づく相対性／2



3／熟慮に基づく相対性

よ
う
に
見
え
る
場
合

「
実
は
各
々
の
見
解
は
各
々
の
者
と

な
い
）

、

（

）

の
関
連
に
お
い
て
共
に
真
で
あ
る

あ
る
い
は
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る

と
考
え
る
余
地
が
あ
る
」
と
説
明
す
る
こ
と
で
対
立
を
解
消
し
よ
う

と
す
る
の
が
、
相
対
主
義
の
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
と
り
わ
け
、
対
立
す
る
見
解
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
者
た
ち

の
う
ち
い
ず
れ
か
が
自
分
自
身
で
あ
る
と
き
に
は
、
自
分
自
身
の
見

解
が
他
者
の
そ
れ
と
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
そ
れ
ゆ
え
そ
の

ま
ま
放
置
し
て
お
け
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
困
難
な
状
況
を
、
も
し
相

さ
し
ず
め

自

対
主
義
が
正
し
い
な
ら
打
開
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（

、「

分
の
考
え
は
自
分
の
側
に
と
っ
て
ま
ぎ
れ
も
な
く
正
し
い
、
ま
た
他
者
の

考
え
は
他
者
の
側
に
と
っ
て
こ
れ
も
ま
ぎ
れ
も
な
く
正
し
い
、
そ
し
て
要．

。

は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
）

．
．
．
．
．
．
．
．

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
主
張
す
る
「
距
離
の
相
対
主
義
」
も
、
あ
る
意

味
に
お
い
て
、
上
で
示
し
た
よ
う
な
相
対
主
義
の
一
般
的
形
態
を
備

え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
距
離
の
相
対
主
義
」
に
お
い
て
は
、
個
々
の
社
会
あ
る
い
は
文

ethical

化
の
成
員
が
受
け
入
れ
て
い
る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

、
特
に
、
倫
理
的
な
信
念
お
よ
び
態
度
の
比
較
的
大
規
模

outlooks

fairly
large-scale

system
s

or

な
シ
ス
テ
ム
も
し
く
は
ま
と
ま
り

の
間
の
対
立
が
問
題
と
し
て
取
り

bodies
of

beliefs
and

attitudes

（

）

（

上
げ
ら
れ
る

し
か
も

あ
る
社
会

の
成
員

(
)

と
す
る

162

。

、

Sp

P

と
す
る
）

（

と
す
る
）

が
受
け
入
れ
て
い
る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

Ep

が
別
の
社
会

の
成
員

が
受
け
入
れ
て
い

（

と
す
る
）

（

と
す
る
）

Sq

Q

（

と
す
る
）

（
両
方
の

る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

と
対
立
し
て
い
る

Eq

よ
う
に
、
当
事

見
方
を
同
時
に
受
け
入
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
）

者
で
あ
る

に
と
っ
て
思
わ
れ
る
場
合
が
、
念
頭
に
置
か
れ
る
の
で

P

あ
る
。

こ
こ
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
そ
う
し
た
場
合
の
対
立
に

「
現
実

、

real
confrontations

notional

の
対
峙

」
と
「
観
念
上
の
対
峙

」
の
二
種
類
が
あ
る
と
考
え
る
。
あ
る
社
会
の
人
々

confrontations

に
と
っ
て
二
つ
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
が
現
実
の
対
峙
の
状
態
に

あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
人
々
に
と
り
二
つ
の
各
々
が
現
実
の
選

択
肢

で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
「
そ
れ
が
す
で
に
そ
の

real
option

集
団
の
人
々
の
も
の
の
見
方
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
そ
の
人
々
が
そ

の
も
の
の
見
方
へ
と
移
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」

で
あ
る
。

(
)

160
こ
れ
に
対
し
二
つ
の
も
の
の
見
方
が
観
念
上
の
対
峙
の
状
態
に
あ
る

と
さ
れ
る
の
は

「
そ
れ
ら
の
も
の
の
見
方
の
う
ち
少
な
く
と
も
一

、

」

。

、

つ
が
現
実
の
選
択
肢
を
提
示
し
な
い
場
合

で
あ
る

ま
た

(
)

ibid.



熟慮に基づく相対性／4

あ
る
社
会
の
成
員
が
あ
る
も
の
の
見
方
へ
と
移
る
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
る
の
は

「
人
々
が
自
分
た
ち
の
現
実
の
歴
史
的
状
況
の
下
に

、

あ
っ
て
そ
の
も
の
の
見
方
の
内
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
現

実
に
関
す
る
自
分
た
ち
の
把
握
を
保
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
、
広
範

囲
に
わ
た
る
自
己
欺
瞞
に
か
か
わ
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
、
な
ど
と

い
っ
た
場
合
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
が
価
値
評
価
に
か
か

(
)

160f.

わ
る
語

を
別

（

よ
い

「
悪
い

「
正
し
い

「
間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
）

「

」

」

」

の
社
会
の
も
の
の
見
方
に
適
用
で
き
る
の
は
、
そ
の
も
の
の
見
方
と

自
ら
の
社
会
の
も
の
の
見
方
が
現
実
の
対
峙
に
あ
る
場
合
の
み
で
あ

り

「
観
念
上
の
対
峙
の
場
合
に
は
、
こ
の
種
の
価
値
評
価
は
不
適

、

(
)

切
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
い
か
な
る
判
断
も
下
さ
れ
な
い
」

161

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
距
離
の
相
対
主
義
」
に
よ
る
な
ら
、

に
と
っ
て

と

が
観

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

P

Ep

Eq

念
上
の
対
峙
に
あ
る
場
合
、

に
対
し
て

が

の
観
点
か
ら
倫
理

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

Eq

P

Ep

的
な
評
価
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

の
成
員
で
あ
る

に
よ
っ

Sq

Q

て

の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
倫
理
的
な
評
価
や
態
度
は

「

と
の

、

Eq

Q

関
連
に
お
い
て
は
正
し
い
」
と
は
言
え
る
け
れ
ど
、

の
成
員
で
あ

Sp

る
自
分
た
ち
と
の
関
連
に
お
い
て
は
正
し
い
と
も
間
違
っ
て
い
る
と

も
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
存
在
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
た

と

と
の
間
の
対
立
は
、
こ
の
場
合

「

は

と
の

、

Ep

Eq

Ep

P

関
連
に
お
い
て
正
し
い
の
に
対
し
、

は

と
の
関
連
に
お
い
て
正

Eq

Q

し
い
」
と
い
う
ふ
う
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
た

し
か
に
「
距
離
の
相
対
主
義
」
は
、
先
に
挙
げ
た
相
対
主
義
の
一
般

的
形
態
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
他
方

「
距
離
の
相
対
主
義
」
は
、

に
と
っ
て

と

、

．
．
．
．
．
．
．
．

P

Ep

Eq

が
現
実
の
対
峙
に
あ
る
場
合
、

に
対
し
て

が

の
観
点
か
ら
評

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

Eq

P

Ep

価
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
、

は

に
と
っ

Eq

P

（
つ
ま
り
、
現
実
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
そ
の
内
で

て
現
実
の
選
択
肢

生
き
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
現
実
に
関
す
る
自
分
た
ち
の
把
握
を
失
う

で
あ
る
た
め
、
現
に
有
し
て

こ
と
な
ど
が
な
い
よ
う
な
も
の
の
見
方
）

．
．
．
．
．

い
る
も
の
の
見
方
で
あ
る

を
離
れ

へ
と
移
り
、

を
自
分
た
ち

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

Ep

Eq

Eq

の
も
の
の
見
方
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し

と

は
対

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

Ep

Eq

立
し
て
お
り
両
者
を
同
時
に
受
け
入
れ
て
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
、
他
の
可
能
性
が
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
見
方
の

う
ち
い
ず
れ
か
一
方
を
選
ぶ
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は

が
引
き
続
き

（
現
に
有
し
て
い
る
）
Ep

保
持
さ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
場
合
、

の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る

Eq

評
価
や
態
度
は
全
体
と
し
て
、

の
観
点
か
ら
「
正
し
く
な
い
」
と

Ep



5／熟慮に基づく相対性

評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
対
峙
の
下
で
は
、
自
分
た
ち
と
は

異
な
る
も
の
の
見
方
に
対
し
、
た
と
え
ば
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方

か
ら
倫
理
的
な
評
価
を
下
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け

。

、「

、

だ

そ
う
な
る
と

自
分
の
考
え
は
自
分
の
側
に
と
っ
て
正
し
い

他
者
の
考
え
は
他
者
の
側
に
と
っ
て
正
し
い
、
要
は
そ
れ
だ
け
だ
」

と
い
っ
た
（
一
般
的
な
意
味
で
の
）
相
対
主
義
的
な
打
開
策
は
採
ら

れ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば

に
対
し

を
受
け
入
れ
る

Q

Ep

よ
う
求
め
る
何
ら
か
の
働
き
か
け
が
そ
の
後
も
な
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(

三)

「

」

あ
る
社
会
の
人
間
た
ち
が

自
分
た
ち
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

と
「
他
の
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
」
と
が
対
立
し
て

い
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
方
の
も
の

の
見
方
が
そ
れ
ぞ
れ
適
切
で
あ
る
こ
と
を
も
た
だ
ち
に
認
め
る
に
至

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
離
れ
相

手
側
の
も
の
の
見
方
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
す
る
可
能
性
が
あ
る

（
そ
の
場
合
に
は
、
最
終
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
見
方
こ
そ
が
実

は
自
分
た
ち
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た

。
こ
れ
に
対
し
、
こ
う
し
た

も
の
の
見
方
が
「
正
し
い
」
こ
と
に
な
る
）

可
能
性
が
な
い
よ
う
な
も
の
の
見
方
に
つ
い
て
は
「
正
し
い
」
と
も

（

、

「

」

間
違
っ
て
い
る

と
も
言
え
な
い

そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
の
み

。
通
常
、
自
他
の
倫
理
的
な

一
般
的
形
態
で
の
相
対
主
義
が
成
立
す
る
）

見
解
の
間
に
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
対
立
を
相
対
主
義
に
よ
っ
て

説
明
す
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
「
自
他
の
間
に
は

倫
理
的
な
正
し
さ
に
つ
い
て
根
本
的
な
相
違
が
存
在
し
、
理
論
的
に

も
実
践
的
に
も
両
者
間
の
境
界
線
を
超
え
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
」
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
「
も
し
私
た
ち
が
相
対
主
義
者
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
事
柄
に
配

慮
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
自
身
と
他
の
者
た
ち
と
の

間
に
線
を
引
く
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
私

た
ち
は
線
を
引
い
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
他
の
者
た
ち

は
私
た
ち
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
距
離
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
…
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
提
示
す
る

距

」

「

(
)

160

離
の
相
対
主
義
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
な
の
で
あ
る
。

(

四)

「
距
離
の
相
対
主
義
」
は
、
○
あ
る
社
会
の
成
員
た
ち
が
お
お
む

ね
共
有
し
て
い
る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
全
体
に
着
目
し
、
○
異
な

．
．

（
同
時

る
二
つ
の
社
会
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
が
対
立
し
て
い
る

と
言
え
る
状
況
に
は
「
現

に
受
け
入
れ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
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実
の
対
峙
」
と
「
観
念
上
の
対
峙
」
の
二
つ
が
あ
る
と
さ
れ
、
後
者

に
お
い
て
の
み
相
対
主
義
の
一
般
的
形
態
が
認
め
ら
れ
る
、
○
そ
し

て
そ
の
関
連
で
、
二
種
類
の
対
峙
が
「
当
事
者
に
よ
る
、
も
の
の
見

方
の
選
択
可
能
性
の
有
無
」
に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
三

つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
次
節
以
降
で
は
、
と
り
わ
け
三
つ
目
の

特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い

「
距
離
の
相
対
主
義
」
で
は

。

そ
も
そ
も
な
ぜ
「
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
離
れ
相
手
側
の
も
の

の
見
方
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
す
る
可
能
性
」
が
持
ち
出
さ
れ
、
し

か
も
な
ぜ
そ
れ
の
有
無
に
よ
り
二
種
類
の
対
峙
が
区
別
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。二

距
離
の
相
対
主
義
を
導
く

「
非
客
観
主
義
」（

両
方
を
同
時

自
分
た
ち
と
相
手
側
の
も
の
の
見
方
の
間
に
対
立

が
存
在
す
る
と
し
て
も

自

に
受
け
入
れ
て
生
き
る
こ
と
の
不
可
能
性
）

、「

分
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
離
れ
相
手
側
の
も
の
の
見
方
を
自
分
た
ち

の
も
の
と
す
る
可
能
性
」
は
あ
る
…
…
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
の
よ
う

に
考
え
る
上
で
踏
ま
え
て
い
る
の
が

倫
理
的
な
実
践
に
関
す
る

非

、

「

客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル

」
と
彼
が
呼
ぶ
も
の

nonobjectivist
m
odel

で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
彼
が
語
る
『
限
界
』
第
八
章
「
知

識
、
科
学
、
収
斂
」
の
論
述
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

同
一
の
事
柄
を
め
ぐ
り
、
あ
る
者
と
別
の
者
と
の
間
に
、
同
時
に

受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
見
解
の
不
一
致
が
見
ら
れ
る

場
合

「
そ
の
不
一
致
が
終
わ
り
を
迎
え
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に

、

し
て
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
の
仕
方
は
、
不
一
致
が
科

学
的
な
も
の
の
領
域
で
生
じ
て
い
る
か
そ
れ
と
も
倫
理
的
な
も
の
の

領
域
で
生
じ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
考

。

「

」

え
る

不
一
致
が
終
わ
り
を
迎
え
る
こ
と
は

収
斂

convergence

と
呼
ば
れ
る
が
、
科
学
的
な
も
の
に
関
す
る
収
斂
と
倫
理
的
な
も
の

に
関
す
る
収
斂
と
で
は
、
そ
の
説
明
の
さ
れ
方
が
異
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

科
学
的
な
探
究
に
お
い
て
は
、
理
想
的
に
は
一
つ
の
答
え
へ
の

収
斂
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
収
斂
に
関
す
る
最
良

の
説
明
は
、
物
事
が
現
に
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
そ
の
答
え
が

表
現
し
て
い
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
。

倫
理
的
な
も
の
の
領
域
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
一
般
性
の
高
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い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
首
尾
一
貫
し
た
期
待
は

(
)

存
在
し
な
い
。

136
科
学
的
な
探
究
に
お
い
て
見
解
の
不
一
致
は
、
世
界
の
内
で
成
り

．
．
．
．
．
．
．

立
っ
て
い
る
物
事
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

よ
っ
て
、
収
斂
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
あ
る
同
一
の
事
物
の
表

面
が
何
色
で
あ
る
か
に
つ
い
て
ツ
バ
サ
と
カ
オ
ル
の
間
で
意
見
が
分

か
れ
た
場
合
、
私
た
ち
は
た
い
て
い
「
そ
の
事
物
の
表
面
が
ツ
バ
サ

に
と
っ
て
は
○
○
色
に
見
え
て
い
る
一
方
、
カ
オ
ル
に
と
っ
て
は
△

△
色
に
見
え
て
い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
不
一
致
を
色
彩
に
関
す
る

両
者
の
知
覚
に
お
け
る
差
異
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
そ
の

上
で
私
た
ち
は
、
知
覚
に
お
け
る
両
者
の
相
違
が
ど
の
よ
う
に
し
て

生
じ
た
の
か
を
、
事
物
の
表
面
が
持
つ
光
の
反
射
に
か
か
わ
る
ミ
ク

ロ
レ
ベ
ル
の
構
造
や
二
人
が
そ
の
表
面
を
眺
め
た
際
に
存
在
し
て
い

た
光
線
の
加
減
、
あ
る
い
は
ま
た
二
人
の
視
覚
能
力
の
実
情
な
ど
と

い
っ
た
「
物
事
が
現
に
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
」
に
ま
つ
わ
る
事
項
を

要
素
と
し
て
取
り
込
み
う
る
「
色
彩
に
関
す
る
知
覚
の
成
立
に
つ
い

て
の
科
学
的
理
論
」
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
事
物
の
二
次
性
質
に
関
す
る
こ
う
し
た
見
解
の
不
一
致
は
、
そ

れ
が
実
は
主
観
的
な
現
れ
に
お
け
る
相
違
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ

た
上
で
、
そ
の
相
違
を
生
み
出
す
物
理
的
世
界
の
客
観
的
な
あ
り
よ

う
と
そ
れ
に
関
連
す
る
科
学
理
論
と
に
基
づ
く
説
明
が
な
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
注
意
を
促
す
の
は
、
収
斂
を
も
た
ら
す
こ
う
し

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

た
科
学
的
説
明
が
、
同
時
に
、
不
一
致
を
き
た
し
て
い
た
見
解
の
正

．
．
．
．
．
．
．

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

当
化
を
も
お
こ
な
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
の
例
で
、
仮
に
問
題
の

．
．
．
．
．
．
．
．

事
物
の
表
面
が
、
標
準
的
な
強
さ
の
太
陽
光
の
下
に
あ
っ
て
標
準
的

な
視
覚
能
力
を
有
す
る
人
間
が
一
定
の
距
離
や
角
度
を
保
ち
つ
つ
眺

め
る
な
ら
「
○
○
色
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
よ
う
な
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル

の
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
こ
の
場
合
、
ツ

バ
サ
の
意
見
の
ほ
う
が
正
し
く
カ
オ
ル
の
意
見
は
残
念
な
が
ら
正
し

く
な
か
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
見
解
の
不
一
致
に
収
斂

（
正

を
も
た
ら
す
科
学
的
説
明
は
、
当
該
の
見
解
の
う
ち
い
ず
れ
が

正
し
く
い
ず
れ
が
誤
っ
て
い
る
か
、
ま
た
な
ぜ
前
者

し
い
と
し
て
）

が
正
し
く
後
者
が
誤
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す

る
の
で
あ
る
。

で
は
、
倫
理
的
な
も
の
の
領
域
で
見
解
の
不
一
致
が
見
ら
れ
る
場

合
、
科
学
的
な
も
の
の
領
域
に
お
け
る
上
記
の
要
領
と
同
様
の
要
領
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で
収
斂
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
…
…
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
、
極
め
て
限
定
的
に
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
一
般
性
の
高
い

レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
可
能
で
な
い
、
と
考
え
る
。

彼
は

人
が
倫
理
的
な
判
断
を
下
す
際
に
用
い
る
概
念
の
中
で

背

、

「

」「

」「

」「

」

信

約
束

残
忍

勇
敢

treachery
prom

ise
brutality

courage

と
い
っ
た
概
念
は
、
通
常
は
そ
の
適
用
が
「
状
況
や
人
物
や
行
為
に

対
す
る
何
ら
か
の
評
価
を
伴
」
い
、
か
つ
「
行
為
の
た
め
の
理
由
を

与
え
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
が
「
世
界

（
た
と
え
ば
、
誰
か

が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
」

が
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
）

も
の
で
も
あ
る
点
で

「
よ
い

「
正
し
い

「
べ
し

、

」

」

good
right

（
も
っ
ぱ
ら
事
柄
に
対
す
る
評
価
の
は
た
ら
き
の
み

ought

」
と
い
っ
た

他
の
概
念
と
は
一
線
を
画
す
る
と
指
摘
し
、
前
者
の
諸
概

を
担
う
）

念
を
後
者
と
く
ら
べ
「
よ
り
濃
い

概
念
」
で
あ
る
と
語
る

thicker

。
濃
い
概
念
の
適
用
は
、
世
界
の
内
で
成
り
立
っ
て
い
る
物

(
)

129f.

事
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て
下
さ
れ
る
と
い
う
点
で
「
世
界
に
よ
っ
て

導
か
れ
る

」
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

「
行
為
を
導

w
orld-guided

、

く

」
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ

。
す

action-guiding
(

)
141

る
と
、
あ
る
特
定
の
社
会
に
お
い
て
濃
い
概
念
を
用
い
て
下
さ
れ
る

諸
判
断
の
間
に
不
一
致
が
生
じ
る
と
し
て
も
、
各
々
の
判
断
が
世
界

に
よ
っ
て
適
切
に
導
か
れ
て
い
る
か
否
か
を
見
極
め
る
こ
と
で
、
そ

（
た
と
え

の
不
一
致
は
収
斂
へ
と
至
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る

ば
、
人
が
ど
の
よ
う
な
局
面
で
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
に
及
べ
ば
そ
れ
を

「
勇
敢
な
行
為
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
、
か
な
り
の
程
度
の
共

通
認
識
が
存
在
す
る
よ
う
な
社
会
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
あ．

る
局
面
で
な
さ
れ
た
特
定
の
行
為
が
勇
敢
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
そ

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

の
社
会
の
人
々
の
間
で
判
断
が
分
か
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
不
一
致
は
、

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

問
題
の
局
面
に
関
す
る
事
実
認
識
な
ら
び
に
「
勇
敢
」
に
関
す
る
既
存
の

共
通
認
識
に
基
づ
く
検
討
を
経
る
こ
と
で
、
い
ず
れ
か
の
判
断
が
正
し
く

そ
れ
と
は
別
の
判
断
が
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
形
で
決
着
が
つ
く
か
も

。
こ
の
点
で
、
特
定
の
社
会
に
お
い
て
濃
い
概
念
を
用

し
れ
な
い
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

い
て
な
さ
れ
る
見
解
相
互
の
不
一
致
に
は
、
科
学
的
な
も
の
の
領
域

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

に
お
け
る
の
と
同
様
の
収
斂
を
期
待
で
き
る
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

考
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
特
定
の
社
会
の
内
部
に
お
け
る
・
濃
い
概
念
を
用
い

て
な
さ
れ
る
見
解
相
互
の
不
一
致
で
は
な
く
、
異
な
る
社
会
の
間
で

．
．
．
．
．
．
．
．

起
こ
る
・
倫
理
的
概
念
一
般
を
用
い
て
な
さ
れ
る
も
の
の
見
方
相
互

．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、

。

の
不
一
致
に
関
し
て
は

い
さ
さ
か
事
情
が
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る

．
．
．
．
．
．
．
．
．
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後
者
の
不
一
致
に
関
し
て
収
斂
が
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

（
二
次
性
質
の
場
合
と
の
類
比

い
を
立
て
る
と
す
る
と
、
そ
の
問
い
は

「
不
一
致
を
き
た
し
て
い
る
も
の
の
見
方
の
う
ち
、

を
考
慮
す
れ
ば
）

ど
れ
が

正
し
い
か
？

、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の

（
正
し
い
と
し
て
）

」

社
会
に
定
位
す
る
と
、
そ
の
他
の
社
会
と
く
ら
べ
「
こ
れ
は
最
も
よ

い
種
類
の
社
会
的
世
界
で
あ
る
か
？
」

と
い
う
形
を
と
る
こ

(
)

151

と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
の
問
い
に
登
場
す
る
「
正
し

い
」
や
「
よ
い
」
と
い
っ
た
語
は
倫
理
的
な
評
価
語
で
あ
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
問
い
を
扱
お
う
と
す
る
と
、
反
省
的
な
倫
理
的
考
察

．
．
．

を
お
こ
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

reflective
considerations

ethical
（
あ
る
い
は
特
定
の
）

と
こ
ろ
が
倫
理
的
な
考
察
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
の
成
員
が
有
す
る
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
の
正
当
化
を
な
す
こ

と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
成
員
が
な
ぜ
そ
の
も
の
の
見

方
を
持
つ
に
至
っ
た
の
か
を
世
界
の
内
で
成
り
立
っ
て
い
る
物
事
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

あ
り
よ
う
に
即
し
て
説
明
す
る
理
論
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し
た

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

、

「

」

倫
理
的
考
察
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
と

そ
の
考
察
自
体
が

よ
い

や
「
正
し
い
」
な
ど
の
評
価
語
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し

（
濃
い
概
念
と
異
な

た
非
常
に
一
般
的
で
抽
象
的
な
倫
理
的
概
念
は

世
界
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
と
い
う
特
徴
を
有
さ
な
い
。
以
上
の

り
）

点
か
ら
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

「
科
学
の
事
例
と
わ
ず
か
な
り
と
も
類

、

比
的
な
仕
方
で
反
省
的
な
倫
理
的
思
考
が
倫
理
的
な
実
在
へ
と
収
斂

す
る
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
、
知
識
に
つ
い
て
の
説
得
力
あ
る
理
論

(
)

な
ど
と
い
う
も
の
を
、
私
は
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
」

152

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
あ
る
社
会
に
お
け
る
倫
理
的
な
実
践
を
基
本
的
に
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
か
に
関
し
て
、
二
つ
の
モ
デ
ル
を
想
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
言
う
。
一
つ
は
、
倫
理
的

な
実
践
を
そ
の
社
会
の
成
員
が
そ
の
社
会
な
り
の
仕
方
で
価
値
に
関

す
る
真
理
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
と
見
な
す
、
客
観
主
義

的
な

モ
デ
ル
で
あ
る

。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で

objectivist
(

)
147

た
ど
っ
て
き
た
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
倫
理
的
な
実
践
に

関
し
て
こ
の
モ
デ
ル
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る

（

私
た
ち
は
、
倫
理
的
な
生
活
を
…
…
倫
理
的
な
真
理
の
追
求
で
あ
る
と

「

。
す
る
と

見
な
す
客
観
主
義
的
な
見
方
を
斥
け
ざ
る
を
得
な
い
」(

)
152

）

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
、
採
用
可
能
な
モ
デ
ル
と
し
て
残
る
の
は

非
客
観
主
義
な

モ
デ
ル
の
み
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ

nonobjectivist

ル
に
よ
る
な
ら
、
あ
る
社
会
の
成
員
が
下
す
倫
理
的
な
判
断
は
、
そ

の
成
員
た
ち
の
生
き
方
の
一
部
、
す
な
わ
ち
そ
の
者
た
ち
が
意
識
的
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に
で
は
な
い
け
れ
ど
作
り
上
げ
自
ら
そ
の
内
に
生
き
る
こ
と
に
な
っ。

た
文
化
的
構
築
物
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ(

)
147

非
客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
の
採
用
は
、
裏
返
せ
ば
客
観
主
義
的
な

モ
デ
ル
の
拒
絶
を
意
味
す
る
。
客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
は
、
あ
る
社

（

、

会
に
お
け
る
倫
理
的
な
実
践

自
分
た
ち
の
社
会
の
も
の
の
見
方
へ
の

あ
る
い
は
そ
れ
と
他
の
社
会
の
も
の
の
見
方
と
の
不
一
致
へ
の
、
反
省
的

を
、
た
と
え
ば
色
彩
の
知
覚
や
そ
の
不
一
致
に
関

な
検
討
を
含
む
）

す
る
説
明
に
携
わ
る
科
学
的
な
実
践
と
類
比
的
に
と
ら
え
る
も
の
で

あ
り
、
加
え
て
、
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
の
不
一
致
に
つ
い
て
も
収

斂
が
期
待
で
き
る
と
見
な
す
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
の
モ
デ
ル

を
拒
絶
す
る
の
で
あ
れ
ば

「
あ
る
社
会
の
成
員
が
現
に
受
け
入
れ

、

て
い
る
自
分
た
ち
に
と
っ
て
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
続
け
る
こ
と
が
倫
理
的
に
見
て
適
切
で
あ
る
か
否
か
を
、

（
収
斂

世
界
の
内
で
成
り
立
っ
て
い
る
物
事
の
あ
り
よ
う
に
即
し
て

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．

見
極
め
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
考
え

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
る
と

「
ど
の
よ
う

、

．
．
．
．

な
社
会
の
成
員
に
と
っ
て
も

受

（
し
た
が
っ
て
私
た
ち
に
と
っ
て
も
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

け
入
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
な
、
普
遍
的
に
絶
対
的
に
妥
当
す

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

る
唯
一
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
が
無
効

．
．
．
．

と
な
る
だ
け
で
な
く

「

こ
の
社
会
の
成

、
（
他
の
社
会
は
い
ざ
知
ら
ず
）

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．

員
で
あ
る
私
た
ち
に
と
っ
て
受
け
入
れ
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

な
、
局
所
的
に
絶
対
的
に
妥
当
す
る
唯
一
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

（
な
ぜ
な

は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
も
ま
た
無
効
と
な
る
で
あ
ろ
う

ら
、
後
者
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
場
合
も
、
結
局
は
「
と
り
わ
け
こ

の
社
会
に
お
い
て
現
に
成
り
立
っ
て
い
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
物
事
の
あ
り

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

よ
う
に
即
し
て
」
収
斂
を
期
待
し
つ
つ
考
察
を
進
め
る
し
か
な
い
が
、
客

．
．
．
．
．
．

．
．
．
．
．
．
．
．

観
主
義
的
な
モ
デ
ル
を
拒
絶
し
て
い
る
以
上
、
そ
う
し
た
考
察
も
も
は
や

。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
社
会
に

進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
）

お
け
る
倫
理
的
な
実
践
を
非
客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
と

ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
社
会
の
成
員
が
現
に
受
け
入
れ
て
い
る
倫
理

的
な
も
の
の
見
方
が
別
の
社
会
の
も
の
の
見
方
と
対
立
し
て
い
る
と

し
て
も
、
後
者
で
な
く
前
者
の
も
の
の
見
方
こ
そ
が
当
の
社
会
に
妥

当
す
る
唯
一
の
も
の
の
見
方
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

む
し
ろ
「
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
離
れ
相
手
側
の
も
の
の
見
方

を
自
分
た
ち
の
も
の
と
す
る
可
能
性
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

「
距
離
の
相
対
主
義
」
が
「
自
分
た
ち
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
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を
離
れ
、
そ
れ
と
対
立
す
る
相
手
側
の
も
の
の
見
方
を
む
し
ろ
自
分

た
ち
の
見
方
と
す
る
可
能
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
こ

の
相
対
主
義
説
が
そ
も
そ
も
、
世
界
の
内
で
成
り
立
っ
て
い
る
物
事

の
あ
り
よ
う
に
即
し
た
収
斂
に
よ
っ
て
見
解
の
不
一
致
が
終
わ
り
を

迎
え
る
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
を
拒
絶
し
た

と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
理
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
は
、
反
省
的
な
倫
理
的
考
察
が
、
収
斂
を
可
能
と
す
る
上
で
重
要

な
役
割
を
果
た
す
特
徴
を
備
え
て
い
な
い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
さ
ら
な
る
疑
問
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
と
対
立
す
る
も
の
の
見
方
を
自
分
た
ち

の
見
方
と
す
る
可
能
性
」
が
あ
る
こ
と
を
上
記
の
理
路
に
よ
っ
て
認

め
る
と
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
は
私
た
ち
人
間
が
な
す
倫
理
的
な
活

動
の
ど
の
よ
う
な
部
分
に
よ
っ
て
実
質
的
に
担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

（
収
斂
が
可
能
と
な
る
た
め
に
必
要
な
特
徴
を
倫
理

ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で

的
な
実
践
が
備
え
て
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
客
観
主
義
を
拒
絶
す
る
、

．
．

．
．
．
．

否
定
的
に
の
み
た
ど
ら
れ
て
き
た
議
論
は
、
は
た

と
い
う
仕
方
で
）

（
人
間
の
倫
理
的
な
活
動
に
備
わ
っ
て
い
る
か
く
か
く
し
か
じ
か
の

し
て

．
．
．
．
．
．

特
徴
ゆ
え
に
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
対
立
す
る
も
の
の
見
方
が
自
分

肯
定
的
な
も
の
へ
と
変

た
ち
の
見
方
と
な
る
の
だ
、
と
い
う
具
合
に
）

．
．

わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
疑
問
は
同
時
に

「
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
と
対

、

立
す
る
も
の
の
見
方
を
、
も
は
や
自
分
た
ち
の
見
方
と
は
な
し
え
な

い
可
能
性

、
す
な
わ
ち
観
念
的
な
対
峙
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
疑

」

問
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
ま
だ
「
自
分
た
ち
の
も

の
の
見
方
と
対
立
す
る
も
の
の
見
方
を
自
分
た
ち
の
見
方
と
す
る
可

能
性
」
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
だ
け
な
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
あ
れ

ば
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
見
方
と
対
立
す
る
ど

の
よ
う
な
も
の
の
見
方
も
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
う
る
、
と
言
わ
な

。

、

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

と
こ
ろ
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は

観
念
的
な
対
峙
の
可
能
性
を
語
る
。
で
は
、
こ
の
種
の
対
峙
の
可
能

性
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ

の
可
能
性
は
人
間
の
倫
理
的
な
活
動
の
ど
の
よ
う
な
要
素
に
よ
っ
て

担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

非
客
観
主
義
的
な
見
方
を
支
え
る

（
主
観
的
な

「
内
的
理
由
の
立
場

」

動
機
群
に
基
づ
く
立
場
）
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二
種
類
の
対
峙
の
可
能
性
を
実
質
的
に
担
う
要
素
が
何
で
あ
る
か

、『

』

。

に
つ
い
て

限
界

で
は
取
り
立
て
て
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い

し
か
し
、
こ
の
点
を
考
え
る
上
で
着
目
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ア
イ
デ
ア
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
論
文
「
内
的

理
由
と
外
的
理
由

で
詳
論
し

」（(
)

初
出
は

）

W
illiam

s
1981a

,
1980

た

「
内
的
理
由

」
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。

、

internal
reasons

そ
の
理
論
は

「
Ａ
は
φ
す
る
理
由
を
持
つ
」
あ
る
い
は
「
Ａ
に

、

は
φ
す
る
理
由
が
あ
る
」
と
い
っ
た
形
式
を
有
す
る
文
に
つ
い
て
、

「
そ
の
文
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、
非
常
に
大
ま
か
に
言
う
と
、
Ａ
は

自
分
が
φ
す
る
こ
と
が
そ
れ
に
資
す
る
も
し
く
は
手
助
け
と
な
る
よ

う
な
何
ら
か
の
動
機
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
も
し

W
illiam

s

そ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
な
ら
そ
の
文
は
偽
で
あ
る
」(

と
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は

1981a:101
)

つ
ま
り
、
あ
る
人
が
あ
る
行
為
を
な
す
動
機
を
有
す
る
こ
と
が
、
そ

（
少
な
く

の
人
に
そ
の
行
為
を
な
す
理
由
が
あ
る
と
言
え
る
た
め
の

必
要
条
件
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
論
文
で
、

と
も
）

(

五)

彼
は
そ
れ
を

内

上
の
形
式
を
有
す
る
文
に
関
す
る
こ
う
し
た
解
釈
（

「

を
、
動
機
の
存
在
を
行
為

的
解
釈

」
と
呼
ぶ
）

internal
interpretation

の
理
由
の
存
在
に
と
っ
て
の
必
要
条
件
と
見
な
さ
な
い
よ
う
な
「
外

的
解
釈

」
と
対
比
さ
せ
、
後
者
の
解
釈
が

external
interpretation

成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
外
的
解
釈
批
判
の
議

論
は
さ
し
あ
た
り
無
関
係
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

(

六)

（
一
つ
前
の
段
落
で
引
き
合
い
に
出
し
た
よ

理
由
の
存
在
に
つ
い
て
の

言
明

に
関
す
る

う
な
形
式
を
有
す
る
）

（
理
由
言
明

）

reason
statem

ent

内
的
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
か
で
あ
る
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
あ
る
行
為
者
に
ま
つ
わ
る
理
由
言
明
は
、

当
該
の
行
為
を
な
そ
う
と
す
る
動
機
が
当
の
行
為
者
の
「
主
観
的
な

動
機
群

」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え

subjective
m
otivational

set

る
場
合
に
の
み
真
と
な
る

と
さ
れ
る
点
で
あ
る

こ
の
場
合
の

主

、

。

「

観
的
な
動
機
群
」
に
は
、
欲
求
の
み
な
ら
ず
「
評
価
の
傾
向
や
情
緒

的
反
応
の
パ
タ
ー
ン
、
個
人
的
な
愛
着
、
行
為
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
を
具
現
化
し
て
い
る
と
抽
象
的
に
呼
び
表
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

W
illiam

s
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
企
図
と
い
っ
た
も
の
」
も
含
ま
れ
る(

。
ま
た

「
行
為
者
の
欲
求
も
し
く
は
企
図
が
利
己
的
で

1981a:105
)

、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
想
定
な
ど
存
在
し
な
い
」
し

「
行
為

、

者
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
非
利
己
的
な
企
図
を
抱
く
こ
と
が
望
ま
れ
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る
も
の
だ
し
、
そ
れ
ら
の
企
図
が
行
為
に
対
す
る
内
的
理
由
を
与
え

う
る
の
で
あ
る
」

。

(
)

ibid.
次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
幅
広
い
要
素
を
含
み
込
む
も

の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
主
観
的
な
動
機
群
と
相
対
的
に
下
さ
れ
る
理

deliberative

由
言
明
は
、
行
為
者
自
身
の
熟
慮
に
よ
る
推
論

に
よ
っ
て
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と

reasoning

さ
れ
る
点
で
あ
る
。
熟
慮
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
φ
す
る
こ
と
が

主
観
的
な
動
機
群
の
中
の
何
ら
か
の
要
素
を
目
的
と
す
る
手
段
と
な

る
、
と
い
う
因
果
的
関
係
が
着
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
関
係
が

単
独
で
発
見
さ
れ
る
だ
け
で
は
熟
慮
は
不
完
全
に
と
ど
ま
る
だ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
φ
す
る
こ
と
以
外
に
も
、
動
機
群
中
の
当
該
の
要

素
を
実
現
す
る
手
段
と
な
る
行
為
は
存
在
し
う
る
か
ら
だ
。
熟
慮
は

そ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
、
た
と
え
ば
「
φ
す
る
こ
と
は
あ
る
者
の
Ｓ

の
中
に
あ
る
何

［
引
用
者
註
：
主
観
的
な
動
機
群
の
こ
と
、
以
下
同
様
］

ら
か
の
要
素
を
満
た
す
最
も
好
都
合
な
、
無
駄
の
な
い
、
快
適
な
、

、

」

な
ど
の
や
り
方
で
あ
る
の
だ
か
ら

そ
の
者
は
φ
す
る
理
由
を
持
つ

と
い
う
具
合
に
推
論
を
進
め
る
こ
と
に
な
ら

(
)

W
illiam

s
1981a:104

ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
行
為
者
の
動
機
群
の
内
に
は
当
該

の
要
素
以
外
の
要
素
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
て
お
り
、
φ
す
る
こ
と
が

（
あ

そ
う
し
た
他
の
諸
要
素
の
実
現
に
同
時
に
ど
れ
ほ
ど
資
す
る
か

に
つ
い
て
も
、
熟

る
い
は
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
ら
の
実
現
を
阻
害
し
な
い
か
）

慮
に
お
い
て
は
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
熟
慮
に
よ

る
推
論
の
結
論
は
「
必
ず
し
も
非
常
に
明
晰
で
決
定
的
な
や
り
方
で

結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
Ｓ
の
中
の
他

の
要
素
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
」

。
た
と
え
ば
、
Ｓ
の
諸
要

(
)

ibid.

素
を
ど
ん
な
時
間
的
順
序
で
実
現
し
て
い
く
の
が
よ
い
か
、
Ｓ
の
諸

要
素
の
中
に
解
決
不
可
能
な
衝
突
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
ら
の
ど
れ
に

最
も
重
き
を
置
く
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
Ｓ
の
他
の
諸
要
素
と
の
関

連
を
予
想
さ
せ
る
仕
方
で
抱
か
れ
て
い
る
も
の
の
未
だ
具
体
性
を
帯

び
て
い
な
い
望
み
を
実
質
的
に
叶
え
て
く
れ
る
よ
う
な
方
策
と
し
て

、

、

何
が
あ
り
そ
う
か

な
ど
と
い
っ
た
複
雑
な
課
題
に
取
り
組
む
場
合

行
為
者
の
熟
慮
は
自
ら
の
動
機
群
中
の
複
数
の
諸
要
素
を
同
時
に
念

頭
に
置
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
そ
う
し
た
熟
慮
の
結
果
と
し
て
行
為
者
は
、
こ
れ
ま
で

そ
れ
を
す
る
理
由
が
あ
る
と
は
全
く
想
像
も
し
な
か
っ
た
よ
う
な
こ

と
を
す
る
理
由
が
実
は
自
分
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ
た

り
、
あ
る
い
は
逆
に
こ
れ
ま
で
そ
れ
を
す
る
理
由
が
あ
る
と
思
い
込

ん
で
い
た
こ
と
に
つ
い
て
そ
の
理
由
が
実
は
自
分
に
な
い
と
い
う
こ
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と
を
知
っ
た
り
す
る
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
指
摘
す
る
。
熟
慮
は
、

当
の
行
為
者
の
主
観
的
な
動
機
群
そ
の
も
の
に
変
化
を
も
た
ら
す
力

を
有
す
る
の
で
あ
る

「
私
た
ち
は
、
Ｓ
が
変
化
を
含
ま
ず
定
め
ら

、

れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
な
い
。
熟
慮
の
諸
過
程
は
あ
ら
ゆ
る
種

W
illiam

s

類
の
影
響
を
Ｓ
に
対
し
て
及
ぼ
し
う
る
の
で
あ
る
」(

。

1981a:105
)

そ
れ
で
は
、
理
由
言
明
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
こ
う
し
た
内

的
解
釈
を
踏
ま
え
て
、
前
節
で
検
討
し
た
倫
理
的
な
実
践
に
関
す
る

非
客
観
主
義
的
な
モ
デ
ル
を
眺
め
る
な
ら
、
何
が
言
え
る
で
あ
ろ
う

か
。ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
主
観
的
な
動
機
群
の
内
に
は
「
さ
ま
ざ
ま
な

」

、

種
類
の
非
利
己
的
な
企
図

が
含
ま
れ
う
る

non-egoistic
projects

そ
し
て
そ
れ
ら
の
企
図
が
行
為
に
対
す
る
内
的
理
由
を
与
え
う
る
、

と
語
っ
て
い
た
。
そ
の
内
に
は
も
ち
ろ
ん
、
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

を
動
機
と
す
る
企
図
も
含
ま
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
も
ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
内

的
解
釈
で
言
及
し
て
い
る
よ
う
な
「
熟
慮
に
よ
る
推
論
」
の
射
程
内

に
あ
る
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
よ
っ
て
そ
の
全
体
的
な
受
け
入
れ
の

可
否
に
関
し
て
も
原
理
的
に
熟
慮
の
対
象
と
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る

…
…
あ
る
他
の
社
会
の
倫
理
的
な
も
の
の
見
方
が
自
分
た
ち
の
社
会

の
そ
れ
と
対
立
す
る
場
合
、
前
者
を
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
と
す

（
つ
ま
り
、
現
在
の
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
が
自
分
た
ち
の
主

る
な
ら

観
的
な
動
機
群
の
共
通
部
分
の
内
で
占
め
て
い
た
位
置
に
、
問
題
と
さ
れ

動
機
群
の
他
の
諸
要
素
と

る
も
の
の
見
方
が
入
れ
替
え
ら
れ
る
な
ら
）

ど
の
よ
う
な
接
触
を
引
き
起
こ
す
か
が
、
熟
慮
に
お
い
て
は
検
討
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
接
触
が
引
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
摩

擦
や
衝
突
や
軋
轢
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
え
、
総
体
と
し
て

そ
の
程
度
は
著
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど

で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
入
れ
替
え
後
の
動
機
群
を
携
え
て

（
動
機
群
中
の
諸
要
素
を
実
現
す
る

現
在
の
そ
の
社
会
を
営
む
こ
と
が

ど
の
よ
う

た
め
の
手
段
と
し
て
の
諸
行
為
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
場
合
）

な
事
態
を
引
き
起
こ
す
か
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
事

柄
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
と
さ
れ
る
も
の
の
見

方
を
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
と
す
る
こ
と
が
「
自
分
た
ち
の
現
実

の
歴
史
的
状
況
の
下
に
あ
っ
て
そ
の
も
の
の
見
方
の
内
で
生
き
る
こ

と
が
で
き
、
し
か
も
現
実
に
関
す
る
自
分
た
ち
の
把
握
を
保
ち
続
け

る
こ
と
が
で
き
、
広
範
囲
に
わ
た
る
自
己
欺
瞞
に
か
か
わ
る
こ
と
が

（
つ
ま
り
、
そ
の
も
の
の
見
方
が

あ
り
え
な
い
」
が
故
に
可
能
で
あ
る
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か
否
か
が
判
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し

現
実
の
選
択
肢
で
あ
る
）

て
、
自
分
た
ち
の
見
方
に
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
の
見
方
に
対
し

て
は
評
価
の
語
彙
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
不
可
能
な
も

の
の
見
方
に
対
し
て
は
評
価
の
語
彙
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
区
別
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
種
類
の
対
峙
の
実
質
的
可
能
性
は
、
熟
慮
の

能
力
を
人
間
が
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
言
え

る
。
ま
た
と
り
わ
け
観
念
的
な
対
峙
に
関
し
て
は
、
自
分
た
ち
の
主

観
的
な
動
機
群
が
含
み
持
つ
他
の
諸
要
素
、
ひ
い
て
は
自
分
た
ち
の

属
し
て
い
る
社
会
や
身
を
置
い
て
い
る
状
況
と
の
関
わ
り
合
い
が
熟

慮
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
で
、
問
題
と
さ
れ
る
も
の
の
見
方
を

自
分
た
ち
の
見
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
明
ら
か
に
な
る
場
合

が
あ
り
う
る
、
と
い
う
仕
方
で
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
論
文
「
内
的
理
由
と
外
的
理
由
」
で
展
開
さ
れ
て
い

た
、
理
由
言
明
に
つ
い
て
の
内
的
解
釈
に
関
す
る
立
場
を
念
頭
に
置

く
こ
と
に
よ
っ
て

『
限
界
』
で
提
示
さ
れ
て
い
る
「
距
離
の
相
対

、

主
義
」
を
、
実
践
的
合
理
性
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
理
論
の
内

に
適
切
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(

七)

註（
一

「
相
対
主
義
の
中
心
的
な
混
乱
は
、
各
社
会
が
異
な
る
態
度
や
価
値
を
有

）

し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
あ
る
社
会
が
別
の
社
会
に
向
け
て
取
る
態
度
を

決
定
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
で
非
相
対
的
な
原
理
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
私
た
ち
が
、
道
徳
に
関
す
る
根
本
的
な
不

一
致
が
社
会
の
間
に
存
在
す
る
、
と
言
お
う
と
す
る
の
な
ら
、
不
一
致
が
存
在

し
う
る
事
柄
の
内
に
、
他
の
社
会
の
道
徳
的
な
も
の
の
見
方
に
対
す
る
態
度
を

含
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

」(
)

。

W
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（
二
）
た
だ
し
、(

)

に
お
け
る
説
は
「
距
離
の
相
対
主
義
」
と

W
illiam

s
1981b

名
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
説
が
『
限
界
』
へ
と
変
わ
ら
ず
受
け
継

が
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
（
過
去
の
社
会
に
お
け
る
正
義
に
関
す
る
も
の
の、

見
方
が
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
の
社
会
の
も
の
の
見
方
と
対
立
し
て
い
る
場
合

そ
の
対
立
を
（
本
論
に
お
い
て
後
述
す
る
）
二
種
類
の
対
峙
の
う
ち
ど
ち
ら
で

あ
る
と
見
な
す
の
が
適
切
か
に
つ
い
て
は
考
慮
す
べ
き
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
次

第
で
は
「
距
離
の
相
対
主
義
」
が
不
十
分
な
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
か
も
し
れ
な
い

と

限
界

で
は
論
じ
ら
れ
て
い
る(

)

距

、

『

』

）
。「

164-167

離
の
相
対
主
義
」
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
も
ち
ろ
ん
こ
の

点
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ

「
距
離
の
相
対
主
義
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
論
理
構

、

造
を
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
思
考
の
内
で
た
ど
ろ
う
と
す
る
本
稿
で
の
以
降
の
論
述

と
の
か
か
わ
り
に
限
っ
て
言
え
ば
、
上
記
の
点
は
触
れ
ず
と
も
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
な
お

「
距
離
の
相
対
主
義
」
と
正
義
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は

（
天

、

、

野

）
に
詳
し
い
。

2007
（
三

「
今
日
に
お
い
て
、
文
化
間
の
あ
ら
ゆ
る
対
峙
は
現
実
の
対
峙
た
ら
ざ
る

）

を
得
な
い
」(

)

、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
語
る
。
つ
ま
り
、
現
代
を
生
き
る
人

163

間
に
と
っ
て
、
自
他
の
社
会
の
間
で
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
対
立
（
と
少
な
く
と

）

、

（

）

も
見
え
る
も
の

が
生
じ
る
と
し
て
も

そ
の
対
立
を

一
般
的
な
意
味
で
の

相
対
主
義
的
な
仕
方
で
解
消
し
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
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な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
そ
の
根
拠
を
明
確

に
は
示
し
て
い
な
い
。

（
四

「
距
離
の
相
対
主
義
」
を
他
の
形
態
の
相
対
主
義
理
論
と
の
対
比
を
通
じ

）

て
擁
護
す
る

限
界

に
お
け
る

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
つ
い
て
は

田

（
『

』

）

、（

中

）
で
詳
説
し
た
。

2017

（
五

「
自
分
が
φ
す
る
こ
と
が
そ
の
充
足
に
資
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
欲
求
を

）

Ａ
が
有
し
て
い
る
場
合
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
限
り
、
Ａ
は
φ
す
る
理
由
を
持

つ
。
こ
れ
が
内
在
的
解
釈
の
モ
デ
ル
と
し
て
最
も
単
純
な
も
の
で
あ
ろ
う
」

(
)

と
い
う
記
述
か
ら
は
、
そ
れ
が
必
要
条
件
で
あ
る
の
み

W
illiam

s
1981a:101

な
ら
ず
十
分
条
件
で
も
あ
る
、
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

（
六
）
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
外
的
解
釈
批
判
お
よ
び
そ
れ
へ
と
向
け
ら
れ
た

反
論
に
つ
い
て
は

（
河
田

）
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

、

2004

が
語
る
内
的
解
釈
の
内
容
を
理
解
す
る
上
で
、
本
稿
は
河
田
の
論
考
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
。

（
七
）
た
だ
し
、
こ
の
図
式
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
倫
理
的
な
も
の
の
見
方

の
受
け
入
れ
（
評
価
）
が
ど
れ
も
合
理
的
に
達
成
さ
れ
る
、
と
い
う
前
提
が
必

要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
理
論
へ
の
批
判
に
つ

い
て
は

（
河
田

）
に
詳
し
い
。

、

2004

W
illiam

s,

＊
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
倫
理
と
、
哲
学
の
限
界
』
の
英
語
テ
キ
ス
ト
は
、

B
ernard,

,
H
arvard

U
niversity

Press,
E

thics
and

the
L
im

its
of

P
hilosophy

を
用
い
た
。
本
稿
に
お
け
る
『
限
界
』
か
ら
の
引
用
箇
所
に
は
、
上
記
テ

1985.

キ
ス
ト
の
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
丸
括
弧
に
入
れ
て
書
き
添
え
た
。
な
お
、
周
知
の

よ
う
に
、
こ
の
著
作
に
は
邦
訳
（
バ
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
生
き
方
に
つ

い
て
哲
学
は
何
が
言
え
る
か
』
森
際
康
友
・
下
川
潔
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
九

三
年
）
が
存
在
し
、
そ
の
邦
題
に
は
、
著
作
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
投
げ
か
け
る

中
心
的
な
問
い
か
け
を
直
接
表
現
す
る
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
タ
イ
ト
ル
を
で
き
る
限
り
直
訳
す
る
形
と
し
た
。
本
稿
で
の
日

本
語
訳
は
田
中
が
作
成
し
た
。

文
献

天
野
真
将
「
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
特
殊
な
反
相
対
主
義
」
関
西
学

院
大
学
『
人
文
論
究
』
五
七
巻
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
七
‐
一
五
〇

頁
。

河
田
健
太
郎
「
実
践
的
合
理
性
へ
の
懐
疑
論

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
を
め

─

ぐ
っ
て

『
思
想
』
九
六
一
号
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
、
七
五
‐

─
」

八
八
頁
。

田
中
一
馬
「
Ｇ
・
ハ
ー
マ
ン
相
対
主
義
説
の
論
理
」
京
大
・
西
洋
近
世
哲
学
史

懇
話
会
『
近
世
哲
学
研
究
』
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、
五
二
‐
七
〇
頁
。

「
主
観
主
義
を
め
ぐ
る
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
つ
い
て

―
（
そ
の
２
・
相
対
主
義
と
の
関
連

」
島
根
大
学
法
文
学
部
紀
要
言
語
文
化

）

学
科
編
『
島
大
言
語
文
化
』
四
〇
号
、
二
〇
一
六
年
、
五
一
‐
六
六
頁
。

「
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
と
二
種
類
の
相
対
主
義
」
島
根
大
学
法

―
文
学
部
紀
要
言
語
文
化
学
科
編
『
島
大
言
語
文
化
』
四
二
号
、
二
〇
一
七

年
、
四
九
‐
六
六
頁
。
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( 1 )

Relativity based on Deliberation
― ―Bernald Williams’s Theory of Ethical Relativism

Kazuma TANAKA

In this paper, I try to discuss how the ‘relativism of distance,’ a theory Bernard
Williams develops in , can be put properly insideEthics and the Limits of Philosophy
his philosophical thought.

Williams argues, in this theory, that, when different ethical outlooks of two
societies disagree, it is the case whether the members of one society can leave their
original outlook and then make that of the other society their own (he calls this case

) or they cannot ( ), and that, only in thea real confrontation a notional confrontation
latter case, a kind of relativistic state occurs (that is, it is impossible for them to
value ethically the actions or attitudes in the other society).

Now, according to Williams, we have to accept the possibility that those
members change their outlook in the manner above because we cannot adopt, in
trying to understand the ethical practice of a society, the ‘objectivist model’ which
assumes that the disagreement between the two outlooks comes to an end through
the convergence achieved on the basis of how things are in the world. Pointing out
that the reflective ethical considerations do not possess the characteristics which play
an important role in achieving that convergence, he insists that we must refuse the
model and, instead of that, adopt the ‘nonobjectivist model.’

Besides, it is the ability of ‘deliberative reasoning,’ handled in his paper ‘Internal
and external reasons,’ that Williams regards as the ability which enables those
members to change their ethical outlook. In the paper, he argues that one has a
reason to do any action only if the motive to do it is included in her ‘subjective
motivational set,’ and that she can find what elements are included in her set by
advancing her own deliberative reasoning. Therefore, based on his view, those
members come to be able to judge, with their own deliberation, whether the ethical
outlook of the other society which seems to disagree with that of their own may be
included in their set.




