
Ｇ

・

ハ

ー

マ

ン

相

対

主

義

説

の

論

理

田
中

一
馬

本
論
で
は
、
道
徳
的
相
対
主
義
を
唱
え
る
論
者
と
し
て
著
名
な
ギ

ル
バ
ー
ト
・
ハ
ー
マ
ン

の
相
対
主
義
説
を

(
)

G
ilbert

H
arm

an,
1938

－

全
体
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
論
理
に
着
目
し
、
そ
れ
を
近
年
の

彼
の
理
論
展
開
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
彼
の
相
対
主
義
説

が
全
体
と
し
て
成
立
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
は
、
彼
が
当
初
か
ら
一
貫
し
て
保
持
し
て
い
る
、
あ
る
種

の
自
然
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。
相
対
主
義
を
論
じ
た
近
年
の
著
作
に

は
そ
の
傾
向
が
明
確
な
形
で
表
に
あ
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
け
れ

ど
、
そ
こ
で
の
論
述
を
全
体
と
し
て
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

な
ら
、
や
は
り
ハ
ー
マ
ン
が
そ
の
傾
向
に
基
づ
く
一
定
の
立
場
か
ら

議
論
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

と
り
わ
け
道
徳
判
断
に
関
す
る
彼
の
相
対
主
義
的
見
解
は
、
こ
の
傾

向
の
存
在
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
よ
り
適
切
に
理
解
さ
れ
う
る
と
言

え
る
。

一

一

－

異
な
る
個
人
や
社
会
に
よ
る
営
み
が
、
同
一
の
事
柄
に
関
わ
っ
て

い
る
と
見
な
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
営
み
の
間
に
解
消
し
が
た

い
不
一
致
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
場
合
、
私
た
ち
は
、
問
題
と
な
る
複
数
の
営
み
が
そ
れ
ぞ
れ
異
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な
る
個
人
や
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ

の
個
人
や
社
会
に
固
有
の
何
ら
か
の
特
性
に
相
対
的
で
あ
る
、
と
い

う
よ
う
に
し
て
当
の
不
一
致
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
際
、
営
み
に
お
け
る
不
一
致
が
解
消
し
が
た
い
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
営
み
と
関
係
し
そ
れ
ら
を
成
立
さ
せ
て
い
る
特
性
に
お

け
る
不
一
致
が
解
消
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

私
た
ち
が
道
徳
と
呼
ぶ
も
の
も
、
個
人
や
社
会
の
営
み
に
お
い
て

顕
在
化
し
、
具
体
化
し
、
他
と
相
互
関
係
を
取
り
結
ぶ
と
考
え
ら
れ

る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
相
対
主
義
的
説
明
の
対
象
で
あ
り
う
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
が
道
徳
に
関
わ
る
営
み
の
ど
の
よ
う
な
側

面
に
つ
い
て
の
不
一
致
に
言
及
し
、
さ
ら
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
か

に
応
じ
て
、
道
徳
的
相
対
主
義
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
異
な
る
個
人
や
社
会
に
よ
っ
て

現
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
道
徳
的
信
念
や
基
準
の
多
様
性
に
さ
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
た
り
着
目
す
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
事
実
的
不
一
致
に
言
及
す
る
相

対
主
義
的
主
張
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
同
一
の
事
態
に
対
し

異
な
る
個
人
や
社
会
の
成
員
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
道
徳
判
断
の
相
違

、
、
、
、

に
着
目
す
る
な
ら
、
そ
う
し
た
判
断
の
正
し
さ
が
有
す
る
特
徴
を
説

明
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
主
張
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
具
体
的
状

況
に
お
い
て
異
な
る
個
人
や
社
会
の
成
員
が
従
う
べ
き
道
徳
的
要
求

、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
異
な
り
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
し
て
そ

(

一)

れ
ら
の
主
張
が
、
存
在
す
る
と
さ
れ
る
不
一
致
を
個
人
や
社
会
に
固

有
の
ど
の
よ
う
な
特
性
に
関
連
づ
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
に
よ

っ
て
、
各
々
の
理
論
は
さ
ら
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ー
マ
ン
の
一
連
の
相
対
主
義
説
の
中
に
は
、
今
し
が
た
挙
げ
た

。

、

三
つ
の
種
類
の
相
対
主
義
が
い
ず
れ
も
見
受
け
ら
れ
る

た
と
え
ば

Ｊ
・
Ｊ
・
ト
ム
ソ
ン
と
の
近
年
の
共
著
『
道
徳
的
相
対
主
義
と
道
徳

的
客
観
性

の
冒
頭
で
、

』（
一
九
九
六
年
、
以
下
『
客
観
性
』
と
略
記
）

ハ
ー
マ
ン
は
自
ら
の
相
対
主
義
説
を
四
つ
の
テ
ー
ゼ
に
ま
と
め
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
異
な
る
個
人
が
受
け
入
れ
る
べ
き
道
徳
的
枠
組
み

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
関
す
る
テ
ー
ゼ

と
、
道
徳
判
断
の
正
し
さ

（
テ
ー
ゼ
Ａ
と
す
る
）

、
、
、
、

に
関
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
テ
ー
ゼ

の
二
種
類
が
含
ま

（
Ｂ
と
す
る
）

れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
順
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

Ａ

単
一
の
真
な
る
道
徳

は
存
在
し
な

(
)

single
true

m
orality

(
)

い

数
多
く
の
異
な
る
道
徳
的
枠
組
み

。
m
oral

fram
ew

orks
が
存
在
し
、
そ
の
ど
れ
も
が
他
の
枠
組
み
よ
り
正
し
い

53／Ｇ・ハーマン相対主義説の論理
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わ
け
で
は
な
い
。

(
)

correct
Ｂ

真
理
条
件
を
割
り
当
て
る
た
め
に
は

「
Ｐ
が
Ｄ
す
る
の

、

It
w
ould

be

は
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う(

」
と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断

m
orally

w
rong

of
P
to

D
. )

は

「
道
徳
的
枠
組
み
Ｍ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
Ｐ
が
Ｄ

、

In

す
る
の
は
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う(

relation
to

m
oral

fram
ew

ork
M
,
it
w
ould

be
m
orally

w
rong

」
と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断
を
省
略
し
た

of
P

to
D
. )

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
道
徳
判
断

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

(

二)

道

ま
ず
テ
ー
ゼ
Ａ
か
ら
取
り
上
げ
る

こ
の
テ
ー
ゼ
で
は

道
徳

。

、

（

の
複
数
性
あ
る
い
は
多
数
性
と
、
そ
れ
ら
の
間
に
真

徳
的
枠
組
み
）

、
、
、

、
、
、

、

正
・
虚
偽
の
差
異
が
な
い
こ
と
が
主
張
内
容
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
言
え
る
だ
ろ
う

『
客
観
性
』
で
は
ま
ず
、
現
実
に
道
徳
的
多
様

。

性
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
多
様
で
あ
る
個
々
の
事
象
を
生
み
出
す
と

こ
れ
が

先
に
述
べ
た

道

思
わ
れ
る
道
徳
的
枠
組
み
の
基
本
的
相
違
（

、

「

、

を
証
拠
立
て
る
、

徳
的
信
念
や
基
準
の
事
実
的
不
一
致
」
に
相
当
す
る
）

、
、
、
、
、
、
、

と
主
張
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
に
関
す
る
事
象
が
多
様
で
あ
る

(

三)

と
い
う
だ
け
で
、
た
だ
ち
に
複
数
の
異
な
る
基
本
的
な
道
徳
的
枠
組

み
の
存
在
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
々
が
有
し
て
い

る
道
徳
的
枠
組
み
が
本
当
は
単
一
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
人
々
が
置

か
れ
た
環
境
の
相
違
が
も
と
に
な
っ
て
、
結
果
的
に
多
様
な
事
象
が

、

。

、

生
み
出
さ
れ
る

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ

し
か
し

同
一
の
社
会
の
内
に
も
、
調
停
し
が
た
い
道
徳
的
な
不
一
致
は
存
在

す
る
、
と
ハ
ー
マ
ン
は
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
、
動

物
に
対
す
る
道
徳
的
な
配
慮
か
ら
菜
食
主
義
を
採
る
人
も
い
れ
ば
、

そ
う
で
な
い
人
も
い
る
し
、
こ
と
に
よ
れ
ば
同
じ
家
族
の
中
に
で
も

こ
の
相
違
は
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
環
境
の
相
違
の
み

に
よ
っ
て
現
実
の
道
徳
的
多
様
性
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
仮
に
こ
の
種
の
議
論
に
基
づ
い
て
基
本
的
な
道
徳
的
枠
組

み
の
多
様
性
を
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
多
様
な
道
徳
的
枠

組
み
の
間
に
真
正
・
虚
偽
の
差
異
が
な
い
か
ど
う
か
は
ま
だ
未
決
で

あ
る
。
単
一
の
真
な
る
道
徳
が
存
在
す
る
、
と
主
張
す
る
立
場
を
ハ

ー
マ
ン
は
絶
対
主
義

と
呼
ぶ
が
、
こ
の
絶
対
主
義
に
立

(
)

absolutism

脚
し
て
も
、
道
徳
的
枠
組
み
の
多
様
性
は
説
明
で
き
る
。
つ
ま
り
、
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異
な
る
人
々
が
有
し
て
い
る
複
数
の
道
徳
的
枠
組
み
の
う
ち
、
た
だ

ひ
と
つ
が
真
正
の
道
徳
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
み
な
虚
偽

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
真
の
道
徳
が
何
で
あ
る
か
を
発
見
す
る

能
力
を
人
は
誰
し
も
有
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
到
達
す
る

た
め
に
は
既
に
有
し
て
い
る
信
念
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
既
得

の
信
念
の
内
容
次
第
で
道
徳
的
真
理
に
近
い
人
も
い
れ
ば
遠
い
人
も

い
る
。
ま
た
、
既
得
の
信
念
の
一
部
を
変
化
さ
せ
る
場
合
、
人
は
他

の
信
念
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
最
小
限
の
変
更
に
と
ど
め
よ
う

と
し
、
保
守
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
様
な
道
徳

的
枠
組
み
を
合
理
的
に
真
の
道
徳
へ
と
近
づ
け
て
い
く
の
は
難
し

い
、
と
い
う
わ
け
だ
。

(

四)

絶
対
主
義
に
立
脚
し
た
こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
て
、
ハ
ー
マ
ン

は
、
相
対
主
義
に
基
づ
く
説
明
を
対
置
す
る
。

私
た
ち
は
、
物
体
の
運
動
に
関
し
て
は
相
対
主
義
的
な
説
明
を
受

け
入
れ
て
い
る
。
任
意
の
物
体
は
、
あ
る
時
間
‐
空
間
的
座
標
系
と

相
対
的
に
な
ら
運
動
し
て
い
る
と
言
え
る
し
、
別
の
座
標
系
と
相
対

的
に
な
ら
そ
う
は
言
え
な
い
。
何
ら
か
の
座
標
系
を
離
れ
た
絶
対
的

な
運
動
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
私
た
ち
は
考
え
て
い
る
。
ち

ょ
う
ど
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
道
徳
の
問
題
に
も
妥
当
す
る
、
と

ハ
ー
マ
ン
は
言
う

《
道
徳
的
な
正
邪
は
相
対
的
な
事
柄
で
あ
る
。

。

任
意
の
行
為
は
あ
る
道
徳
的
座
標
系
と
の
関
係
で
は
正
し
く
、
別
の

(

五)

座
標
系
と
の
関
係
で
は
間
違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
事
も
、
何
ら

か
の
道
徳
的
座
標
系
を
離
れ
て
絶
対
的
に
正
し
い
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
》
。
こ
の
よ
う
に
、
物
理
的
事

(

六)

象
に
関
し
て
私
た
ち
が
受
け
入
れ
て
い
る
相
対
主
義
と
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
を
用
い
て
、
ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的
枠
組
み
の
相
対
性
を
読
者
に

印
象
づ
け
よ
う
と
す
る
。

『
客
観
性
』
第
一
章
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
追
う
限
り
、
ハ
ー
マ

ン
は
、
絶
対
主
義
に
立
脚
す
る
説
明
の
欠
陥
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
け
れ
ば
、
相
対
主
義
に
基
づ
く
説
明
の
理
論
的
優
位
を
証
拠

立
て
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
マ
ン
の
議
論
に
基

づ
く
な
ら
、
各
人
が
有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
に
つ
い
て
の
相
対
主
義

を
、
現
実
の
道
徳
的
多
様
性
を
説
明

（
す
な
わ
ち
テ
ー
ゼ
Ａ
の
内
容
）

す
る
理
論
の
ひ
と
つ
と
し
て
提
示
で
き
る
こ
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
る

、
、
、
、
、

。

、

、

、

で
あ
ろ
う

し
か
し

こ
の
議
論
だ
け
で
は

絶
対
主
義
を
採
ら
ず

相
対
主
義
を
受
け
入
れ
る
の
が
一
般
的
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
ま
で
言

、
、
、
、
、

い
切
る
の
は
難
し
い
。

し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
で
、
各
人
が
有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
の
相
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対
性
を
現
実
の
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
説
得
力
あ
る
仕
方
で
示
し
う

る
よ
う
な
、
規
範
に
関
す
る
理
論
を
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
か
が
、

次
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

一

二

－

『
客
観
性
』
第
二
章
で
、
ハ
ー
マ
ン
は
、
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果

た
す
理
論
を
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ

ン
概
念
に
基
づ
く
、
道
徳
的
規
約

の
理
論
で
あ

(
)

m
oral

conventions

る
。あ

る
事
柄
に
つ
い
て
同
一
の
事
実
認
識
を
有
し
て
い
て
も
、
あ
ら

か
じ
め
ど
の
よ
う
な
も
の
に
価
値
を
見
出
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
事
柄
に
対
す
る
情
動
的
態
度

は
人
に
よ
り
異

(
)

affective
attitude

、
、
、
、
、

な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
家
を
売
り
た
い
人
は
で
き
る
だ
け
高
く
売

り
た
い
と
願
う
し
、
買
い
た
い
人
は
で
き
る
だ
け
安
く
買
い
た
い
と

、
、

願
う
。
す
る
と
、
特
定
の
金
額
が
売
り
手
の
方
に
好
都
合
だ
と
、
売

、
、

り
手
は
そ
の
値
段
を
つ
け
る
こ
と
を
欲
し
、
買
い
手
は
そ
れ
で
買
う

、
、

こ
と
を
欲
さ
な
い
。
同
じ
金
額
を
、
一
方
は
受
け
入
れ
、
他
方
は
拒

、
、
、
、

絶
す
る
の
だ
。

情
動
的
態
度
に
お
け
る
こ
の
対
立
を
、
避
け
る
の
で
は
な
く
解
決

し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
両
者
が
取
り
引
き
を
試
み
、
共
に
受
け
入
れ

、

。

可
能
な
線
ま
で
互
い
に
妥
協
し

合
意
を
図
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

交
渉
を
決
裂
さ
せ
る
つ
も
り
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
売
り
手
と
買
い

手
と
は
互
い
に
歩
み
寄
っ
て
、
何
と
か
納
得
し
合
え
る
金
額
を
探
る

し
か
な
い
。

ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的
な
問
題
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
の
事
情
が

あ
る
と
考
え
る

《
道
徳
的
な
不
一
致
は
、
何
を
す
べ
き
か
に
関
し

。

て
合
意
に
達
す
る
場
合
に
限
り
解
決
さ
れ
る
よ
う
な
、
情
動
的
態
度

に
お
け
る
対
立
を
含
ん
で
い
る
》
。
つ
ま
り
ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的

(

七)

な
問
題
に
お
け
る
当
事
者
間
の
不
一
致
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
私
た

ち
の
営
み
を
も
、
こ
う
し
た
取
り
引
き
を
通
じ
た
合
意
形
成
の
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
の
だ
。

ま
た
、
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
通
用
し
て
い
る
道
徳
的
価
値
や

基
準
は
、
起
こ
り
う
る
不
一
致
を
解
決
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る

そ
の
限
り
で

そ
う
し
た
価
値
や
基
準
は

絶

。

、

《

え
ざ
る
暗
黙
の
取
り
引
き
や
調
整
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
規
約
を
反
映
し
て
い
る
》
。
つ
ま
り
、
各
人
が
受
け
入
れ
て
い
る

(

八)
道
徳
は
、
各
人
の
自
己
利
益
追
求
に
基
づ
き
、
他
者
と
の
間
で
暗
黙

（
他
者
が
従
う
限
り
自
分
も
道

の
内
に
絶
え
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
、
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、

、

）

徳
に
従
う

他
者
が
従
わ
な
い
な
ら
自
分
も
従
わ
な
い

と
い
う
よ
う
な

取
り
引
き
と
合
意
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
維
持
さ
れ
、
そ
の
結
果

存
立
し
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
道
徳
的
規
約
の
理
論
は
、
各
人
が
有
す
る
道
徳
的
枠
組

み
の
相
対
性

を
含
意
し
て
い
る
。
道

（
す
な
わ
ち
テ
ー
ゼ
Ａ
の
内
容
）

徳
的
規
約
の
理
論
に
よ
る
な
ら
、
道
徳
的
枠
組
み
は
、
論
理
的
に
は

人
々
の
間
で
の
暗
黙
の
取
り
引
き
と
合
意
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
取
り
引
き
は
各
人
の
情
動
的
態
度
を
調

停
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
る
合
意
は
場
合
に
応

じ
て
異
な
り
う
る
。
し
か
も
、
自
ら
が
お
こ
な
う
暗
黙
の
合
意
に
よ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
道
徳
的
枠
組
み
こ
そ
が
、
各
人
に
と
っ
て
受
け

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

入
れ
る
べ
き
枠
組
み
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
以
上
、
自
ら
が

自
己
利
益
に
基
づ
き
つ
つ
他
者
と
の
間
で
取
り
結
ぶ
そ
の
暗
黙
の
合

意
を
離
れ
て
絶
対
的
に
正
し
い

と
言
え
る

（
受
け
入
れ
る
べ
き
だ
）

よ
う
な
枠
組
み
は
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的
規
約
の
理
論
が
、
通
常
の
道
徳
的

見
解
に
含
ま
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
側
面
を
う
ま
く
説
明
す
る
理
論

で
も
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
ハ
ー
マ
ン
に
よ
る
と
、
私
た

ち
は
普
通
、
他
者
に
害
を
及
ぼ
す
な
か
れ
と
い
う
義
務
を
、
他
者
が

同
様
の
害
を
避
け
る
の
を
手
助
け
す
べ
し
と
い
う
義
務
よ
り
厳
格
に

守
る
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
道
徳
的
規
約

。

、

、

の
理
論
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る

す
な
わ
ち

前
者
の
義
務
は

持
て
る
者
も
持
た
ざ
る
者
も
合
意
可
能
な
内
容
を
有
す
る
の
に
対

し
、
後
者
の
義
務
は
、
文
字
通
り
に
と
る
な
ら
、
持
て
る
者
に
と
っ

（
実
際
に
は
、
持
て
る
者
が
も
っ
ぱ
ら
手
助

て
不
利
な
内
容
を
有
す
る

け
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
逆
に
持
て
る
者
は
手
助
け
し

。
し
た
が
っ
て
、
持

て
も
ら
う
必
要
が
相
対
的
に
少
な
い
だ
ろ
う
か
ら
）

て
る
者
と
持
た
ざ
る
者
の
間
で
実
際
に
な
さ
れ
る
暗
黙
の
合
意
は
、

持
て
る
者
に
や
や
傾
い
た
内
容
と
な
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
事

態
は
、
た
と
え
ば
功
利
主
義
に
よ
っ
て
は
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
と
ハ
ー
マ
ン
は
指
摘
す
る
。

(

九)

各
人
が
受
け
入
れ
る
べ
き
道
徳
に
関
す
る
規
約
の
理
論
を
提
唱
す

る
こ
と
で
、
ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的
枠
組
み
に
つ
い
て
の
相
対
主
義

で
あ
る
テ
ー
ゼ
Ａ
を
論
理
的
に
導
出
し
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
道

徳
的
規
約
の
理
論
自
体
は
、
ハ
ー
マ
ン
が
道
徳
的
相
対
主
義
を
初
め

（
一
九

て
本
格
的
に
提
唱
し
た
論
文
「
道
徳
的
相
対
主
義
の
擁
護
」

で
す
で
に
展
開
さ
れ
て
お
り
、
以

七
五
年
、
以
下
「
擁
護
」
と
略
記
）

、

。

後
一
貫
し
て

彼
の
相
対
主
義
説
の
中
心
部
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
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そ
し
て
『
客
観
性
』
に
限
ら
ず
他
の
多
く
の
著
作
に
お
い
て
も
、
ハ

ー
マ
ン
が
こ
の
理
論
を
、
通
常
の
道
徳
的
見
解
を
よ
り
適
切
に
説
明

で
き
る
理
論
で
あ
る
の
を
示
す
こ
と
で
、
確
証
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
見
受
け
ら
れ
る
の
だ
。

(

一
〇)

二

一

－

道
徳
的
規
約
の
理
論
が
テ
ー
ゼ
Ａ
を
含
意
し
う
る
の
は
、
各
人
の

有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
が
、
自
己
利
益
の
志
向
に
由
来
す
る
当
人
の

情
動
的
態
度

を
全
体
と
し
て
充
足
さ
せ
る
よ

（
欲
求
や
願
望
な
ど
）

う
な
、
他
者
と
の
暗
黙
の
合
意
と
相
対
的
に
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う

立
場
を
こ
の
理
論
が
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
当
事
者
た
ち

が
置
か
れ
た
状
況
が
異
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
情
動
的
態
度
も
異
な

る
な
ら
、
取
り
結
ば
れ
る
合
意
内
容
も
異
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

し
、
ひ
い
て
は
当
事
者
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
道
徳
的
枠

組
み
も
相
違
し
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
枠

組
み
の
各
々
が
、
い
ず
れ
も
事
実
誤
認
な
ど
の
要
素
を
含
ま
ず
に
成

立
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
、
ど
れ
も
合
意
に
基
づ
い
て
受
け
入
れ

ら
れ
た
規
約
で
あ
る
以
上
、
そ
の
間
に
真
正
・
虚
偽
の
区
別
は
つ
け

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
道
徳
的
規
約
の
理
論
は
、
自
ら
の
情
動
的
態
度
を
全
体
と

し
て
充
足
さ
せ
る
よ
う
な
内
容
を
有
す
る
合
意
に
基
づ
い
て
成
立
し

た
規
約
に
従
う
理
由
を
、
当
事
者
が
持
つ
と
想
定
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
事
者
に
対
し
て
規
約
が
有
す
る
は
ず
の

、

。

規
範
性
を

こ
の
理
論
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

す
る
と
こ
の
理
論
は
、

Ｃ

各
人
が
道
徳
的
に
行
為
す
る
理
由
は
、
各
人
の
情
動
的
態

度
に
由
来
す
る

と
い
う
テ
ー
ゼ
を
含
意
し
て
い
る
と
言
え
る
。

規
約
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
る
場
合
、
テ
ー
ゼ
Ｃ
で
言
及
さ
れ

て
い
る
「
情
動
的
態
度
」
に
は
、
規
約
が
各
人
に
対
し
て
及
ぼ
す
外

的
強
制
力
に
対
す
る
態
度
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
テ
ー
ゼ
Ｃ
そ

(

一
一)

の
も
の
は
、
各
人
に
と
っ
て
の
道
徳
が
外
的
強
制
力
を
有
す
る
か
ど

う
か
に
関
し
て
中
立
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
規
約
の
理
論

の
全
内
容
を
尽
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
テ
ー
ゼ
Ｃ

が
道
徳
的
規
約
の
理
論
成
立
の
た
め
に
不
可
欠
な
要
件
で
あ
る
、
と
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言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二

二

－

道
徳
的
規
約
の
理
論
を
も
と
に
し
て
相
対
主
義
説
を
主
張
す
る
な

ら
、
テ
ー
ゼ
Ｃ
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ー
マ
ン
に

は
、
相
対
主
義
説
と
の
関
連
と
は
さ
し
あ
た
り
別
に
、
テ
ー
ゼ
Ｃ
の

受
け
入
れ
へ
と
赴
く
脈
絡
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
脈
絡
と

は
、
彼
に
見
ら
れ
る
あ
る
種
の
自
然
主
義
的
傾
向
で
あ
る
。

（
一
九
七
七

①

こ
の
点
に
つ
い
て
の
論
述
は

『
道
徳
の
本
性

、

』

第
一
章
を
皮
切
り
と
し
て
、
倫
理
学
に
関
す
る
ハ
ー
マ
ン
の
著

年
）

作
の
い
く
つ
か
に
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
一
貫
し
た
論
点
は
、

「
道
徳
の
理
論
は
、
科
学
の
理
論
の
よ
う
に
、
世
界
の
観
察
に
よ
っ

て
テ
ス
ト
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(

一
二)

雲
の
切
れ
間
か
ら
そ
の
上
方
に
細
く
続
く
白
い
帯
が
垣
間
見
え
れ

ば
、
本
体
が
確
認
で
き
な
く
て
も
、
私
た
ち
は
「
現
に
そ
こ
を
ジ
ェ

ッ
ト
機
が
通
過
し
た
の
だ
」
と
確
信
す
る
。
白
い
帯
が
見
え
た
こ
と

が
、
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
通
過
し
た
こ
と
の
証
拠
だ
と
私
た
ち
は
思
う
の

だ
。
こ
の
場
合
、
事
実
に
関
す
る
私
た
ち
の
確
信
は

「
空
を
ジ
ェ

、

ッ
ト
機
が
横
切
れ
ば
、
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
の
作
用
で
、
ふ
つ
う
飛
行
機

雲
が
で
き
る
」
と
い
う
理
論
を
私
た
ち
が
受
け
入
れ
て
お
り
、
目
撃

し
た
白
い
帯
を
発
生
さ
せ
る

他
の
事
実
が

（
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
以
外
の
）

な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
、
し
か
も
似
た
よ
う
な
状
況
下
で
白
い
帯
を
目

撃
す
る
な
ら
「
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
通
過
し
た
の
だ
」
と
確
信
す
る
よ
う

な
心
構
え
が
私
た
ち
の
中
に
存
在
し
、
加
え
て
実
際
に
そ
こ
を
ジ
ェ

ッ
ト
機
が
通
過
し
た
、
と
い
う
諸
条
件
が
そ
ろ
っ
て
初
め
て
形
成
さ

。

、

、

れ
る
と
言
え
よ
う

そ
し
て

他
の
条
件
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
な
ら

目
撃
に
基
づ
く
私
た
ち
の
確
信
は
、
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
通
過
し
た
と
い

う
事
実
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
に
直
観
的
に
ジ
ェ
ッ
ト
機
通
過
を
確
信
さ
せ
る
よ
う
な
白

い
帯
の
目
撃
が
、
ま
さ
に
現
に
そ
こ
を
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
通
過
し
た
こ

と
の
証
拠
と
見
な
せ
る
の
は
、
私
た
ち
の
信
念
形
成
に
関
与
し
て
い

る
理
論
が
、
他
な
ら
ぬ
世
界
の
事
実
連
関
に
つ
い
て
の
理
論
だ
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、
こ
こ
で
関
与
し
て
い
る
理
論
が
「
空

を
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
横
切
れ
ば
、
ふ
つ
う
飛
行
機
雲
が
で
き
る
、
と
た
、
、

い
て
い
の
人
は
思
う
」
と
い
う
内
容
に
文
字
通
り
と
ど
ま
り
、
ジ
ェ

、
、
、
、
、
、
、
、

（

）

ッ
ト
噴
射
が
ど
の
よ
う
に
し
て
白
い
帯

と
私
た
ち
に
は
見
え
る
も
の

を
形
成
す
る
の
か
、
と
い
う
世
界
の
事
実
連
関
に
つ
い
て
語
る
要
素
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を
全
く
含
ま
な
い
な
ら
、
私
た
ち
が
白
い
帯
を
見
て
「
現
に
そ
こ
を

ジ
ェ
ッ
ト
機
が
通
過
し
た
」
と
確
信
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
確
信
は

厳
密
に
は
ジ
ェ
ッ
ト
機
通
過
の
事
実
の
証
拠
と
見
な
せ
な
い
。
せ
い

ぜ
い
が

「
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
私
た
ち
は
ジ
ェ
ッ
ト
機
が

、

通
過
し
た
、
と
思
う
も
の
だ
」
と
い
う
心
理
学
理
論
を
確
証
す
る
の

、
、
、
、
、
、

（
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
存
在
を
知
ら
な
い
も
の
の
、
ジ
ェ
ッ
ト
噴

み
で
あ
ろ
う

射
が
大
気
中
の
粒
子
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
素
朴
な
形
で
は
あ
れ
理

解
で
き
る
だ
け
の
科
学
の
素
養
を
持
つ
者
な
ら
、
白
い
帯
を
見
て
ジ
ェ
ッ

ト
機
通
過
の
事
実
を
言
い
立
て
る
私
た
ち
に
、
世
界
の
事
実
連
関
に
つ
い

て
の
理
論
の
提
示
を
求
め
る
だ
ろ
う

「
理
論
が
示
さ
れ
る
な
ら
、
私
も
ジ

。

ェ
ッ
ト
機
な
る
も
の
が
通
過
し
た
こ
と
を
認
め
よ
う
。
し
か
し
、
今
の
ま

ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
、
と
ど
う
や
ら
君
た
ち
は
思
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

が
ち
だ
、
と
し
か
私
に
は
言
い
よ
う
が
な
い
」
）

、
、
、

ハ
ー
マ
ン
は
、
私
た
ち
が
観
察
に
よ
っ
て
直
観
的
に
下
す
道
徳
判

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

断
や
、
そ
の
際
に
抱
く
信
念
が
、
私
た
ち
の
道
徳
理
論
を
確
証
す
る

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
ら
、
道
徳
的
事
実
の
存
在
と
そ
の
作
用
に
つ
い
て
語
る
要
素
を
含

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

む
道
徳
理
論
が
、
私
た
ち
の
道
徳
的
判
断
や
信
念
を
説
明
し
う
る
こ

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
を
望
む
の
に
等
し
い
。
科
学
的
説
明
の
プ
ロ
セ
ス
と
類
比
的
な
こ

の
種
の
道
徳
的
説
明
が
可
能
で
な
け
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
理
論

を
主
張
し
て
も
、
そ
の
主
張
は
せ
い
ぜ
い
、
人
間
の
道
徳
的
感
受
性

、

。

に
つ
い
て
の
心
理
学
的
主
張
に
と
ど
ま
る

と
ハ
ー
マ
ン
は
考
え
る

(

一
三)

も
し
そ
れ
に
と
ど
ま
る
な
ら
、
道
徳
は
単
な
る
迷
信
に
過
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
だ
ろ
う
、
と
ハ
ー
マ
ン
は
懸
念
す

る
の
だ
。

(

一
四)

②

さ
て
、
科
学
的
説
明
に
お
い
て
、
個
別
の
事
実
の
存
在
が
観

察
に
基
づ
く
直
観
的
判
断
や
信
念
を
説
明
し
う
る
の
は
、
そ
の
個
別

の
事
実
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
個
別
の
事
実
連
関
が
何
ら
か
の
自、

然
的
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
理
論
が
そ
の
自
然
的
特
徴
を
有

、
、
、
、

す
る
あ
ら
ゆ
る
類
似
の
事
実
連
関
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
事
柄
を
語

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
例
で
言
う
な

（
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
に

ら
、
そ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
理
論
は
、
一
般
に

あ
る
種
の
粒
子
が

別
種
の
粒
子

含
ま
れ
る
）

（
大
気
中
に
存
在
す
る
）

に
及
ぼ
す
変
化
、
す
な
わ
ち
イ
オ
ン
化
と
蒸
気
の
凝
縮
に
つ
い
て
語

（
ジ
ェ
ッ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
実
の
ジ
ェ
ッ
ト
機
通
過

に
ま
つ
わ
る
事
実
連
関
が
ま
さ
し
く
そ
の
種
の
変
化
を
引

ト
噴
射
）

き
起
こ
す
自
然
的
特
徴
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
こ
の
理
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論
の
下
で
説
明
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
理
論

の
内
部
で
説
明
の
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
あ
る
種
の

事
実
連
関
一
般
が
有
す
る
自
然
的
特
徴
で
あ
り
、
個
別
の
事
実
連
関

は
こ
の
自
然
的
特
徴
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
初
め
て
、
当
該
理
論

と
接
続
し
う
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
う
す
る
と
、
科
学
的
説
明
の
プ
ロ
セ
ス
と
類
比
的
な
道
徳
的
説

明
の
可
能
性
を
追
求
す
る
ハ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、
道
徳
的
事
実
と
呼

、
、
、
、
、
、
、

ぶ
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
一
般
的
な
自
然
的
特
徴
を
有
す
る
事
実
連

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

関
へ
と
還
元
可
能
な
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
大
き
な
意
味

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

。

、

を
持
つ
問
題
と
な
る

こ
れ
ま
で
の
流
れ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

ハ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
事
実
と
呼
べ
る
も
の
は
、
科
学
的
説
明
に
組
み

込
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
自
然
的
事
実
に
他
な
ら
な
い
。
そ

の
よ
う
な
も
の
の
み
を
今
こ
こ
で
事
実
と
呼
ぶ
と
し
て
、
も
し
道
徳

的
事
実
が
存
在
す
る
な
ら
、
道
徳
的
説
明
お
よ
び
そ
れ
に
立
脚
し
た

倫
理
学
は
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
逆
に
、
も
し
存
在
し
な
い
な
ら
、

道
徳
的
説
明
は
不
可
能
と
な
り
、
私
た
ち
が
得
ら
れ
る
の
は
道
徳
心

理
学
の
理
論
お
よ
び
そ
れ
と
親
和
的
な
情
緒
主
義
の
み
と
な
ろ
う
。

(

一
五)

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
的
事
実
を
構
成
す
る
有
力
な
候
補

と
目
さ
れ
る
、
行
為
者
の
行
為
や
性
格
は
、
正
邪
や
よ
さ
・
悪
さ
と

い
っ
た
道
徳
的
特
徴
に
着
目
す
る
限
り
、
あ
り
う
べ
き
道
徳
的
説
明

の
中
で
何
の
役
割
も
果
た
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
ハ
ー
マ
ン

は
指
摘
す
る
。
私
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
が
猫
に
ガ
ソ
リ
ン
を
か
け

火
を
つ
け
て
い
る
の
を
目
撃
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
直
観
的
に
「
あ
の

子
た
ち
の
し
て
い
る
の
は
間
違
っ
た
こ
と
だ
」
と
思
う
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
観
察
に
基
づ
く
こ
の
道
徳
的
信
念
を
、
あ
の
子
た
ち
の
行
為

が
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
連
関
に
よ
っ
て
、
科
学
的
説
明
と

。

、

類
比
的
な
仕
方
で
説
明
で
き
る
と
考
え
る
の
は
難
し
い

な
ぜ
な
ら

こ
の
場
合
、
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
事
実
連
関
で
あ
る
子
供
た
ち
の
行

為
が
有
す
る
と
さ
れ
る
「
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
特
徴

は
、
自
然
的
特
徴
に
還
元
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

《
実
際
、

。

道
徳
的
事
実
に
関
す
る
仮
定
を
立
て
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
現
に

判
断
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
の
説
明
と
は
全
く
関
連
を
有
さ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
仮
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
あ
な
た

が
多
か
れ
少
な
か
れ
適
切
に
分
節
化
さ
れ
た
道
徳
原
理
を
有
し
て
い

て
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
道
徳
的
感
受
性

に
基
づ
い

(
)

m
oral

sensibility
て
下
さ
れ
た
あ
な
た
の
道
徳
判
断
に
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
な
た
の
直
観
的
な
直
接
的
判
断
が

真
で
あ
る
か
偽
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
説
明
と
全
く
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関
連
性
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
だ
》

「
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い

。

(

一
六)

る
」
と
い
う
特
徴
を
持
ち
だ
し
て
、
あ
る
種
の
説
明
は
で
き
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
説
明
は
心
理
学
理
論
に
基
づ
く
説
明
に

と
ど
ま
る
、
と
ハ
ー
マ
ン
は
言
っ
て
い
る
の
だ
。

③

な
ら
ば
道
徳
的
説
明
が
不
可
能
か
と
い
え
ば
、
ハ
ー
マ
ン
は

そ
う
は
考
え
な
い
。
こ
こ
で
科
学
的
説
明
の
場
合
を
も
う
一
度
思
い

起
こ
す
な
ら
、
そ
こ
で
説
明
の
役
割
を
果
た
す
自
然
的
特
徴
は
、
私

た
ち
が
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
関
係
的
な
構
造
を
内
部
に

、
、
、
、
、
、

持
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ジ
ェ
ッ

ト
噴
射
に
関
連
す
る
自
然
的
特
徴
は

あ

、（
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
が
含
む
）

る
種
の
粒
子
が

周
囲
の
粒
子
の

－

（
私
た
ち
に
は
白
い
帯
に
見
え
る
）

変
化
を
引
き
起
こ
す
、
と
い
う
事
実
連
関
が
有
す
る
特
徴
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
自
然
的
特
徴
を
ジ
ェ
ッ
ト
噴
射
の
み
に
対

応
さ
せ
て
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
し
て

周
囲
の
粒
子
に
変
化
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
まジ

た

周
囲
の
粒
子
の
変
化
の
み
に
対
応
さ
せ
る
と

肝
心
の
事
実

、

、

（

と
の
関
わ
り
が
と
ぎ
れ
て
し
ま
う
。
事
実
に
関
連
す

ェ
ッ
ト
噴
射
）

る
自
然
的
特
徴
は
、
何
か
が
あ
る
種
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
と
い
う

事
態
が
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
初
め
て
、
理
論
に
位
置
づ
け
ら

れ
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
情
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
道
徳
的
説
明
に
お
い
て
も
、
行
為

者
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
道
徳
的
特
徴
は
、
行
為
者
と
行
為
者
が
引

き
起
こ
す
行
為
と
の
関
係
が
有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
初
め
て
、

道
徳
理
論
に
位
置
づ
け
ら
れ
う
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、

私
た
ち
は
、
猫
に
火
を
つ
け
る
「
子
ど
も
た
ち
が
間
違
っ
て
い
る
」

、「

」

と
も
言
う
し

行
為
が
間
違
っ
て
い
る

（

）

猫
に
火
を
つ
け
る
と
い
う

と
も
言
う
。
し
か
し
、
道
徳
的
説
明
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
仕
方
で

こ
の
事
情
を
分
析
す
る
な
ら

「
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
道
徳
的

、

特
徴
は
、
子
ど
も
た
ち
が

猫
に
火
を
つ
け
る
、
と
い
う
事
実
連
関

－

が
有
す
る
自
然
的
特
徴
へ
還
元
さ
れ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
の
だ
。

(

一
七)

あ
る
状
況
で
あ
る
行
為
者
が
何
ら
か
の
タ
イ
プ
の
行
為
を
な
す
、

と
い
う
事
態
が
有
す
る
自
然
的
特
徴
と
は
、
そ
の
状
況
で
そ
の
行
為

者
が
そ
の
タ
イ
プ
の
行
為
へ
と
「
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

特
徴
に
他
な
ら
な
い
。
ハ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
状

況
で
そ
の
行
為
者
に
そ
の
タ
イ
プ
の
行
為
を
な
す
「
理
由
が
あ
る
」

と
い
う
特
徴
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
人
間
の
認
識
に
関
わ
る
態
度
よ



63／Ｇ・ハーマン相対主義説の論理

り
も
情
動
的
態
度
の
方
が
自
然
的
特
徴
に
還
元
さ
れ
や
す
い
の
だ
と

す
れ
ば
、
結
局
、
行
為
者
を

あ
る
タ
イ
プ
の
行
為
へ
と
動
機
づ
け

－

る

源
泉
と
な
る
行
為
者

（
あ
る
い
は
そ
れ
を
な
す
よ
う
理
由
づ
け
る
）

の
情
動
的
態
度
こ
そ
が
、
道
徳
理
論
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果

た
す
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
道
徳
的
説
明
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

（
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
科
学
的

の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る

(
一
八)

説
明
の
プ
ロ
セ
ス
と
類
比
的
な
道
徳
的
説
明
が
不
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
、

。

と
表
現
す
る
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
）

す
る
と
、

Ｄ

科
学
的
説
明
の
プ
ロ
セ
ス
と
類
比
的
な
道
徳
的
説
明
が
必

要
で
あ
る

と
い
う
、
ハ
ー
マ
ン
の
あ
る
種
の
自
然
主
義
テ
ー
ゼ
に
は
、
テ
ー
ゼ

Ｃ
の
内
容
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
テ

ー
ゼ
Ｄ
を
受
け
入
れ
る
以
上
、
論
理
必
然
的
に
テ
ー
ゼ
Ｃ
を
受
け
入

れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
道
徳
的
規
約
の
理
論
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
道
徳
的
規
約
の
理
論
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
必
ず
受
け
入
れ
る

必
要
の
あ
る
テ
ー
ゼ
Ｃ
を
、
ハ
ー
マ
ン
は
、
別
の
脈
絡
か
ら
も
、
受

け
入
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

三

－

ハ
ー
マ
ン
が
受
け
入
れ
る
テ
ー
ゼ
Ｄ
は
、
道
徳
的
特
徴
に
関
す
る

可
能
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
道
徳
理
論
を
お
の
ず
と
限
定
す
る
。
そ
の
う

ち
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
も
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、

あ
る
状
況
に
お
い
て
行
為
者
が
あ
る
タ
イ
プ
の
行
為
を
な
す
理
由
の

存
在
に
言
及
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
の
種
の
理
論
を
、
ハ
ー
マ
ン
は

「
実
践
的
理
由
づ
け

の
理
論
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ

(
)

practical
reasoning

に
よ
る
な
ら

《
あ
る
行
為
が
間
違
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と

、

(
)

w
rong

は
、
そ
の
行
為
者
が
そ
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
の
十
分
な
理
由
を
持

つ
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
》
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

(

一
九)

合
、
観
察
に
基
づ
く
直
観
的
な
道
徳
判
断
や
信
念
を
説
明
す
る
役
割

を
担
う
道
徳
的
事
実
は
、
道
徳
的
規
約
の
理
論
を
踏
ま
え
る
な
ら
、

あ
る
状
況
に
お
い
て
、
一
群
の
道
徳
的
規
約
を
受
け
入
れ
て
い
る
行

（
も
し

為
者
に
と
っ
て
、
あ
る
タ
イ
プ
の
行
為
を
す
る
理
由
が
あ
る

、
と
い
う
内
的
構
造
を
有
す
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

く
は
な
い
）
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な
い
。

(

二
〇)し

か
し
、
私
た
ち
が
道
徳
的
特
徴
に
言
及
し
つ
つ
何
事
か
を
述
べ

る
と
き
、
常
に
行
為
者
に
と
っ
て
の
理
由
の
存
在
に
関
し
て
語
っ
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
誰
か
あ
る
行
為
者
の
行
為
も
し
く
は
性
格
に

つ
い
て
、
語
る
自
分
自
身
が
有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に

評
価
で
き
る
か
を

（
肯
定
的
も
し
く
は
否
定
的
に
）

語
る
場
合
も
多
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
先
に
挙
げ
た
例
を
も
う
一
度

用
い
る
な
ら
、
猫
に
火
を
つ
け
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
行
為
を
目
撃

、

「

、

」

し
て

私
た
ち
が

あ
ん
な
こ
と
を
す
る
な
ん
て

ひ
ど
い
奴
ら
だ

と
語
る
場
合
、
そ
の
発
言
の
中
に
登
場
し
て
い
る
「
ひ
ど
い
」
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
の
理
由
の
存
在
に
関
わ

る
特
徴
と
い
う
よ
り
も
、
発
言
す
る
私
た
ち
が
そ
う
し
た
否
定
的
評

－

価
を
下
す
と
い
う
こ
と
の
（
言
い
換
え
る
と
、
子
供
た
ち
の
行
為
が

私
た
ち
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
間
に
そ
う
し
た
否
定
的
評
価
を
下
す
よ
う

特
徴
に
言
及
し
て
い
る
と

に
さ
せ
る
、
と
い
う
事
実
連
関
が
有
す
る
）

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
の
点
を
汲
ん
だ
メ
タ
レ
ベ
ル
の
道
徳
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
理
想

的
観
察
者
理
論
の
一
種
と
な
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
マ
ン
自
身
は

「
公

、

平
無
私
の
観
望
者

理
論
」
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
よ

(
)

im
partial

spectator

る
な
ら

《
あ
る
行
為
が
悪
い

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
行
為

、

(
)

w
rong

が
、
こ
の
種
の
理
論
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
内
部
に
お
い
て
い
ろ
い

ろ
な
仕
方
で
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
条
件
の
下
で
、
公
平

無
私
な
観
望
者
な
ら
ば
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
種
類
の
行
為
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
》
。

(

二
一)

三

一

－『

』

、

客
観
性

に
登
場
す
る
ハ
ー
マ
ン
の
相
対
主
義
テ
ー
ゼ
の
う
ち

冒
頭
に
掲
げ
た
テ
ー
ゼ
Ａ
を
取
り
上
げ
、
こ
の
テ
ー
ゼ
が
ど
の
よ
う

な
論
理
に
よ
っ
て
ハ
ー
マ
ン
の
理
論
の
中
に
採
り
入
れ
ら
れ
、
位
置

づ
け
ら
れ
る
と
言
え
る
か
を
た
ど
っ
て
き
た
。
次
に
、
や
は
り
冒
頭

に
掲
げ
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
、
道
徳
判
断
の
正
し
さ
に
関
す
る

テ
ー
ゼ
Ｂ
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
テ
ー
ゼ
を
再
度
掲
げ
よ
う
。

Ｂ

真
理
条
件
を
割
り
当
て
る
た
め
に
は

「
Ｐ
が
Ｄ
す
る
の

、

It
w
ould

be
は
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う(

」
と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断

m
orally

w
rong

of
P
to

D
. )
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は

「
道
徳
的
枠
組
み
Ｍ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
Ｐ
が
Ｄ

、

In
す
る
の
は
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う(

relation
to

m
oral

fram
ew

ork
M
,
it
w
ould

be
m
orally

w
rong

」
と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断
を
省
略
し
た

of
P

to
D
. )

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
他
の
道
徳
判
断

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

ま
ず
、
ハ
ー
マ
ン
は
、
私
た
ち
が
通
常
下
す
道
徳
判
断
が
真
理
値

を
有
し
、
真
理
値
の
付
与
は
何
ら
か
の
道
徳
的
枠
組
み
と
相
対
的
に

な
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う

が
、
道
徳
判
断
の
真
偽
に
関
す
る
テ
ー
ゼ
Ｂ
は
、
道
徳
的
枠
組
み
に

関
す
る
テ
ー
ゼ
Ａ
を
前
提
し
た
上
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
あ

る
種
の
自
然
主
義
テ
ー
ゼ
Ｄ
を
受
け
入
れ
る
ハ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
、

道
徳
判
断
が
真
理
値
を
有
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

(
二
二)

ハ
ー
マ
ン
自
身
は
、
テ
ー
ゼ
Ｂ
に
つ
い
て
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
相
対
性
理
論
と
の
類
比
を
用
い
て
説
明
す
る
。
物
体
Ｘ
に
関
し
て

「
Ｘ
の
質
量
は
Ｍ
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断
が
な
さ
れ

－

た
場
合
、
こ
の
判
断
に
真
理
値
を
付
与
す
る
た
め
に
は

「
時
間

、

空
間
的
枠
組
み
Ｆ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
Ｘ
の
質
量
は
Ｍ
で
あ
る
」

と
い
う
形
式
を
有
す
る
判
断
の
省
略
形
と
し
て
元
の
判
断
を
理
解
し

て
や
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
道
徳
判
断

に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
う
わ
け
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
相
対
性
を
明
示
的
に
含
ま
な
い
形
式
を
有
す
る
判
断

を
下
し
た
人
物
は
、
相
対
性
を
含
む
形
式
を
有
す
る
判
断
を
自
ら
下

そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
後
者
の
判
断
そ
の
も
の
は
実
際

の
判
断
者
の
意
図
を
忠
実
に
は
反
映
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
者

の
判
断
の
真
理
条
件
は
、
後
者
の
判
断
に
基
づ
き
、
何
ら
か
の
枠
組

み
と
相
対
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

二
三)

三

二

－

次
に
、
任
意
の
道
徳
判
断
へ
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
枠
組
み
と
相

対
的
に
真
理
条
件
が
割
り
当
て
ら
れ
る
か
は
、
事
情
に
よ
り
異
な
る

と
さ
れ
る
。

(

二
四)

一
般
に
、
関
連
す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
相
対
性
を
明
示
的
に
含

ま
な
い
よ
う
な
形
式
を
有
す
る
道
徳
判
断
は
、
通
常
、
判
断
を
下
す

者
お
よ
び
そ
の
判
断
の
場
に
居
合
わ
せ
る
者
が
共
有
し
て
い
る
と
前

提
さ
れ
る
よ
う
な
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
に
お
い
て
な
さ
れ
る
と

思
わ
れ
る
。
私
が
あ
な
た
の
前
で
、
共
通
の
友
人
で
あ
る
某
氏
の
粗
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暴
な
振
る
舞
い
に
つ
い
て
「
彼
の
あ
の
振
る
舞
い
は
、
ま
っ
た
く
、

恥
ず
べ
き
も
の
だ
」
な
ど
と
道
徳
判
断
を
下
す
な
ら
、
私
は
、
自
分

自
身
が
受
け
入
れ
て
い
る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
に
お
い
て
某
氏

の
振
る
舞
い
を
否
定
的
に
評
価
し
、
そ
れ
を
非
難
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
る
あ
な
た
が
私
の
も
の
と
同
じ
道
徳
的
枠

組
み
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
某
氏
の
振
る
舞
い
に
対
す

る
私
の
否
定
的
評
価
に
あ
な
た
が
同
意
す
る
こ
と
を
予
期
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
。
す
る
と
こ
の
場
合
、
な
さ
れ
た
判
断
に
真
理
値
を
付
与

す
る
た
め
に
は
、
判
断
を
下
す
者
が
受
け
入
れ
て
い
る
道
徳
的
枠
組

み
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
Ｐ
が
Ｄ
す
る
の
は
道
徳
的
に
間
違

A
ought

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

や

Ａ
は
道
徳
的
に
は
Ｄ
す
べ
き
だ

」

「

(

」
の
よ
う
な
形
式
を
有
す
る
判
断
で
は
、
判
断
を
下

m
orally

to
D
. )

す
者
で
な
く
、
む
し
ろ
Ｐ
や
Ａ
と
い
っ
た
行
為
者
が
受
け
入
れ
て
い

る
道
徳
的
枠
組
み
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
り
う
る
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
マ
ン
の
相
対
主
義
説
を
前
提
す
る
な
ら
、
こ
の

種
の
形
式
を
有
す
る
判
断
は
、
判
断
を
下
す
者
の
道
徳
的
枠
組
み
の

（
あ
る
い
は

如
何
は
別
に
し
て
、
行
為
者
が
問
題
と
な
る
行
為
を
す
る

不
可
避
の
客
観
的
理
由

が
あ

し
な
い
）

(
)

com
pelling

objective
reasons

る
か
否
か
に
よ
っ
て
そ
の
真
偽
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
獣

肉
を
ご
く
普
通
に
口
に
す
る
私
が
、
獣
肉
を
食
べ
な
い
菜
食
主
義
者

の
某
氏
に
つ
い
て
「
彼
が
獣
肉
を
口
に
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
だ

」

、

、

ろ
う

と
い
う
判
断
を
道
徳
判
断
と
し
て
下
す
な
ら

私
の
判
断
は

某
氏
に
獣
肉
を
食
べ
な
い
道
徳
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
真
と
な
る

わ
け
だ
。

道
徳
判
断
の
真
理
条
件
が
関
係
す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
し
て
、
判

断
を
下
す
者
の
そ
れ
と
行
為
者
の
そ
れ
と
が
あ
る
と
い
う
ハ
ー
マ
ン

の
主
張
は
、
道
徳
的
特
徴
に
関
し
て
二
種
類
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
道
徳

（
二

三
を

理
論
が
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
符
合
す
る
と
言
え
る

－

。
任
意
の
道
徳
判
断
の
真
理
条
件
が
、
判
断
を
下
す
者
が
有

参
照
）

す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
相
対
的
に
割
り
当
て
ら
れ
る
の
が
適
当
だ
と

考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
判
断
に
登
場
す
る
道
徳
的
概
念
は
公
平
無

私
の
観
望
者
理
論
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
と
は
異
な
る
場
合
に
は
、
実
践
的
理
由
づ
け
の
理
論
が
持
ち
出
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
各
々
の
道
徳
判
断
は
、
適
用
さ

れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
の
理
論
が
提
唱
す
る
道
徳
的
事
実
に

つ
い
て
記
述
す
る
側
面
を
持
つ
、
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(

二
五)
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三

三

－
最
後
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
道
徳
判
断
の
真
偽
に
関

す
る
ハ
ー
マ
ン
の
相
対
主
義
説
が
、
判
断
対
象
に
対
す
る
判
断
者
の

情
動
的
態
度
を
十
分
に
す
く
い
取
れ
な
い
面
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。た

と
え
ば
二
人
の
人
物
が
同
一
の
事
柄
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自

分
自
身
の
有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
で
道
徳
判
断
を
下
し
、

し
か
も
両
者
の
判
断
が
食
い
違
っ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
二
つ
の

判
断
は
対
立
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
の
有
す

る
道
徳
的
枠
組
み
が
異
な
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
真
理
条
件

が
実
は
異
な
る
た
め
、
一
見
対
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
判
断
が
本

当
は
対
立
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
取
り
立
て
て
不
都
合
は
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
一
の
事
柄
に
対
し
て
、
自
ら
の
有
す

る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
で
肯
定
的
判
断
を
下
す
者
は
、
そ
の
事

柄
に
対
し
て
肯
定
的
な
情
動
的
態
度
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
逆
も
ま
た
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
両
者
の
間

、

、

に
は

判
断
の
真
偽
に
関
し
て
対
立
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど

情
動
的
態
度
に
関
し
て
は
不
一
致
が
存
在
す
る
と
言
え
る
。
こ
の
不

一
致
を
、
ハ
ー
マ
ン
の
相
対
主
義
説
は
す
く
い
取
れ
な
い
の
だ
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ハ
ー
マ
ン
の
相
対
主
義
説

の
内
的
不
整
合
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
。
道
徳
判
断
に
関
す
る

面
に
限
っ
て
言
う
な
ら
、
彼
の
相
対
主
義
説
は
あ
く
ま
で
も
、
判
断

（
す
な
わ
ち
、
あ
る
判
断
を
可
能
に
し
て
い
る
枠
組
み
そ

の
客
観
的
側
面

の
も
の
を
対
象
化
す
る
観
点
か
ら
そ
の
判
断
が
と
ら
え
ら
れ
た
場
合
に
認

に
の
み
言
及
す
る
説
で
あ
り
、
人
々
の
間
の
情
動

め
ら
れ
る
側
面
）

的
不
一
致
を
直
接
取
り
扱
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
説
で
は
な
い
か
ら

だ
。
し
か
し
、
ハ
ー
マ
ン
が
倫
理
学
の
理
論
を
包
括
的
に
構
築
し
よ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
を
う
ち
捨
て
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
実
際
、
ハ
ー
マ
ン
は
『
客
観
性
』
の
中
で
、
事
柄
に
対
す

る
情
動
的
態
度
を
言
語
的
に
表
現
可
能
に
す
る
べ
く
編
み
出
さ
れ
た

メ
タ
レ
ベ
ル
の
理
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の

(

二
六)

検
討
を
含
め
て
、
ハ
ー
マ
ン
の
倫
理
学
説
全
体
の
構
造
と
問
題
点
を

明
確
に
取
り
出
す
作
業
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。
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註
（

）

。

一

[
]

で
の
区
分
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

M
oser

and
C
arson

2001
,
pp.1-4

そ
れ
ぞ
れ
は
順
に

「
記
述
的(

)

相
対
主
義

「
メ
タ
倫
理
学
的

、

」

descriptive

(
)

相
対
主
義

「
道
徳
的
要
求(

)

の
相
対
主
義
」

m
etaethical

m
oral-requirem

ent

」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。

H
arm

an
and

T
hom

son
1996

,
pp.4-6.

（
二
）

[
]

ち
な
み
に
他
の
二
つ
も
挙
げ
る
と
、

・
道
徳
は
捨
て
去
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

・
相
対
的
な
道
徳
判
断
は
、
道
徳
的
思
考
に
お
い
て
引
き
続
き
重
要
な
役
割

を
果
た
す
。

ハ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
道
徳
的
相
対
主
義
を
道
徳
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か

ら
、
後
者
は
情
緒
主
義
な
ど
か
ら
区
別
す
る
と
い
う
意
義
を
有
す
る
。

な
お
、
後
に
本
文
中
に
登
場
す
る
テ
ー
ゼ
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
は
、
ハ
ー
マ
ン
自
身

が
『
客
観
性
』
冒
頭
で
掲
げ
て
い
る
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
の
で
、
注
意
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

H
arm

an
and

T
hom

son
1996

,
pp.8-11.

（
三
）

[
]

H
arm

an
and

T
hom

son
1996

,
p.12.

（
四
）

[
]

（

）

「

」

、

五

ハ
ー
マ
ン
は

道
徳
的
座
標
系(

)
を

a
m
oral

system
of

coordinates

諸
価
値
や
基
準
・
原
理
の
集
合
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
あ
れ
や
こ
れ
や
の

国
の
法
律
が
、
特
定
の
事
例
に
関
す
る
事
実
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
事
例
に
つ
い

て
何
が
違
法
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
道
徳
的
座
標
系
も
、

何
が
道
徳
的
に
間
違
っ
て
い
る
か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ハ
ー
マ
ン

は
、
あ
る
人
物
が
現
に
望
ん
で
い
る
価
値
観
が
た
だ
ち
に
道
徳
的
座
標
系
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
と
強
調
す
る
。
現
に
有
し
て
い
る
価
値
観
を
事
実
に
照
ら
し

て
合
理
的
に
改
訂
し
、
自
ら
に
と
っ
て
の
価
値
相
互
や
事
実
と
の
関
係
に
お
い

て
一
貫
性
を
保
つ
よ
う
に
調
節
す
る
な
ら
ば
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
価
値
観
が
、

H
arm

an
and

T
hom

son

そ
の
人
物
に
と
っ
て
の
道
徳
的
座
標
系
な
の
で
あ
る(

[
]

)

。
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,
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（
六
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（
七
）

[
]
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and

T
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son
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p.22.

（
八
）

[
]

（
九
）
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
程
度
の
害
で
あ
る
な
ら
、
自
分
で
他
者
に
与
え
よ
う

と
他
人
が
そ
れ
を
避
け
る
の
を
手
助
け
し
損
な
お
う
と
、
結
果
は
同
じ
だ
け
の

H
arm

an
and

T
hom

son
1996

,

害
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
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[
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)
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pp.24-25

H
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pp.11-15

M
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K
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一
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え
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2
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pp.114-115.

-
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,
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の
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訳
三
六
九

三
七
四
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cf.
H
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（
一
一
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一
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]

が
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も
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ぱ
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の
論
点
を
取
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扱
っ
て

H
arm
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1985

,
1986

い
る
。
そ
の
中
で
も[

]

で
は
、
道
徳
哲
学
を
す
す
め
る
際
、
科
学
に

1985
,
p.29

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
世
界
の
内
に
価
値
や
義
務
と
い
っ
た
も
の
の
占
め
る

位
置
が
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
心
を
抱
く
立
場
と
、
そ
の
点
に
関
心
を
抱

か
な
い
立
場
と
が
あ
る
と
さ
れ
、
前
者
が
「
自
然
主
義(

)

」
と
呼
ば

naturalism

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
法
は
、
先
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
よ
う
と
す
る
立

場
の
み
を
自
然
主
義
と
見
な
す
通
常
の
語
法
と
は
異
な
る
と
言
え
よ
う
（
し
た

が
っ
て
本
論
で
は
、
ハ
ー
マ
ン
自
身
が
「
あ
る
種
の
」
自
然
主
義
的
傾
向
を
有

す
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る

。）

H
arm

an
1986

,
p.61.

（
一
三
）

[
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（
一
四
）

[
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の
邦
訳
、
日
本
語
版
へ
の
序
、
ⅰ
頁
。

H
arm

an
1977

H
arm

an
1986

,
pp.60-61.

（
一
五
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]

（
一
六
）

[
]

（
邦
訳
一
〇

一
一
頁
）

H
arm

an
1977

,
p.7.

－

（
一
七
）
Ｎ
・
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
あ
る
種
の
道
徳
的
事
実
が
、
道
徳
的
説
明

、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
お
い
て
十
分
な
機
能
を
果
た
す
と
主
張
し
、
ハ
ー
マ
ン
に
反
論
す
る
。
た
と
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、「

」

、

え
ば

擁
護

論
文
で
ハ
ー
マ
ン
自
身
が
持
ち
出
し
た
ヒ
ト
ラ
ー
を
例
に
挙
げ

「

」

、

ヒ
ト
ラ
ー
が
道
徳
的
に
邪
悪
で
あ
る(

)

と
い
う
こ
と
が

m
orally

depraved

ヒ
ト
ラ
ー
の
邪
悪
さ
に
関
す
る
私
た
ち
の
信
念
を
説
明
す
る
、
と
言
う
。
つ
ま

り
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
道
徳
的
性
格
は
彼
が
な
し
た
数
々
の
所
業
を
説
明
す
る
で
あ

ろ
う
し
、
彼
が
そ
う
し
た
所
業
を
重
ね
た
こ
と
は
私
た
ち
が
彼
の
邪
悪
さ
に
つ

い
て
有
す
る
信
念
を
説
明
す
る
だ
ろ
う
、
す
る
と
間
接
的
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
道

徳
的
性
格
に
関
す
る
事
実
が
私
た
ち
の
（
観
察
に
基
づ
く
）
信
念
を
説
明
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
わ
け
だ(

[
]

)

。
こ
の
反
論
に
対
し

S
turgeon

1985
,
p.54,

63

て
ハ
ー
マ
ン
は
、
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
の
例
に
あ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
説
明
が
、
道

徳
的
主
張
や
理
論
を
世
界
に
照
ら
し
て
テ
ス
ト
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
な
説

明
で
は
な
い
、
と
述
べ
る(

[
]

も
参
照)

。

H
arm

an
1986

,
pp.61-62.

pp.63-64

そ
れ
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結
局
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
ま
つ
わ
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よ
う
な
自
然
的
特
徴
が
彼
に
そ
う

、
、
、

し
た
所
業
を
重
ね
さ
せ
た
の
か
に
つ
い
て
の
（
科
学
理
論
と
類
似
の
）
理
論
の

中
に

「
ヒ
ト
ラ
ー
の
邪
悪
さ
」
と
い
う
非
自
然
的
道
徳
的
事
実
が
登
場
す
る
余

、

、
、
、
、

地
が
な
い
か
ら
だ
。
ハ
ー
マ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
必
要
と
さ

れ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
道
徳
的
説
明
の
提
示
に
成
功
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

（
一
八
）
あ
る
状
況
で
あ
る
行
為
者
に
あ
る
タ
イ
プ
の
行
為
を
な
す
理
由
が
あ

る
か
否
か
と
い
う
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と
を
、
関
係
的
な
構
造
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有
す
る
道
徳
的
事
実
と
し
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理

H
arm

an
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,

解
し
よ
う
と
す
る
ハ
ー
マ
ン
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

[
]

（
邦
訳
二
三
一

二
三
二
頁
）
を
参
照
。

pp.131-132
－

H
arm

an
1986

,
p.66.

（
一
九
）

[
]

（
二
〇
）
実
際

「
擁
護
」
論
文
で
は
、
行
為
者
が
あ
る
タ
イ
プ
の
行
為
を
な
す

、

理
由
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
判
断
を
総
称
し
て
内
的
判
断

(
)

と
呼
び
、
そ
の
論
理
的
形
式
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
に
語
っ

inner
judgm

ents

て
い
る(

[
]

[
]

の
邦
訳
三

H
arm

an
1975

,
pp.8-11.

M
eiland

and
K
rausz

1982

六
五

三
六
九
頁)

。
そ
れ
以
降
の
著
述
で
、
ハ
ー
マ
ン
は
「
内
的
判
断
の
論
理

－

的
形
式
」
に
こ
と
さ
ら
言
及
し
て
い
な
い
。
し
か
し
ハ
ー
マ
ン
は
（
註
二
五
で

見
る
よ
う
に

、
客
観
的
な
理
由
の
存
在
を
含
意
し
て
い
る
道
徳
判
断
が
存
在
す

）

る
こ
と
を[

]

で
も
認
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
判
断
が
固
有
の

1996

意
味
論
的
形
式
を
有
す
る
と
い
う
考
え
を
持
ち
続
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。

（
二
一
）

[
]

ま
た
ハ
ー
マ
ン
自
身
は
、
公
平
無
私
な
観
望

H
arm

an
1986

,
p.65.

者
を
「
私
心
が
な
く
、
十
分
に
情
報
に
通
じ
て
い
て
、
関
連
す
る
事
実
を
鮮
明

に
意
識
し
て
い
る
」
者
と
し
て
描
い
て
い
る(

[
]

邦
訳
七
七

H
arm

an
1977

,
p.44.

頁)

。

H
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an
and

T
hom

son
1996
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pp.158-159.

（
二
二
）

[
]

H
arm

an
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T
hom

son
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（
二
三
）
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]

H
arm

an
and

T
hom

son
1996

,
pp.62-63.

（
二
四
）

[
]

（
二
五
）
道
徳
判
断
が
一
般
に
記
述
的
要
素
を
含
む
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
客

観
的
な
理
由
を
含
意
す
る
道
徳
判
断
（
註
二
〇
で
触
れ
た
内
的
判
断
も
そ
の
一

例
）
を
、
判
断
を
下
す
者
が
有
す
る
道
徳
的
枠
組
み
と
の
関
係
に
お
い
て
下
す

な
ら
、
そ
も
そ
も
そ
の
種
の
含
意
を
有
す
る
判
断
で
は
な
し
え
な
い
こ
と
を
な

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
不
適
切
な
態
度
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
マ
ン
は
、
道
徳
的
相
対
主
義
者
が
道
徳
判
断
を
下
す

H
arm

an

場
合
、
こ
の
種
の
不
適
切
に
陥
ら
な
い
よ
う
、
注
意
を
促
し
て
い
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[
]
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)

。
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お
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文
献
か
ら
の
引
用
文
は
《
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に
入
れ
て
示
し
た
。
訳
文
は
田
中
に

よ
る
。
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Gilbert Harman's Logic in his Theory of Moral Relativity

Kazuma TANAKA

In this paper, I intend to make clear the logical structure which enables Gilbert
Harman to make his theory of moral relativity consistent as a whole.

On the basis of the theory of moral conventions, which are maintained through
continual tacit bargaining and adjustment, Harman explains relativistic aspects each
person's moral framework has. In his recent works, thus, the theory of moral
conventions is introduced as the one which is able to explain actual moral diversity
and other phenomena concerning morality more appropriately than any other
theories, including those of moral absolutism. On the other hand, however, this
theory is also accepted from a naturalistic kind of view Harman seems to have kept.
He thinks that, in order to prevent moral theories from degenerating into moral
psychology, it must be possible to give our intuitive moral judgments attained
through observations the explanations made in the way similar to science. To attain
this, then, the theory of moral conventions is required which implies a thesis that the
reasons for each person to act morally stem from his or her affective attitudes.

As a result, Harman's theory of moral relativity includes two sorts of metaethical
theories about moral features, the one is called a "theory of practical reasoning," the
other often called an "impartial spectator theory." Each of them, further, can be
understood as theories about the truth of moral judgments which can describe moral
facts.




