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ど
の
よ
う
に
行
為
す
べ
き
な
の
か
？
（
六
）

　
　

―
道
徳
に
つ
い
て
の
生
徒
た
ち
の
会
話

―

E
・
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
／
C
・
ロ
ペ
ス
／
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・
M
・
ビ
ク
ー
ニ
ャ　

著

鈴　

木　

崇　

夫　

訳

要
旨　

こ
の
章
で
は
ま
ず
、
動
物
に
み
ら
れ
る
本
能
的
利
他
主
義
と
人
間
に
み
ら
れ
る
規
範
的
利
他
主
義
の
違
い
が
論
じ
ら
れ
、

本
来
の
意
味
で
道
徳
的
と
呼
ば
れ
う
る
の
は
後
者
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。筆
者
た
ち
は
道
徳
の
根
本
規
範
を
、

〈
他
の
人
び
と
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
、
他
の
人
び
と
を
人
と
し
て
承
認
す
べ
き
で
あ
る
〉
と
い
う
義
務
の
う
ち
に
み
る
。
そ

し
て
、他
の
人
び
と
を
人
と
し
て
承
認
す
る
と
は
、他
の
人
び
と
の
権
利
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、と
述
べ
る
。

次
に
、
承
認
と
敬
意
は
共
感
（
好
感
、
好
意
、
愛
情
）
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
共
感
は
、

あ
ま
り
に
も
限
界
が
あ
り
す
ぎ
、
ま
た
、
不
安
定
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
筆
者
た
ち
に
よ
れ
ば
道
徳
は
、
共
感
の
拡
張
と
い
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
共
感
に
備
わ
る
限
界
を
補
う
も
の
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
暴
力
や
戦
争
へ
と
導
き
か
ね
な
い
反

感
（
嫌
悪
、
敵
意
、
憎
悪
）
と
い
う
感
情
を
ど
の
よ
う
に
克
服
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
共
感
・
反
感
、
道
徳
、
倫
理

〔
承
前
。
今
回
は
、
第
七
章
を
訳
出
し
た
。
原
著（
二
〇
〇
〇
年
出
版
）は
、ド
イ
ツ
の
レ
ク
ラ
ム
文
庫
の
一
冊
。
著
者
と
著
作
の
紹
介
、
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お
よ
び
本
翻
訳
開
始
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、『
清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
二
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
所
収
の
「
訳
者

に
よ
る
前
書
き
」
に
記
し
て
あ
る
。〕

目　
　

次

　

序
文

　

第
一
章　

最
も
ひ
ど
い
犯
罪
行
為
は
何
か
？

　

第
二
章　

ど
ん
な
種
類
の
盗
み
も
同
じ
よ
う
に
人
に
害
を
与
え
る
の
か
？

　

第
三
章　

け
っ
し
て
他
者
を
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
の
か
？

　

第
四
章　

約
束
す
る
こ
と
と
欺
く
こ
と

　

第
五
章　

黄
金
律
と
敬
意

　

第
六
章　

連
帯

―
人
助
け
の
義
務

　

第
七
章　

共
感
と
反
感

　

第
八
章　

罰
と
責
任

　

第
九
章　

徳
と
自
己
決
定

　

第
十
章　

人
生
の
意
味

第
七
章　

共
感
と
反
感

　

数
日
後
、
生
物
の
授
業
で
新
し
い
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
た
。
進
化
論
で
あ
る
。
担
当
の
モ
ン
タ
先
生
は
、
地
球
の
歴
史
に
お
け
る
生
物
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種
の
発
達
に
つ
い
て
大
ま
か
な
説
明
を
終
え
た
。
す
る
と
、
す
か
さ
ず
グ
ロ
ー
リ
ア
が
質
問
し
た
。

「
先
生
、
も
し
私
た
ち
人
間
が
動
物
界
か
ら
発
達
し
て
き
た
と
い
う
の
が
本
当
な
ら
、
人
と
し
て
お
互
い
に
敬
意
を
払
い
合
う
と
い
っ

た
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」

「
動
物
た
ち
は
、
道
徳
と
呼
べ
る
も
の
を
ま
だ
持
っ
て
は
い
ま
せ
ん
」

「
本
当
で
す
か
？
」
と
エ
マ
ヌ
エ
ル
は
驚
い
て
尋
ね
た
。「
動
物
た
ち
だ
っ
て
、
自
分
を
顧
み
な
い
で
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」

「
ま
あ
、
そ
れ
は
〈
道
徳
〉
と
い
う
言
葉
を
ど
う
定
義
す
る
か
に
よ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
単
に
利
他
的
行
為
あ
る
い
は
利
他
主
義
と

い
う
意
味
で
理
解
す
る
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
動
物
も
何
ら
か
の
道
徳
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、〈
道
徳
〉
と
〈
利
他

主
義
〉
と
い
う
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
区
別
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
す
。
動
物
に
み
ら
れ
る
利
他
主
義
は
、
本
能
に
導
か
れ
た
も
の
で
す
か

ら
ね
」

「
利
他
主
義
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
質
問
し
た
。

「
利
他
主
義
は
利
己
主
義
の
反
対
で
す
。
自
分
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
行
動
は
利
己
的
と
呼
ば
れ
ま
す
。
他
の
人
た
ち
の
利
益
の

た
め
に
な
さ
れ
る
行
動
は
利
他
的
で
す
。
た
と
え
ば
母
親
が
子
ど
も
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
利
他
的
な
行
動
で

す
。
人
間
か
動
物
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
れ
を
利
他
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
天
敵
の
猛
禽
を
目
に
し
て
鳥
が
警

告
の
叫
び
を
発
す
る
の
も
、
利
他
的
な
振
る
舞
い
で
す
。
と
い
う
の
も
叫
び
声
を
出
す
こ
と
で
そ
の
鳥
は
、
他
の
鳥
た
ち
に
天
敵
が
い

る
こ
と
を
知
ら
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
天
敵
の
注
意
を
自
分
に
引
き
付
け
る
か
ら
で
す
。
た
だ
動
物
の
場
合
、
そ
う
し
た
行
動
は
本
能

の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
動
物
は
一
定
の
仕
方
で
行
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
人
間
は
、

自
分
が
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
い
の
か
、
よ
く
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人
間
の
利
他
主
義
が
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
規
範

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
そ
の
こ
と
と
関
係
が
あ
り
ま
す
」
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「
規
範
っ
て
何
で
し
ょ
う
か
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
質
問
し
た
。

「
規
範
と
は
、行
動
の
規
則
の
こ
と
で
す
。
規
範
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、〈
当べ

為き

〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、〈
人

を
殺
す
べ
き
で
は
な
い
〉
と
い
う
ふ
う
に
ね
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
鳥
が
警
告
の
叫
び
を
発
す
る
の
は
、
そ
う
す
べ
き
だ
か
ら
と
い
う

理
由
に
よ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鳥
自
身
に
と
っ
て
は
、
理
由
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
鳥
が
そ
う
す
る
の

は
、
そ
う
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
す
。
こ
こ
に
人
間
と
動
物
と
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
場
合
は
、
行
動
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、
必
ず
そ
の
と
お
り
に
行
動
す
る
か
と
い
う
と
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
人
間
は
自
由
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、

人
間
は
、
行
動
す
べ
き
で
あ
る
の
と
は
別
な
ふ
う
に
も
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
規
範
が
す
べ
て
道
徳
的
な
命
令
で
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
ゲ
ー
ム
や
ス
ポ
ー
ツ
の
規
則
も
規
範
で
す
し
、
規
範
に
は
他
に
も
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
り
ま
す
」

「
で
は
、
道
徳
の
特
徴
は
何
な
の
で
す
か
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
質
問
し
た
。

「
ど
ん
な
規
範
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
い
と
き
に
は
、
そ
の
規
範
を
守
ら
な
い
と
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
だ
ろ
う
か
と

自
問
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
チ
ェ
ス
や
サ
ッ
カ
ー
を
し
て
い
る
と
き
に
あ
な
た
が
そ
の
規
則
に
、つ
ま
り
そ
の
規
範
に
違
反
す
る
な
ら
、

他
の
人
た
ち
は
あ
な
た
と
そ
れ
以
上
チ
ェ
ス
や
サ
ッ
カ
ー
を
続
け
よ
う
と
は
思
わ
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
ち
が
っ
て
、
道
徳
的

規
範
の
特
徴
は
、
そ
れ
に
違
反
す
る
と
他
の
人
た
ち
が
憤
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
」

「
憤
り
に
つ
い
て
は
、
先
日
イ
バ
ラ
先
生
が
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
憤
り
と
怒
り
と
罪
悪
感
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
、
と
先
生

は
言
っ
て
い
ま
し
た
。
他
の
人
が
そ
れ
を
す
れ
ば
憤
り
を
招
く
よ
う
な
行
動
の
場
合
、
そ
れ
を
自
分
自
身
が
行
え
ば
そ
の
人
は
罪
悪
感

を
い
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
」

「
そ
の
と
お
り
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
道
徳
的
感
情
と
道
徳
的
規
則
と
を
関
連
づ
け
な
い
で
は
、
私

た
ち
は
道
徳
的
規
則
そ
の
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
道
徳
的
に
何
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
私
た
ち
は
、
ま

ず
そ
れ
を
学
ん
で
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
動
物
の
場
合
と
ち
が
っ
て
、
道
徳
的
規
則
は
本
能
に
備
わ
る
法
則
性
と
い
っ
た
も
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の
で
は
な
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
人
間
の
場
合
、
利
他
主
義
は
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
規
範
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
本
来

は
こ
の
よ
う
な
規
範
的
利
他
主
義
だ
け
を
道
徳
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
人
間
に
み
ら
れ
る
ど
の
利
他
主
義
も
道

徳
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
愛
情
や
共
感
か
ら
行
動
す
る
場
合
は
、
そ
の
よ
う
に
行
動
す
べ
き
0

0

で
あ
る
か
ら
と
い
う

理
由
で
私
た
ち
が
行
動
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
と
は
い
え
、
共
感
か
ら
行
動
し
て
い
る
と
き
で
も
、
そ
の
行
動
は

動
物
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
い
つ
だ
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
な
ふ
う
に
行
動
す
る
こ

と
も
で
き
る
か
ら
で
す
」

「
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
言
っ
た
。「
い
っ
た
い
道
徳
的
規
範
と
い
う
こ
と
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
て
い
る
の
で
す
か
」

「
あ
な
た
た
ち
は
き
っ
と
黄
金
律
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
ね

―
〈
人
か
ら
さ
れ
た
く
な
い
こ
と
は
人
に
も
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と

い
う
例
の
規
則
で
す
。
さ
て
、
な
ぜ
そ
う
行
動
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
根
本
的
な
規
範
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
だ
、

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
根
本
的
な
規
範
と
は
、
他
の
人
び
と
に
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
、
他
の
人
び
と
を
人
と
し
て
承
認
す

べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
他
の
人
び
と
を
人
と
し
て
承
認
す
る
と
は
、
他
の
人
び
と
の
権
利
を
承
認
す
る
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
が
一
定
の
権
利
を
持
っ
て
お
り
、
も
し
あ
る
人
が
と
く
に
自

分
と
近
い
関
係
に
あ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
自
分
の
両
親
で
あ
っ
た
り
友
人
で
あ
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
人
は
特
別
な
権
利

を
持
っ
て
い
る

―
。
そ
う
し
た
こ
と
を
私
た
ち
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
ま
す
。
他
の
人
び
と
の
権
利
に
は
、
私
た
ち

の
義
務
が
対
応
し
て
い
ま
す
。
a
が
b
に
対
し
て
あ
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
b
は
a
に
対
し
て
あ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
逆
に
、
b
が
a
に
対
し
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
は
、
a
が
b
に
対
し
て
権
利
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
さ
て
、
こ
れ
で
、
道
徳
的
利
他
主
義
と
動
物
の
利
他
主
義
と
の
違
い
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
明
確
な
説
明
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
道
徳
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
義
務
な
の
で
す
。
義
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
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た
と
え
ば
、
約
束
を
守
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
動
物
の
場
合
に
は
、
義
務
や
当べ

為き

に
つ
い
て
云
々
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
」

「
だ
と
す
る
と
、
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
も
敬
意
を
払
う
べ
き
で
あ
っ
て
そ
れ
は
道
徳
的
な
義
務
な
の
だ
、
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
か
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
知
り
た
が
っ
た
。

「
そ
の
と
お
り
で
す
よ
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
答
え
た
。

「
い
ま
の
お
話
で
ま
だ
よ
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
言
っ
た
。「
い
っ
た
い
な
ぜ
共
感
で
は
不
十
分
な

の
で
す
か
」

「
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
共
感
は
、
あ
ま
り
に
も
限
界
が
あ
り
す
ぎ
る
し
、
ま
た
、
不
安
定
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
時
と
し
て

私
た
ち
は
、
と
て
も
親
し
い
人
間
に
対
し
て
も
憎
し
み
の
感
情
を
抱
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
奇
妙
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
は
、
自
分
が
好
き
な
人
間
を
も
憎
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
反
感
が
そ
の
ま
ま
公
然
た
る
憎
し
み
に
移
行
す
る
の
は

よ
く
あ
る
こ
と
で
、
一
方
の
憎
し
み
は
他
方
の
憎
し
み
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
そ
し
て
憎
し
み
合
い
が
暴
力
沙
汰
に
至
る
こ
と
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
戦
争
に
至
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
す
。
も
し
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
共
感
と
反
感
だ
け
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
私
た

ち
の
社
会
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
か
、
想
像
で
き
ま
す
か
」

「
そ
う
な
っ
た
ら
、
ゴ
ロ
ツ
キ
が
支
配
す
る
社
会
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
言
っ
た
。

「
た
し
か
に
そ
う
だ
」と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
同
意
し
た
。「
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
す
ぐ
に
殴
り
合
い
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
ね
」

「
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
共
感
に
備
わ
る
そ
う
し
た
限
界
を
補
う
の
が
道
徳
な
の
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
モ
ン
タ
先
生

は
話
を
ま
と
め
は
じ
め
た
。「
道
徳
は
共
感
の
拡
張
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
言
う
人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。

承
認
と
敬
意
は
、
共
感
と
は
別
の
も
の
で
す
。〈
彼
ら
が
あ
な
た
の
気
に
入
ら
な
く
と
も
、
あ
な
た
は
彼
ら
に
敬
意
を
払
う
べ
き
だ
〉

と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
道
徳
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
ま
す
」
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休
み
時
間
に
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
他
の
生
徒
た
ち
に
、
モ
ン
タ
先
生
の
説
明
を
ど
う
思
う
か
尋
ね
て
み
た
。

「
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
ま
だ
整
理
が
つ
い
て
い
な
い
の
」
と
カ
ミ
ラ
は
言
っ
た
。

「
何
か
引
っ
か
か
る
こ
と
が
あ
る
の
？
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
訊
い
た
。

「
も
と
も
と
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
人
間
に
も
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
両
親
が
私
に
言
う
こ
と
も
正
し
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
。
嫌
い
な
人
た
ち
に
対
し
て
も
礼
儀
正
し
く
し
な
さ
い
、
っ
て
両
親
か
ら
よ
く
言
わ
れ
る
の
」

「
そ
れ
で
？
」

「
よ
く
家
に
来
る
の
だ
け
れ
ど
、そ
の
た
び
に
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
う
伯
母
が
い
る
の
よ
。
そ
の
伯
母
が
こ
の
あ
い
だ
病
気
に
な
っ
て
、

ず
っ
と
横
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
母
は
私
に
、
伯
母
さ
ん
の
お
見
舞
い
に
行
っ
て
き
な
さ
い
、
っ
て
言
っ
た
わ
。
伯

母
さ
ん
は
寂
し
い
思
い
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
っ
て
。
も
ち
ろ
ん
私
は
そ
ん
な
こ
と
、
真
っ
平
だ
っ
た
わ
。
で
も
母
は
、
た
と
え
行

き
た
く
な
く
て
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
よ
、
と
言
っ
た
の
。
そ
う
す
る
の
は
人
と
し
て
の
務
め
な
の
よ
、
っ
て
。
そ
れ
で
私

は
、
歯
ぎ
し
り
す
る
思
い
で
伯
母
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
わ
」

「
き
っ
と
お
母
さ
ん
は
、
そ
の
機
会
を
通
し
て
、
人
を
尊
重
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
あ
な
た
に
わ
か
ら
せ
よ
う
と
し
た
の

ね
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
は
言
っ
た
。「
た
と
え
気
に
入
ら
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
人
間
に
対
す
る
敬
意
を
そ
の
人
に
も
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
よ
」

「
ぼ
く
も
そ
う
思
う
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
言
っ
た
。「
で
も
カ
ミ
ラ
、
そ
の
時
に
す
ぐ
に
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
い
？
」

「
ど
れ
ほ
ど
私
が
そ
の
と
き
頭
に
き
て
い
た
か
、
あ
な
た
に
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
わ
。
母
親
は
物
事
を
し
っ
か
り
見
て
い
た

ん
だ
っ
て
、
今
と
な
っ
て
は
思
う
け
ど
、
当
時
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
」

「
尊
重
と
か
敬
意
と
か
は
、
自
分
の
友
だ
ち
や
親
し
い
人
間
以
外
の
人
に
し
か
か
か
わ
ら
な
い
話
の
よ
う
に
ぼ
く
は
思
う
け
ど
」
と
ア

ル
ヴ
ァ
ロ
は
言
っ
た
。
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「
ど
う
し
て
？
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
尋
ね
た
。

「
友
だ
ち
だ
っ
て
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
っ
て
、
私
は
思
っ
て
い
る
わ
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
は
、
何
か
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
答
え
よ
う
と

す
る
前
に
言
っ
た
。

「
自
分
の
家
族
だ
っ
て
ま
っ
た
く
同
じ
だ
わ
」
と
カ
ミ
ラ
は
言
い
添
え
た
。

「
で
も
逆
に
、
親
た
ち
も
ぼ
く
た
ち
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
思
う
よ
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
言
っ
た
。

「
ど
う
し
て
そ
こ
に
こ
だ
わ
る
の
？
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
は
知
り
た
が
っ
た
。

「
そ
れ
は
ね
、
親
た
ち
は
た
し
か
に
ぼ
く
た
ち
の
こ
と
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
で
も
、
必
要
な
敬
意
や
尊
重
を
ぼ
く
た
ち

に
対
し
て
払
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
さ
」

「
話
が
よ
く
見
え
な
い
け
ど
？
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
言
っ
た
。

「
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
ん
だ
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
話
し
は
じ
め
た
。「
こ
の
あ
い
だ
母
の
友
だ
ち
が
訪
ね
て
き
た
。
小
さ
な
子

ど
も
も
い
っ
し
ょ
に
連
れ
て
ね
。
ぼ
く
の
母
は
そ
の
子
が
大
好
き
で
、
そ
の
場
で
そ
の
子
に
何
か
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
し
よ
う
と
思
っ
た
。

そ
こ
ま
で
は
い
い
ん
だ
。
で
も
、
母
が
そ
の
子
に
あ
げ
た
の
は
、
よ
り
に
よ
っ
て
ぼ
く
の
レ
ー
シ
ン
グ
カ
ー
だ
っ
た
！　

そ
の
と
き
ぼ

く
は
家
に
い
な
く
て
、
夕
方
に
帰
宅
し
て
か
ら
す
べ
て
が
わ
か
っ
た
。
い
く
ら
な
ん
で
も
、
ち
ょ
っ
と
ひ
ど
い
よ
ね
。
だ
っ
て
、
そ
う

い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
ぼ
く
に
断
っ
た
あ
と
で
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
？　

母
の
や
っ
た
こ
と
は
、
ぼ
く
に
対
す
る
尊
重
を
ま
っ
た

く
欠
い
た
も
の
だ
と
思
う
」

「
そ
の
と
お
り
だ
わ
」
と
カ
ミ
ラ
は
言
っ
た
。「
親
た
ち
も
不
当
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
あ
る
っ
て
、
私
も
思
う
。
誕
生
日
の
と
き
私

た
ち
は
限
ら
れ
た
数
の
友
だ
ち
し
か
呼
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
の
に
、
親
た
ち
は
誰
彼
な
く
親
戚
を
招
待
し
て
い
る
！
」

「
と
い
う
こ
と
は
、
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
の
言
っ
た
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
正
し
く
な
い
わ
け
だ
ね
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
言
っ
た
。「
尊
重
す
べ
き
な

の
は
、
相
手
が
友
だ
ち
や
知
り
合
い
で
な
い
と
き
に
限
る
、
と
い
う
考
え
は
。
自
分
が
好
意
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
に
対
し
て
も
、
ぼ
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く
ら
は
敬
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
よ
」

「
で
も
、
あ
る
人
の
こ
と
が
好
き
な
の
に
そ
の
人
を
尊
重
し
な
い
だ
な
ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
か
な
？
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
尋

ね
た
。

「
さ
っ
き
一
つ
例
を
挙
げ
た
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
」
と
カ
ミ
ラ
は
言
っ
た
。「
他
に
も
う
一
人
、あ
る
友
だ
ち
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
わ
。

そ
の
友
だ
ち
の
家
族
は
い
つ
も
彼
の
こ
と
を
抱
き
し
め
た
り
キ
ス
し
た
り
す
る
の
よ
。
彼
は
そ
れ
が
嫌
で
嫌
で
し
ょ
う
が
な
い
。
け
れ

ど
も
、
お
母
さ
ん
も
お
姉
さ
ん
た
ち
も
彼
の
こ
と
が
可
愛
く
て
仕
方
が
な
い
の
で
、
嫌
が
ら
れ
て
も
つ
い
つ
い
そ
う
し
て
し
ま
う
。
ぼ

く
は
人
形
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
ん
だ
、
っ
て
彼
は
こ
ぼ
し
て
い
た
わ
。
自
分
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
に
は
彼
は
な
れ

な
い
の
だ
け
れ
ど
、
家
族
が
み
ん
な
彼
の
こ
と
を
好
き
な
の
は
確
か
な
わ
け
」

「
私
の
従
兄
弟
に
も
同
じ
よ
う
な
目
に
あ
っ
て
い
る
子
が
い
る
わ
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
言
っ
た
。「
彼
の
こ
と
を
お
母
さ
ん
が
学
校
ま

で
車
で
送
っ
て
く
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
別
れ
ぎ
わ
に
い
つ
も
そ
の
お
母
さ
ん
は
彼
に
し
っ
か
り
と
キ
ス
を
す
る
の
。
彼
は
そ
れ
が
死
ぬ

ほ
ど
嫌
な
の
よ
。
だ
っ
て
、
そ
の
こ
と
で
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
た
ち
が
大
袈
裟
に
囃
し
立
て
る
か
ら
。
私
は
、
叔
母
さ
ん
が
も
っ
と
彼
の
言

う
こ
と
を
真
剣
に
受
け
取
っ
て
、
み
ん
な
が
見
て
い
る
前
で
何
度
も
彼
に
キ
ス
す
る
よ
う
な
こ
と
は
や
め
る
べ
き
だ
と
思
う
わ
」

「
そ
れ
ぞ
れ
と
て
も
よ
い
例
だ
と
思
う
な
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
言
っ
た
。「
両
立
す
る
は
ず
が
な
い
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
考
え
た
こ
と
は
、

実
際
に
は
同
時
に
成
り
立
つ
こ
と
が
と
て
も
多
い
。
誰
か
が
あ
る
人
を
好
き
で
た
ま
ら
な
い
と
し
て
も
、
好
き
な
相
手
を
そ
の
人
が
押

さ
え
つ
け
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
起
き
て
し
ま
う
。
愛
は
た
し
か
に
あ
る
の
だ
け
ど
、
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
が
欠
け
て

し
ま
っ
て
い
る
」

「
子
ど
も
が
仕
事
を
選
ぶ
と
き
に
親
が
口
出
し
し
て
く
る
の
も
、
同
じ
だ
よ
ね
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
言
っ
た
。「
親
が
そ
う
す
る

の
は
、
特
定
の
仕
事
に
つ
い
た
ほ
う
が
あ
と
で
子
ど
も
が
幸
せ
に
な
れ
る
っ
て
思
う
か
ら
な
の
は
確
か
だ
け
れ
ど
、
子
ど
も
自
身
が
何

を
し
た
い
の
か
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
無
頓
着
な
親
も
い
る
。
子
ど
も
の
決
定
も
尊
重
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
ん
だ
っ
て
こ
と
を
、
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彼
ら
は
考
え
て
み
よ
う
と
も
し
な
い
ん
だ
」

「
で
も
、
親
の
言
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
正
し
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
け
ど
ね
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
言
っ
た
。「
ま
あ
、
ど
っ
ち
に
し
て
も
、

ぼ
く
の
親
た
ち
は
そ
ん
な
と
き
は
何
も
指
図
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
よ
」

「
そ
れ
な
ら
喜
ば
な
く
ち
ゃ
。
ご
両
親
は
あ
な
た
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
」
と
カ
ミ
ラ
が
言
っ
た
。「
と
に

か
く
ご
く
一
般
化
し
て
言
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
ね
。
愛
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
尊
重
と
敬
意
が
さ
ら
に
加
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
っ
て
」

「
ま
さ
に
君
の
言
う
と
お
り
だ
よ
、カ
ミ
ラ
」と
マ
ヌ
エ
ル
は
こ
の
結
論
を
支
持
し
た
。「
つ
ま
り
、誰
か
が
あ
る
人
を
愛
し
て
い
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
、
そ
の
相
手
を
そ
の
人
が
尊
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
ん
だ
。
そ
し
て
そ
の
逆
に
、
尊
重
し
て
い

る
相
手
を
必
ず
し
も
同
時
に
愛
し
て
い
る
必
要
は
な
い
」

　

そ
の
翌
日
、
生
物
の
授
業
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
と
き
に
グ
ロ
ー
リ
ア
は
、「
あ
の
う
、
モ
ン
タ
先
生
」
と
口
を
開
い
た
。「
先
生
は
前

回
の
授
業
の
と
き
に
、い
つ
で
も
お
互
い
に
尊
重
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
人
間
の
義
務
に
つ
い
て
説
明
し
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
一
つ
質
問
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
」

「
私
な
ら
大
丈
夫
で
す
よ
、
グ
ロ
ー
リ
ア
。
で
も
手
短
か
に
ね
。
授
業
も
進
め
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
か
ら
」

「
よ
く
理
解
で
き
な
い
で
い
る
の
は
次
の
こ
と
な
の
で
す
。周
り
の
人
間
に
対
す
る
敬
意
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

ど
う
し
て
子
ど
も
が
別
の
子
ど
も
を
い
じ
め
る
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
の
で
す
か
。
そ
れ
が
何
か
自
分
の
利
益
に
な
る
と
い
う
の
な

ら
ま
だ
し
も
、
相
手
を
怒
ら
せ
た
り
馬
鹿
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
た
だ
楽
し
い
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
い
じ
め
が
行
わ
れ
る
こ
と
も

よ
く
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
敬
意
と
い
っ
た
も
の
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
の
と
ー
り
！
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
突
然
大
声
を
出
し
た
。「
そ
う
し
た
奴
ら
は
何
で
も
や
り
た
い
放
題
だ
！　

卑
劣
な
こ
と
を
し

て
喜
ん
だ
り
、体
の
欠
陥
を
笑
い
の
タ
ネ
に
し
た
り
、ひ
ど
い
あ
だ
名
を
つ
け
た
り
。
待
て
よ
…
…
い
ま
気
づ
い
た
け
ど
…
…
う
ー
ん
、
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ど
れ
も
こ
れ
も
自
分
だ
っ
て
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
！
」。
そ
し
て
少
し
声
を
弱
め
て
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
付
け
加
え
た
。「
だ
け
ど
昔
と
く

ら
べ
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
あ
ま
り
し
な
く
な
っ
た
…
…
で
も
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
あ
る
…
…
」

「
子
ど
も
た
ち
の
そ
う
し
た
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
、
心
理
学
者
た
ち
が
説
明
を
与
え
て
い
ま
す
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
子

ど
も
た
ち
が
他
の
子
ど
も
た
ち
を
怒
ら
せ
る
の
は
自
尊
心
が
ま
だ
発
達
し
て
い
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
の
が
心
理
学
者
の
考
え
で
す
。

子
ど
も
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
人
間
な
の
か
、
ど
ん
な
価
値
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
知
り
た
が
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
彼
ら
は
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
他
の
子
ど
も
た
ち
と
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
の
で
す
」

「
な
ぜ
そ
れ
が
意
地
悪
と
結
び
つ
く
の
で
す
か
」
と
カ
ミ
ラ
が
尋
ね
た
。

「
他
の
子
ど
も
た
ち
を
打
ち
負
か
す
た
め
の
一
つ
の
方
法
が
、
意
地
悪
を
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
周
囲
の
も
の
が
み
ん
な
無
価
値
だ

と
し
た
ら
、
そ
れ
と
の
比
較
で
あ
っ
と
い
う
間
に
自
分
が
価
値
あ
る
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
ね
」

「
で
も
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
ひ
ど
い
こ
と
で
す
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
思
い
を
口
に
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
モ
ン
タ
先
生
は
、「
そ
れ
は
通
過
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
必
要
な
こ
と
な
の
で
、
度
を
越
さ
な
い
か
ぎ
り
は
そ
れ
ほ
ど

問
題
に
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
応
え
た
。

「
ど
う
い
う
と
き
に
度
を
越
し
た
こ
と
に
な
る
と
先
生
は
考
え
て
い
る
の
で
す
か
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
は
知
り
た
が
っ
た
。

「
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
わ
」
と
カ
ミ
ラ
が
言
っ
た
。「
私
が
誰
か
を
、
た
と
え
ば
あ
な
た
の
こ
と
を
、
ひ
ど
く
怒
ら
せ
よ
う
と
思

う
な
ら
ば
、
あ
な
た
を
〈
出
目
金
〉
っ
て
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
あ
な
た
は
、
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
な
出
っ
張
っ
た
目
を
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
知
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
場
合
な
ら
、
そ
れ
は
罪
の
な
い
か
ら
か
い
に
す
ぎ
な
い
わ
。
で
も
も
し
私
が
同

じ
こ
と
を
、
実
際
に
そ
う
い
う
目
を
し
て
い
る
人
に
言
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
人
を
深
く
傷
つ
け
る
か
も
し
れ
な
い
ひ
ど
い
行
な

い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
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「
た
だ
し
、他
の
人
が
深
く
傷
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、定
義
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
」

と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。

　

ク
ラ
ス
の
生
徒
た
ち
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
込
ん
だ
。
ひ
と
呼
吸
お
い
て
グ
ロ
ー
リ
ア
が
手
を
挙
げ
た
。

「
私
は
、
と
に
か
く
他
の
人
の
身
に
な
っ
て
、
も
し
自
分
が
そ
の
人
だ
っ
た
ら
ど
う
感
じ
る
だ
ろ
う
か
と
自
問
し
な
く
て
は
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
」

「
そ
の
と
お
り
。
黄
金
律
だ
！
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
言
っ
た
。

「
あ
な
た
た
ち
が
イ
バ
ラ
先
生
の
と
こ
ろ
へ
よ
く
足
を
運
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
微
笑
み
な
が

ら
言
葉
を
挿
ん
だ
。

「
で
も
、
子
ど
も
た
ち
の
あ
い
だ
で
は
い
つ
も
そ
ん
な
か
ら
か
い
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
言
っ
た
。「
他
の

人
の
身
に
な
っ
て
み
る
な
ん
て
、
子
ど
も
は
す
る
わ
け
な
い
で
す
よ
」

「
そ
う
で
す
ね
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
ま
だ
大
人
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
傾
向
が
自
分
の
な
か
で
戦
い
合

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
で
私
た
ち
は
、
自
分
の
周
り
の
者
た
ち
を
馬
鹿
に
し
た
り
笑
い
も
の
に
し
た
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
抑
え

が
た
い
欲
求
を
感
じ
ま
す
。
他
方
、
私
た
ち
は
徐
々
に
良
心
を
発
達
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
他
の
人
間
に
害
を
加
え
る
こ
と

は
良
心
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
発
達
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
、
他
の
人
た
ち
を
軽
ん
じ
た
い

よ
う
な
気
持
ち
が
芽
生
え
て
も
、
そ
れ
を
す
べ
て
抑
制
で
き
る
だ
け
の
力
を
良
心
が
備
え
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
が
、
道
徳

的
な
成
熟
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
ね
」

「
で
も
自
分
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
？
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
質
問
し
た
。「
た
と
え
ば
カ
ン
カ
ン
に
頭
に
き
て
し
ま
っ
た

と
き
で
も
、
ま
だ
自
分
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
方
法
が
あ
り
ま
す
か
？
」

「
そ
れ
は
、
実
際
、
か
な
り
難
し
い
こ
と
で
す
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
そ
れ
に
ま
た
、
非
社
会
的
な
攻
撃
的
感
情
は
た
だ
抑
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圧
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
と
く
に
子
ど
も
た
ち
の
場
合
に
は
ね
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
と
、
外
面
は
よ
い

人
を
演
じ
な
が
ら
内
面
で
は
不
合
理
な
罪
悪
感
を
か
か
え
こ
ん
で
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
」

 

ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
こ
の
答
え
に
と
て
も
満
足
し
た
よ
う
だ
っ
た
。

「
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
尋
ね
た
。

「
辛
抱
強
い
し
つ
け
や
教
育
が
必
要
で
す
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
し
か
し
道
徳
教
育
は
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
単
に
否
定
す
る
だ

け
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
攻
撃
性
を
、
私
た
ち
の
現
実
の
正
当
な
一
部
と
し
て
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
攻
撃
的
な
部
分
は
、
人
間
の
生
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
営
み
の
う
ち
に
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

「
ど
う
す
れ
ば
、
そ
う
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
尋
ね
た
。

「
子
ど
も
た
ち
を
励
ま
し
て
、
自
分
た
ち
の
攻
撃
心
に
気
づ
か
せ
、
そ
の
存
在
を
受
け
止
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
互
い

に
結
び
つ
い
て
い
な
い
二
つ
の
世
界
に
生
き
る
よ
う
な
人
間
に
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
」

「
で
も
そ
れ
だ
と
、お
互
い
に
敬
意
を
払
い
合
わ
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
せ
ん
か
？
」と
カ
ミ
ラ
は
尋
ね
た
。

「
そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
他
の
人
た
ち
を
軽
視
す
る
こ
と
な
し
に
自
分
の
攻
撃
性
に
表
現

を
与
え
る
こ
と
を
、
人
間
は
学
ぶ
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
道
徳
と
攻
撃
性
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
の
は
従
属
関
係
で
あ
っ
て
、

あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
者
択
一
の
関
係
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
が
大
切
な
の
で
す
」

「
で
は
、
何
か
の
理
由
で
誰
か
に
怒
り
狂
っ
て
い
る
よ
う
な
人
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
？
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
尋

ね
た
。

「
そ
う
い
う
人
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
、
皆
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
ク
ラ
ス
の
生
徒
た
ち
に
問
い
を
差
し
向

け
た
。
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「
そ
の
人
は
、
相
手
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
話
し
合
い
を
持
と
う
と
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
わ
ね
。
相
手
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
り
相

手
を
侮
辱
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
か
わ
り
に
」
と
カ
ミ
ラ
は
言
っ
た
。

「
他
の
人
は
ど
う
思
い
ま
す
か
」

「
そ
れ
こ
そ
が
正
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
言
っ
た
。「
そ
の
よ
う
に
し
て
争
い
を
避
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
」

「
と
は
言
っ
て
も
、あ
ん
ま
り
頭
に
き
す
ぎ
て
穏
や
か
に
話
し
合
う
な
ん
て
無
理
、と
い
う
こ
と
が
多
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ

ア
ン
は
異
を
唱
え
た
。

「
そ
ん
な
と
き
に
は
、
気
持
ち
が
静
ま
る
ま
で
待
つ
し
か
な
い
わ
ね
」
と
カ
ミ
ラ
が
言
っ
た
。

「
そ
う
簡
単
に
い
く
わ
け
な
い
よ
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
言
っ
た
。

「
簡
単
だ
な
ん
て
誰
も
言
っ
て
な
い
わ
よ
」
と
カ
ミ
ラ
は
笑
っ
た
。

　

そ
の
あ
と
は
生
徒
た
ち
か
ら
質
問
が
出
な
か
っ
た
の
で
、
モ
ン
タ
先
生
は
生
物
の
授
業
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
け
れ
ど
も
マ
ヌ

エ
ル
は
、
攻
撃
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
つ
づ
け
て
い
た
。
と
く
に
カ
ミ
ラ
の
言
っ
た
こ
と
が
気
に
か
か
っ
た
。
そ
れ
で
マ

ヌ
エ
ル
は
、
授
業
時
間
の
最
後
に
ま
た
質
問
し
た
。

「
モ
ン
タ
先
生
、
他
の
人
に
腹
を
立
て
た
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
怒
り
狂
っ
た
り
し
て
い
る
大
人
に
つ
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
う

し
た
と
き
で
も
大
人
は
、
お
互
い
に
敬
意
を
払
い
合
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
大
人
も
、
相
手
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
互
い
に
言
い

合
っ
た
り
は
し
な
い
の
で
す
か
」

「
大
人
だ
っ
て
、
子
ど
も
と
似
た
り
寄
っ
た
り
の
こ
と
が
多
い
さ
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
小
声
で
呟
い
た
。

「
え
え
、
そ
う
ね
…
…
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
結
局
の
と
こ
ろ
大
人
た
ち
も
、
周
り
の
人
間
の
こ
と
を
陰
で
馬
鹿
に
す
る
こ
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と
は
た
し
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
も
大
人
た
ち
は
、
表
立
っ
て
そ
う
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
前
で
は
自
分
を
抑
制
す
る
術す
べ

を

学
ん
で
い
ま
す
か
ら
ね
。
悪
口
の
言
い
方
も
巧
妙
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」

「
た
と
え
ば
？
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
は
尋
ね
た
。

「
特
定
の
人
の
面
目
を
失
わ
せ
る
た
め
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
か
か
わ
る
事
柄
を
暴
露
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
時
々
あ
る
じ
ゃ
な
い
」

と
カ
ミ
ラ
は
、
知
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。

「
サ
ッ
カ
ー
競
技
場
で
は
そ
れ
が
激
し
い
ね
」と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
、思
い
つ
い
た
こ
と
を
口
に
し
た
。「
競
技
場
で
は
サ
ッ
カ
ー
選
手
に
、

敵
の
サ
ポ
ー
タ
ー
が
ひ
ど
い
ヤ
ジ
を
散
々
飛
ば
す
。
自
分
の
チ
ー
ム
を
勝
た
せ
よ
う
と
し
て
ね
」

「
そ
う
で
す
ね
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
言
っ
た
。「
実
際
、
サ
ッ
カ
ー
競
技
場
で
は
、
子
ど
も
た
ち
よ
り
も
大
人
の
ほ
う
が
ま
し
だ
な
ん

て
と
て
も
言
え
な
い
よ
う
な
有
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
サ
ポ
ー
タ
ー
が
相
手
側
を
か
ら
か
う
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
そ
う
大
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

「
で
も
、大
し
た
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
思
い
ま
す
よ
」と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
は
口
を
挟
ん
だ
。「
サ
ポ
ー
タ
ー
た
ち
が
暴
れ
出
し
て
、

手
当
た
り
し
だ
い
に
物
を
壊
し
た
り
お
互
い
に
殴
り
合
っ
た
り
す
る
と
き
に
は
。
競
技
場
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
だ
っ
て
い
る
じ
ゃ
な

い
で
す
か
」

「
ま
っ
た
く
あ
な
た
の
言
う
と
お
り
で
す
。
そ
の
場
合
に
は
も
う
、
害
が
な
い
な
ど
と
は
言
え
ま
せ
ん
」

「
だ
か
ら
サ
ポ
ー
タ
ー
の
集
団
も
、
お
互
い
に
尊
重
し
合
う
よ
う
課
せ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
、
個
々
の
人
間
に
も
そ

う
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
こ
と
で
す
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
言
っ
た
。

「
国
際
試
合
の
と
き
は
そ
う
な
る
よ
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
が
言
っ
た
。「
だ
っ
て
国
際
試
合
で
は
国
中
の
サ
ポ
ー
タ
ー
が
い
っ
し
ょ
に
集

ま
っ
て
、
争
い
を
す
べ
て
忘
れ
て
、
国
の
代
表
チ
ー
ム
を
応
援
す
る
ん
だ
か
ら
」

「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
言
っ
た
。「
で
も
、
そ
の
サ
ポ
ー
タ
ー
た
ち
は
今
度
は
外
国
の
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
た
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ち
を
攻
撃
す
る
じ
ゃ
な
い
」

「
そ
れ
じ
ゃ
あ
君
は
、外
国
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
た
ち
に
対
し
て
も
敬
意
を
も
っ
て
接
す
べ
き
だ
な
ん
て
思
っ
て
い
る
の
か
」と
ア
ル
ヴ
ァ

ロ
は
、
信
じ
が
た
い
と
で
も
い
う
よ
う
に
尋
ね
た
。

「
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
思
う
わ
」

「
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
え
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
す
ね
」
と
モ
ン
タ
先
生
は
提
案

し
た
。「
国
内
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
フ
ァ
ン
ど
う
し
が
お
互
い
に
敬
意
を
払
い
合
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
皆

さ
ん
の
理
解
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
外
国
チ
ー
ム
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
を
疑
問
視
す
る
声
が
あ
が
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
差
別
的
な
態
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
？
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
尋
ね
た
。

「
ま
る
で
、
外
国
か
ら
来
た
人
間
は
も
と
も
と
価
値
が
劣
っ
て
い
て
、
私
た
ち
と
同
じ
権
利
は
持
っ
て
い
な
い
と
で
も
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
外
国
人
に
敵
対
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
に
ス
ポ
ー
ツ
も
絡
め
と
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し
た
動
向
は
す
で
に
こ
の
国
に
存
在
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
私
た
ち
の
と
こ
ろ
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
系
の
少

数
民
族
や
東
洋
系
の
移
民
が
時
と
し
て
ど
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
か
、
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
」

「
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
同
じ
敬
意
を
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
」
と
マ
ヌ
エ
ル
は
言
っ
た
。「
だ
っ
て
黄
金
律
を
当

て
は
め
て
み
れ
ば
、
同
じ
よ
う
に
敬
意
を
払
っ
て
も
ら
い
た
い
と
あ
ら
ゆ
る
人
が
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
か
ら
」

「
そ
れ
は
、
言
う
の
は
簡
単
だ
け
ど
、
実
行
す
る
の
は
難
し
い
な
」
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
反
論
し
た
。「
結
局
、
多
く
の
人
間
は
私

た
ち
と
は
違
う
の
だ
し
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
、
ぼ
く
た
ち
に
は
馴
染
み
の
な
い
習
慣
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
ら
は
ぼ

く
た
ち
に
と
っ
て
鬱
陶
し
い
の
さ
」

「
だ
け
ど
、
自
分
た
ち
が
抱
く
そ
う
し
た
反
感
に
対
し
て
自
分
た
ち
自
身
で
何
か
す
べ
き
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
か
？
」
と
モ
ン
タ
先
生
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は
尋
ね
た
。

「
た
し
か
に
そ
う
思
い
ま
す
」
と
カ
ミ
ラ
が
叫
ん
だ
。「
で
も
、
ど
う
し
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
？
」

「
外
国
人
た
ち
の
と
こ
ろ
に
い
る
と
自
分
た
ち
に
馴
染
み
の
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
と
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ン
が
つ
い
さ
っ
き
言
い

ま
し
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
私
た
ち
は
、
そ
の
馴
染
め
な
さ
と
い
う
も
の
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
た
ち
と
違
う
文
化
を
も
っ
と
よ
く
知
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
近
隣
国

と
付
き
合
う
う
え
で
と
く
に
大
切
な
こ
と
で
す
」

「
そ
れ
は
い
っ
た
い
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
」
と
グ
ロ
ー
リ
ア
が
尋
ね
た
。

「
な
ぜ
な
ら
、
国
家
も
個
人
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
か
ら
で
す
。
国
家
は
、
国
民
と
し
て
の
誇
り
と
い
っ
た
も
の
を
す
ぐ
に
作
り
あ
げ
て

い
き
ま
す
。
そ
れ
が
国
民
の
自
尊
心
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
誇
り
は
同
じ
よ
う
に
す
ぐ
に
度
を
越
し
て
、
近
隣
国

に
対
す
る
攻
撃
的
な
態
度
へ
と
変
質
し
か
ね
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
な
る
と
脅
し
が
始
ま
り
、
腕
力
を
ち
ら
つ
か
せ
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
子
ど
も
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
す
ね
。
こ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
で
す
。
こ
う
し
た
威
嚇
的
な
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
、
い
と
も

た
や
す
く
戦
争
が
始
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
の
よ
う
な
戦
争
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
進
む
こ
と
で
道
徳
に
関
す
る
諸
概
念
が
歪
め
ら

れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
も
、
そ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
で
す
」

「
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
」
と
マ
ヌ
エ
ル
が
質
問
し
た
。

「
た
と
え
ば
〈
勇
気
〉
と
い
っ
た
概
念
は
、
そ
う
し
た
状
況
で
は
と
て
も
狭
い
意
味
で
用
い
ら
れ
が
ち
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
軍
事
的

防
衛
を
支
持
す
る
人
だ
け
が
勇
気
の
あ
る
人
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
す
ぐ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
防
衛
の
た
め

の
戦
争
と
攻
撃
の
た
め
の
戦
争
と
を
区
別
す
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。
こ

れ
も
、
子
ど
も
ど
う
し
の
喧
嘩
に
似
て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
戦
争
は
、
お
互
い
に
威
嚇
し
合
う
こ
と
で
勃
発
し
ま
す
。
だ
か
ら
本
当
の
勇

気
は
、
国
の
場
合
で
も
個
人
の
場
合
で
も
、
自
分
や
友
だ
ち
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
憎
し
み
合
う
こ
と
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の
悪
循
環
に
嵌
ま
り
込
ん
で
、
し
ま
い
に
暴
力
の
行
使
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
、
勇
気
で
は
な
い
の
で
す
」

「
ど
ん
な
と
き
で
も
暴
力
は
避
け
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
か
」
と
ア
ル
ヴ
ァ
ロ
は
質
問
し
た
。

「
も
ち
ろ
ん
で
す
と
も
。
平
和
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
な
う
の
が
、
道
徳
的
に
正
し
い
こ
と
な
の
で
す
」

「
そ
れ
で
は
、
私
た
ち
は
黄
金
律
を
国
々
の
あ
ら
ゆ
る
振
る
舞
い
に
も
適
用
す
べ
き
な
の
で
す
か
」
と
カ
ミ
ラ
が
尋
ね
た
。

「
そ
の
と
お
り
で
す
。
黄
金
律
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
攻
撃
的
な
行
動
を
抑
制
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
政
府
に
も
、
思
慮
深
く
行
動
す
る
責
務
が
あ
る
の
で
す
。
他
の
国
民
に
対
す
る
憎

悪
を
掻
き
た
て
る
よ
う
な
こ
と
は
、
戦
争
に
至
り
か
ね
な
い
の
で
と
て
も
危
険
な
こ
と
で
す
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
り
ま
せ

ん
。
そ
う
し
た
扇
動
は
、
そ
れ
の
結
果
を
別
に
し
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
非
道
徳
的
な
こ
と
な
の
で
す
」
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Abstract　In diesem Kapitel wird zuerst diskutiert, wo der Unterschied liegt zwisch-

en dem instinktgesteuerten Altruismus von Tieren und dem normativen Altruismus 

von Menschen, wobei eigentlich nur letzterer als moralisch bezeichnet werden kann.  

Nach den Autoren besteht die Grundnorm der Moral darin, dass man die anderen 

achten, sie anerkennen soll und andere anerkennen heißt, ihre Rechte anzuerkennen.  

Anschließend wird darauf hingewiesen, dass Anerkennung und Achtung etwas ande-

res sind als Sympathie.  Denn Sympathie sei zum einen viel zu eingeschränkt und 

zum anderen auch nicht beständig.  Moral sei keine Erweiterung von Sympathie, 

sondern ein Ersatz für die Begrenztheit unserer Sympathien.  Schließlich wird die 

Frage behandelt, wie Antipathie, die zur Gewalttätigkeit oder sogar zum Krieg führen 

kann, zu überwinden ist.

Key words: Sympathie, Antipathie, Moralität


