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ア
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ス
デ
ア
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マ
ッ
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観
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１　

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
「
道
徳
教
育
の
充
実
」
と
い
う
課
題

は
じ
め
に

　

小
学
校
・
中
学
校
、高
等
学
校
に
お
け
る
平
成
２
９
・
３
０
・
３
１
年
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
が「
道
徳
教
育
の
充
実
」で
あ
る（

１
）。

小
・

中
学
校
で
「
道
徳
」
が
教
科
化
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　

高
等
学
校
に
お
い
て
も
状
況
は
同
じ
で
あ
る（

２
）。

学
習
指
導
要
領
第
１
章
「
総
則
」
第
７
款
に
お
い
て
は
、
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
全
体
計
画
の

作
成
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
公
民
科
の
「
公
共
」
及
び
「
倫
理
」
並
び
に
特
別
活
動
が
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
に
関
す
る
中
核
的
な

指
導
の
場
面
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
文
部
科
学
省2019b:31

）。
新
学
習
指
導
要
領
の
目
玉
の
ひ
と
つ
、
共
通
必
履
修
科
目
「
公
共
」
に
お

い
て
は
「
思
考
実
験
の
活
用
」
な
ど
の
新
機
軸
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
も
「
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
を
探
究
す
る

活
動
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
文
部
科
学
省2019b:80

）。

（
１
）�

高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
平
成
２
８
年
１
２
月
の
中
央
教
育
審
議
会
答
申
を
ふ
ま
え
、
改
訂
の
三
つ
の
基
本
方
針
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
「
道
徳
教
育
の
充
実
」
と
し
て
い
る
（
文
部

科
学
省2019a:2

）。

（
２
）�

本
稿
で
の
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
執
筆
者
が
高
等
学
校
の
公
民
科
教
育
を
担
当
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
公
民
科
の
道
徳
教
育
に
お
け
る
位
置
づ
け
の
重
要
性
か
ら
、
お
も
に

新
科
目
「
公
共
」
を
念
頭
に
進
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
主
題
は
道
徳
教
育
を
め
ぐ
る
政
治
哲
学
的
考
察
で
あ
っ
て
、
得
ら
れ
る
知
見
は
高
等
学
校
公
民
科
教
育
に
限
ら
れ
な
い
。
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し
か
し
、
道
徳
教
育
と
は
何
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
充
実
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
必
ず
し
も
道
徳
教
育
の
専
門
家
で
は
な
い

教
科
教
育
の
実
践
者
に
と
っ
て
、
ま
じ
め
に
検
討
を
進
め
る
ほ
ど
、
戸
惑
い
が
深
ま
る
の
が
こ
の
問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
学
習
指
導
要
領
は
、
必
要
な
言

葉
を
い
ち
お
う
は
準
備
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
公
共
」
の
科
目
固
有
の
性
格
に
つ
い
て
、
学
習
指
導
要
領
解
説
は
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

　
　

�　

現
実
社
会
の
諸
課
題
の
解
決
に
向
け
、
自
己
と
社
会
と
の
関
わ
り
を
踏
ま
え
、
社
会
に
参
画
す
る
主
体
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
や
、
他
者
と
協
働
し

て
よ
り
よ
い
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
修
科
目
（
文
部
科
学
省2019c:28

）

　

な
る
ほ
ど
、
少
子
高
齢
化
が
進
む
成
熟
社
会
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
社
会
や
世
界
に
向
き
合
い
、
自
ら
の
人

生
を
切
り
拓
く
資
質
・
能
力
を
効
果
的
に
育
む
科
目
が
「
公
共
」
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
（
文
部
科
学
省2019c:47

）。

　

こ
れ
で
道
徳
に
つ
い
て
の
あ
れ
や
こ
れ
や
問
題
は
無
事
解
決
し
た
の
だ
か
ら
、
あ
と
は
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」（

３
）

で
授
業
が
盛
り
上
が
る
よ
う
な
発
話
内
容

を
考
え
よ
う
―
―
と
頭
を
切
り
替
え
て
つ
ぎ
に
進
め
た
ら
健
康
的
で
あ
る
が
、
率
直
に
言
っ
て
、
拭
い
き
れ
な
い
違
和
感
が
の
こ
る
の
は
否
め
な
い
。
人
間

と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
と
は
何
か
。
現
代
社
会
に
お
い
て
善
く
生
き
る
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
「
道
徳
」
の
問
題
は
、

も
う
少
し
射
程
の
広
い
哲
学
的
省
察
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
道
徳
あ
る
い
は
道
徳
教
育
に
つ
い
て
の
省
察
は
、上
述
の
学
習
指
導
要
領
の（
あ

え
て
い
え
ば
表
面
的
な
）「
解
説
」
で
も
っ
て
、
免
除
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

本
稿
の
目
的

　

本
稿
の
目
的
は
、
道
徳
教
育
の
実
践
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
疑
問
や
違
和
感
を
覚
え
る
教
育
実
践
者
が
、
そ
の
違
和
感
の
内
実
を
対
象
化
す
る
う
え
で
、

手
が
か
り
と
な
し
う
る
補
助
線
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る（

４
）。

具
体
的
に
は
、
著
名
な
倫
理
学
者
ア
ラ
ス
デ
ア
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
を
取

り
上
げ
、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
内
在
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
道
徳
教
育
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
め
ぐ
る
、
思
想
的
地
平
の
一
端
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

　

彼
の
道
徳
教
育
論
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
す
ぐ
に
判
明
す
る
こ
と
だ
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
新
科
目
「
公
共
」
の
道
徳
教
育

観
・
人
間
観
は
問
題
含
み
で
、
有
害
で
す
ら
あ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
自
身
は
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
教
育
を
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望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
本
稿
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
所
説
を
、
金
科
玉
条
の
ご
と
く
奉
戴
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
む
し
ろ
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア

の
議
論
は
、
独
特
の
ゆ
が
み
を
色
濃
く
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
て
、
大
い
に
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
奇
妙
な
ゆ
が
み
を
導
く
、

彼
の
人
間
観
や
教
育
観
を
め
ぐ
る
哲
学
的
直
観
じ
た
い
に
は
、
意
義
深
い
思
想
的
洞
察
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
あ
た
か
も
プ
リ
ズ
ム
が
光
を

分
散
さ
せ
る
よ
う
に
、
結
晶
化
さ
れ
た
彼
の
思
想
は
、
道
徳
教
育
に
関
す
る
重
要
な
論
点
を
腑
分
け
し
、
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

く
わ
え
て
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
論
は
、
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
英
米
圏
を
中
心
と
す
る
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
〉
の
系
譜
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
し
ば
し
ば
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
代
表
的
思
想
家
と
目
さ
れ
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
を
経
由
す
る
こ
と
で
、
学
習
指
導
要

領
に
お
け
る
「
道
徳
教
育
の
充
実
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
、
新
た
な
視
点
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
代
社
会
の
諸
条
件
を
ふ

ま
え
つ
つ
、
道
徳
教
育
の
在
り
方
や
人
間
観
を
省
察
す
る
た
め
の
、
有
益
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。

２　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
㈠

価
値
多
元
的
な
現
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
い
う
問
い�

��

そ
れ
で
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
を
検
討
し
て
い
こ
う（

５
）。

彼
の
議
論
は
、
現
代
社
会
の
価
値
多
元
性
を
深
く
自
覚
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
現
代

的
条
件
の
も
と
、
個
人
の
道
徳
性
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
通
じ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
か
を
考
察
し
、
ひ
と
つ
の
明
確
な
主
張
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
３
）�

倫
理
学
者
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
フ
ッ
ト
の
考
案
し
た
、
功
利
主
義
と
カ
ン
ト
主
義
の
対
立
を
先
鋭
化
し
た
思
考
実
験
。
複
数
の
被
害
者
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
暴
走
す
る
ト
ロ
ッ

コ
の
軌
道
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
の
結
果
、
別
の
一
人
の
生
死
が
左
右
す
る
こ
と
が
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
か
が
主
題
と
さ
れ
る
。
日
本
で
は
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
が
取
り
上
げ

た
こ
と
で
有
名
と
な
り
、
新
科
目
「
公
共
」
の
教
科
書
に
お
い
て
も
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
「
公
共
」
に
お
け
る
道
徳
的
指
導
の
ひ
と
つ
の

具
体
的
イ
メ
ー
ジ
が
、
こ
の
思
考
実
験
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）�

学
習
指
導
要
領
は
、「
道
徳
」
が
科
目
と
し
て
設
置
さ
れ
な
い
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
道
徳
教
育
は
す
べ
て
の
教
員
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。

（
５
）�A

lasdair�M
acIntyre�,1999,“

H
ow

�to�seem
�virtuous�w

ithout�actually�being�so,”　

本
稿
に
お
け
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
所
論
の
分
析
は
、
こ
の
論
文
を
中
心
に
行
う
。
引

用
部
分
は
す
べ
て
引
用
者
の
訳
出
に
よ
る
。
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価
値
多
元
的
な
現
代
社
会
に
お
け
る
個
人
の
道
徳
性
と
い
う
課
題
は
、
新
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
、
無
視
し
え
な
い
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
新
科
目
「
公
共
」
の
学
習
指
導
要
領
解
説
に
よ
れ
ば
、

　
　

�　

複
雑
で
変
化
の
激
し
い
社
会
の
中
で
、
様
々
な
情
報
や
出
来
事
を
受
け
止
め
、
主
体
的
に
判
断
し
な
が
ら
、
自
分
を
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置

づ
け
、
社
会
を
ど
う
描
く
か
を
考
え
、
多
様
な
人
生
観
、
世
界
観
な
い
し
価
値
観
を
も
つ
他
者
と
共
に
生
き
、
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
の
力
が
必

要
と
な
る
（
文
部
科
学
省2019c:27

）。

　
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
も
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
問
題
意
識
は
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
以
下
、
彼
の
論
理
を
順
を
追
っ
て
見

て
い
こ
う
。

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
現
代
社
会
認
識

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
自
身
の
道
徳
教
育
論
を
展
開
す
る
際
に
出
発
点
に
置
く
の
は
、
現
代
の
政
治
文
化
に
見
出
さ
れ
る
危
機
的
な
兆
候
で
あ
る
。
最
初
に

確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
こ
の
点
で
あ
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
競
合
し
相
容
れ
な
い
徳
性
が
多
元
的
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
共
通
に

説
得
さ
れ
る
よ
う
な
、
単
一
の
道
徳
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
単
一
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
誰
に
と
っ
て
も
説
得
的
な
か

た
ち
で
弁
護
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
学
力
指
導
要
領
の
道
徳
的
目
標
を
確
認
し
た
ば
か
り
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
脱
力
さ
せ

ら
れ
る
よ
う
な
言
葉
だ
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
ま
ず
は
力
強
く
こ
の
よ
う
に
断
定
す
る
。

　

し
か
し
彼
が
危
機
を
見
て
と
っ
て
い
る
事
態
の
核
心
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
と
っ
て
真
に
憂
慮
す
べ
き
事
態
と
は
、
こ
う

し
た
道
徳
的
多
元
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
万
人
に
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る
よ
う
な
「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
現
代
の
政
治
文
化
に
お
い
て
流

通
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
の
政
治
的
社
会
は
、
根
源
的
な
道
徳
的
不
同
意
に
よ
っ
て
亀
裂
が
走
り
、
砕
け
散
っ

て
い
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
同
時
に
「
公
共
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
不
同
意
の
広
が
り
を
偽
装
し
隠
蔽
す
る
た
め
に
入
念
に
企
ま
れ
、
か
つ
、
価
値
に

つ
い
て
の
同
意
の
イ
デ
ィ
オ
ム
」
が
蔓
延
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（M

acIntyre�1999:122
）。
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さ
て
、
学
習
指
導
要
領
解
説
は
「
公
共
」
の
教
科
目
標
に
つ
い
て
、「
人
間
と
社
会
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
現
代
の
諸
課
題

を
追
究
し
た
り
解
決
し
た
り
す
る
活
動
を
通
し
て
、
広
い
視
野
に
経
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
国
際
社
会
に
主
体
的
に
生
き
る
平
和
的
で
民
主
的
な
国
家
お

よ
び
社
会
の
有
為
な
形
成
者
に
必
要
な
公
民
と
し
て
の
資
質
・
能
力
」
を
育
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
文
部
科
学
省2019c:29

）。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に

依
拠
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
万
人
に
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る
よ
う
な
「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
困
難
な
現
実
の
亀
裂
を
表
面
的
に
糊
塗
す

る
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
を
ま
ず
は
確
認
し
て
、
次
に
進
も
う
。

道
徳
論
の
二
つ
の
タ
イ
プ

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
こ
の
よ
う
な
「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
を
排
除
す
る
た
め
に
、
次
の
概
念
区
分
を
導
入
す
る
。
そ
れ
は
、「
平
凡
で
あ
り
ふ
れ
た

道
徳
的
語
彙
の
レ
ト
リ
カ
ル
な
用
法�the�com

m
onplace�rhetorical�usage�of�the�virtue-w

ords�

」（
つ
ま
り
は
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
）
と
、「
高
度

に
体
系
的
か
つ
一
貫
し
た
道
徳
的
理
解
に
も
と
づ
く
語
法�any�tolerably�system

atic�and�coherent�understanding�of�the�virtues

」
の
区
別
で

あ
る
（M

acIntyre�1999:119

）。
以
後
、
前
者
を
簡
便
に
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」、
後
者
を
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
と
呼
ん
で
お
く

こ
と
に
し
よ
う
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
と
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
と
の
間
に
は
、
ほ
ん
ら
い
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が

存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
存
在
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
以
下
の
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

　
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
「
勇
敢
さ
」
や
「
寛
容
さ
」
や
「
公
正
さ
」
と
い
っ
た
諸
徳
目
に
つ
い
て
の
判
断

は
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
論
理
的
検
証
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
の
は
、
次
の
４
項
目
で
あ
る

（M
acIntyre�1999:120

－121

）。

　
　

一
、
反
実
仮
想
を
と
も
な
っ
た
検
証
（
＝
も
し
状
況
が
異
な
れ
ば
そ
の
人
物
は
ど
う
行
動
し
た
か
）

　
　

二
、
行
為
の
理
由
の
検
証
（
＝
そ
の
行
為
を
し
た
主
観
的
理
由
が
何
で
あ
る
か
）

　
　

三
、
快
・
苦
の
検
証
（
＝
そ
の
行
為
者
は
そ
の
行
為
の
何
に
快
・
苦
を
感
じ
て
い
る
か
）

　
　

四
、
そ
れ
ら
の
検
証
・
推
定
を
正
当
化
す
る
た
め
の
多
く
の
行
為
の
観
察
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た
と
え
ば
「
勇
敢
さ
」「
寛
容
さ
」「
公
正
さ
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
徳
目
（
善
）
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
諸
善
が
そ
れ
ぞ
れ
論
理
的
検
証
の
も
と

に
整
序
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
一
方
で
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
４
つ
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
吟
味
は
な
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
厳
密
な
吟
味
を
免
れ

る
が
ゆ
え
に
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
の
内
容
は
、
融
通
無
碍
な
性
質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ど
の
特
定
の
道
徳
的
立
場
と
も
衝
突
す

る
こ
と
も
な
く
共
存
可
能
と
な
る
反
面
、
ど
の
特
定
の
道
徳
的
立
場
と
も
完
全
に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
、
二
面
性
を
も
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
「
道
徳
的
内
容
の
不
確
定
性
」
と
い
う
特
徴
は
、
そ
れ
が
公
共
的
な

政
治
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
利
用
さ
れ
た
場
合
、
道
徳
的
多
元
性
と
い
う
事
実
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
よ
う
に
機
能
す
る
と
い
う
。
ふ
た
た
び
、
新
科
目
「
公

共
」
の
学
習
指
導
要
領
が
掲
げ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
主
体
的
に
生
き
る
平
和
的
な
公
民
」
と
い
う
徳
目
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ

う
。
こ
の
内
容
は
十
分
に
も
っ
と
も
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
表
立
っ
て
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
者
は
少
数
派
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
の

徳
目
は
個
人
に
と
っ
て
道
徳
論
と
し
て
役
に
立
た
ず
、
な
ん
ら
か
の
行
動
基
準
を
個
人
に
与
え
る
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ

イ
ア
に
よ
れ
ば
、「
改
善
さ
れ
た
道
徳
教
育
の
必
要
性
」
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
道
徳
教
育
の
内
実
は
、
も
っ
と
き
ち
ん
と
考
え
抜
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
な
の
だ
。

　

で
は
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
に
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
問
題
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
道
徳
論
と
し
て
役
に
立
た
な
い
の
か
。
な
ぜ

道
徳
的
多
元
性
と
い
う
事
実
は
、
覆
い
隠
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
―
―
こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
前
に
、
一
点
、
迂
回
作
業

を
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
自
身
が
正
し
い
と
考
え
る
「
道
徳
教
育
」
の
内
容
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
の
確
認
で
あ
る
。

３　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
㈡

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育

　

ま
ず
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
提
示
す
る
道
徳
教
育
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
の
行
論
か
ら
了
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
内
実
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
と
呼
び
う
る
も
の（

６
）

で
あ
り
、彼
は
こ
の
立
場
を
「
ヒ
ュ
ー
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ム
的
道
徳
教
育
」
と
対
照
さ
せ
つ
つ
論
じ
て
い
る
（M

acIntyre�1999:125

－128

）。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
徳
の
涵
養
に
向
け
ら
れ
た
道
徳
教
育
、
要
す
る
に
、
若
者
に
対
す
る
教
育
は
す
べ
て
、
教
育
さ
れ
る
者
の
動
機
を
変
化
さ
せ
る
何

ら
か
の
方
法
を
発
見
す
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
「
自
律
」
こ
そ
が
道
徳
教
育
の
要
諦
で
あ
る
、

と
い
う
言
明
と
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
言
明
の
背
後
に
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
人
間
観
、
あ
る
い
は
生
徒
認
識
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
生
徒
の
初
発
の
動
機
に
は
「
欲
望

と
情
念appetites�and�passions

」
が
置
か
れ
て
い
る
（M

acIntyre�1999:123

）。
こ
の
と
き
生
徒
は
、
自
分
自
身
の
満
足
か
、
自
分
の
周
り
に
存
在
す

る
他
者
の
満
足
（
に
よ
っ
て
自
分
が
満
足
を
得
る
こ
と
）
を
得
る
た
め
だ
け
に
行
動
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
行
為
目
的
は
「
自
己
や
他
者
の
満
足
」

に
す
べ
て
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
ん
ら
い
行
為
に
は
そ
れ
固
有
の
目
的
が
内
在
し
て
い
る
べ
き
で
あ
る
。

��

し
た
が
っ
て
、「
自
分
や
他
人
が
喜
ぶ
か
ら
行
為
に
及
ぶ
」
と
い
う
行
為
目
的
は
不
十
分
な
も
の
で
し
か
な
く
、
生
徒
自
身
が
行
為
本
来
の
目
的
に
つ
い

て
理
解
し
、
そ
の
目
的
追
求
の
プ
ロ
セ
ス
に
価
値
を
見
出
す
よ
う
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
外
発
的
動
機
に
よ
る
行
動
で
は
な
く
内

発
的
動
機
に
も
と
づ
く
行
動
へ
と
導
く
こ
と
（
す
な
わ
ち
自
律
）
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
い
う
教
育
課
題
な
の
で
あ
る（

７
）。

　

こ
の
よ
う
な
認
識
を
前
提
に
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
教
育
」
と
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
の
区
別
を
導
入
す
る
。
す
な
わ

ち
、「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
教
育
」
と
は
「
欲
望
と
情
念
」
を
行
動
原
理
と
す
る
教
育
で
あ
り
、「
自
己
や
他
者
の
快
苦
」
に
よ
っ
て
行
動
の
基
準
が
定
ま
る
と

す
る
教
育
内
容
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
か
ら
見
て
こ
の
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
教
育
」
は
、
外
発
的
動
機
に
基
づ
く
プ
ロ
グ

ラ
ム
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
間
違
っ
た
道
徳
教
育
論
」
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
生
徒
は
道
徳
的
行
為
の
本
質
に
つ
い
て
根
本
的
に

誤
解
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
親
や
教
師
の
満
足
の
み
を
基
準
に
行
動
す
る
た
め
、
永
久
に
未
成
熟
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
。

　

さ
ら
に
は
、
道
徳
的
行
為
そ
れ
自
体
を
目
的
と
し
て
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
快
楽
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
道
徳
的
行
為
が
な
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
目
的

（
６
）�

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
解
に
つ
い
て
は
、彼
の
主
著『
美
徳
な
き
時
代
』の
と
く
に
１
２
章
を
参
照
の
こ
と
。
こ
こ
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ

て
は
、プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、人
間
に
と
っ
て
の
善
き
生
は
そ
れ
自
体
、階
層
秩
序
を
な
す
諸
善
か
ら
構
成
さ
れ
た
、単
一
の
統
一
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、ニ
ー
チ
ェ

主
義
に
対
抗
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
に
基
づ
い
た
、
現
代
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
回
復
を
企
図
し
て
い
る
（M

acIntyre�1981=1993:193

）。

（
７
）�

こ
の
よ
う
な
立
論
は
、
明
ら
か
に
カ
ン
ト
主
義
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
観
点
か
ら
は
、
そ
う
し
た
カ
ン
ト
主
義
的
実
践
道
徳
の
内
実
は
普
遍
法
則
と
し
て

で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
涵
養
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
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と
手
段
の
転
倒
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
日
常
的
な
た
と
え
話
を
持
ち
出
す
な
ら
、「
勉
強
す
れ
ば
お
小
遣
い
を
あ
げ
る
よ
」
と
い
わ
れ
た
子
供
が
、
勉

強
そ
の
も
の
に
目
的
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
お
小
遣
い
を
得
る
た
め
の
手
段
と
し
て
勉
強
す
る
と
い
っ
た
事
態
が
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
い
う
「
ヒ
ュ
ー

ム
的
道
徳
教
育
」
の
帰
結
と
い
え
る
。
大
学
附
属
校
に
お
い
て
、
大
学
進
学
の
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
に
の
み
勉
強
す
る
学
生
も
、
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
振
る
舞

い
だ
と
非
難
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、「
欲
望
と
情
念
」
を
動
機
と
す
る
段
階
を
越
え
、
被
教
育
者
が
行
為
目
的
そ
れ
自
体
に
価
値
を
見
出
す
よ
う

な
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
が
必
要
で
あ
る
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
が
め
ざ
す
教
育
内
容
と
は
、「
徳
の
あ
る
人
間
に
と
っ
て
の
快

苦
と
未
熟
な
人
間
に
と
っ
て
の
快
苦
と
を
区
別
」
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
ら
な
い
他
者
の
つ
ま
ら
な
い
快
苦
に
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、
行
為
の

目
的
を
生
徒
み
ず
か
ら
が
理
性
的
に
価
値
づ
け
る
こ
と
が
、
道
徳
教
育
に
お
い
て
最
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る（

８
）。

　「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
な
ぜ
問
題
か
?

　

で
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
に
問
題
を
見
出
す
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
重
要
な
問
い
に
戻
ろ
う
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
、
人
々
が
未
知
の
状
況
に
お
い
て
道
徳
的
判
断
を
下
す
た
め
の
十
分
な
道
徳
的
資
源
を
与
え
な
い
か
ら
、

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
な
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
道
徳
の
い
か
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
れ
、
そ
れ
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
否
か
は
、
新
し
く
不
慣
れ
な
未
知
の
状
況
に
お

い
て
、
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
た
道
徳
的
資
源
を
活
用
し
、
正
し
く
有
効
な
道
徳
的
推
論
が
導
け
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
ふ
た
つ
以
上
の
道
徳
的
徳
目
が
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
状
況
を
例
示
す
る
（M

acIntyre�1999:129

－131

）。
た

と
え
ば
、
国
家
機
密
の
秘
密
計
画
に
か
か
わ
る
海
兵
隊
士
官
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
彼
／
彼
女
は
、「
国
の
敵
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
勇
敢
さ
」
を
発

揮
す
る
た
め
に
、「
上
司
に
情
報
を
報
告
す
る
／
国
民
に
情
報
を
開
示
す
る
と
い
う
誠
実
さ
」
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
デ
ー
タ
を

改
ざ
ん
し
て
短
期
的
成
果
を
報
告
す
れ
ば
、
長
期
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
追
加
運
営
資
金
が
得
ら
れ
る
と
い
う
研
究
者
の
例
も
考
え
よ
う
。
こ
こ
で
彼
／
彼

女
は
「
研
究
者
と
し
て
の
知
的
誠
実
性
」
と
「
知
的
発
見
が
も
た
ら
す
善
」
と
の
間
で
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
道
徳
の
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
お
い
て
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」は
無
力
で
あ
り
貧
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
主
張
す
る
。

「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
道
徳
体
系
と
し
て
の
一
貫
性
を
欠
い
て
お
り
、「
道
徳
的
内
容
の
不
確
定
性
」
を
導
く
の
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
、
国
へ
の
貢
献
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と
い
う
誠
実
さ
の
徳
目
と
、
敵
に
立
ち
向
か
う
と
い
う
勇
敢
さ
の
徳
目
の
間
で
板
挟
み
に
陥
り
、
思
考
停
止
と
な
る
）。
新
し
く
未
知
な
状
況
に
直
面
し
て
、

有
効
な
道
徳
的
推
論
を
導
く
た
め
に
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
備
わ
っ

た
論
理
体
系
に
依
拠
し
て
は
じ
め
て
、
複
雑
な
状
況
下
に
お
け
る
適
切
な
道
徳
的
判
断
は
な
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
、
上
記
の
研
究
者
に
つ
い
て
、
彼
／
彼
女
が
道
徳
的
推
論
を
有
効
に
働
か
せ
る
た
め
に
は
、「
詳
細
に
わ
た
っ
て
意
味

が
確
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
諸
善
が
階
層
的
に
秩
序
化
さ
れ
て
い
る
こ
と�a�detailed�and�determ

inate�hierarchical�ordering�of�hum
an�

goods

」
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
（M

acIntyre�1999:131

）。
そ
の
よ
う
な
緻
密
な
体
系
性
を
も
っ
た
道
徳
論
で
な
け
れ
ば
、
複
雑
な
道
徳
的
状
況
の

も
と
で
の
判
断
は
下
し
き
れ
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

４　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
㈢

多
元
的
な
道
徳
教
育
の
必
要
性

　

す
な
わ
ち
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
個
人
に
道
徳
的
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
無
内
容
性
に
よ
っ
て
逆
に
、
特
定
の
道
徳
的
立
場
と

の
間
で
矛
盾
や
対
立
が
表
面
化
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、政
治
的
世
界
に
お
い
て
「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
蔓
延
し
て
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
こ
の
こ
と
が
も
た
ら
す
問
題
性
に
つ
い
て
は
人
々
の
自
覚
が
十
分
に
進
ん
で
い
な
い
。
繰
り
返
せ
ば
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
、
人
々
が
道

徳
的
判
断
を
有
効
に
下
す
う
え
で
ま
っ
た
く
役
に
立
た
ず
、
そ
こ
に
は
具
体
的
な
道
徳
的
実
践
判
断
を
導
く
う
え
で
の
、
価
値
の
体
系
性
が
欠
如
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道

徳
教
育
」
を
主
張
す
る
。
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
と
「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
教
育
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
高
度
に
体
系
的
で
一

貫
し
た
道
徳
論
」
は
複
数
、
そ
し
て
多
元
的
に
存
在
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
立
場
か
ら
は
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的

道
徳
教
育
」
が
正
し
い
と
見
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
ひ
と
つ
の
見
解
に
す
ぎ
な
い
。

（
８
）�

た
と
え
ば
、周
り
か
ら
賢
く
思
わ
れ
た
い
か
ら
勉
強
す
る
、と
い
う
動
機
で
勉
強
し
て
い
た
と
し
て
も
、そ
れ
は
悪
徳
に
す
ぎ
な
い
。理
性
的
判
断
の
裏
づ
け
の
な
い
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
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そ
の
こ
と
は
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
自
身
も
容
認
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
ヒ
ュ
ー
ム
的
道
徳
教
育
」
は
（
他
者
の
快
苦
へ
の
敏
感
さ
ゆ
え
に
）
経
済
原
則

に
か
な
う
道
徳
論
で
あ
っ
て
、
現
代
の
資
本
主
義
経
済
の
も
と
で
適
合
的
で
あ
る
と
す
ら
い
え
る
。
他
方
、「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
道
徳
教
育
」
は
ポ
リ
ス

の
よ
う
な
政
治
共
同
体
へ
の
貢
献
と
い
う
観
点
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
時
代
遅
れ
と
見
な
さ
れ
る
十
分
な
理
由
す
ら
あ
る
、

と
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
述
べ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
自
身
の
道
徳
教
育
論
も
、
究
極
的
に
は
、
誰
に
と
っ
て
も
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
立
場
の
多
元
状
況
を
前
提
と
し
て
、
道
徳
教
育
は
ど
の
よ
う
に
営
ま
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
ひ
と

つ
の
処
方
箋
と
な
り
う
る
の
が
、
弱
毒
化
さ
れ
、
薄
め
ら
れ
、
誰
に
で
も
受
け
入
れ
可
能
で
あ
る
よ
う
な
道
徳
教
育
の
内
容
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
論
は
す
で
に
公
共
的
な
政
治
レ
ト
リ
ッ

ク
と
し
て
浸
透
し
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
よ
う
に
希
薄
化
さ
れ
た
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
で
は
、
人
々
の
実
践
的
な
道
徳
的
判
断
に
お
い
て
役

に
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
主
張
す
る
の
は
、
多
元
的
な
道
徳
教
育
の
必
要
性
で
あ
る
。
薄
め
ら
れ
た
道
徳
的
内
容
で
は
、
道
徳
教
育
の
内
容
を
提
供
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
に
も
と
づ
く
道
徳
教
育
を
考
え
る
ほ
か
な
い
。
し
か
し
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た

道
徳
論
」
は
必
然
的
に
多
元
的
に
並
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
多
元
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
特
定
の
道
徳
的
立
場
に
立

つ
人
々
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
的
立
場
か
ら
教
育
を
ほ
ど
こ
す
、
と
い
う
か
た
ち
で
開
始
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
よ
り
具
体
的
に
、
道
徳
教
育
を
２
つ
の
ス
テ
ー
ジ
へ
と
段
階
的
に
区
別
せ
よ
、
と
提
唱
し
て
い
る
。「
第
１
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」

で
は
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
し
た
道
徳
論
」
に
基
づ
き
、
特
定
の
立
場
か
ら
強
い
教
育
的
影
響
が
及
ぼ
さ
れ
る
。「
第
１
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」
は
、

別
の
道
徳
的
立
場
か
ら
見
れ
ば
「
イ
ン
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
シ
ョ
ン
（
価
値
の
教
え
込
み
）」
に
映
る
も
の
で
す
ら
あ
る
。
た
と
え
ば
、
読
む
べ
き
書
物
も
周
到

に
選
択
さ
れ
、
検
閲
さ
れ
て
よ
い
と
す
ら
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
第
１
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」
が
終
了
し
た
段
階
で
は
じ
め
て
、

競
合
す
る
他
の
道
徳
的
見
解
を
学
ぶ
と
い
う
「
第
２
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」
が
ス
タ
ー
ト
す
る
。
こ
れ
が
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
の
、
い
わ
ば
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
構
想
な
の
で
あ
る（

９
）。
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５　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
を
批
判
す
る

��
以
上
が
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
全
体
像
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
家
と
さ
れ
る
マ
ッ
キ
ン
タ

イ
ア
の
議
論
に
は
、
独
自
の
ゆ
が
み
も
あ
り
、
そ
の
理
論
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
も
批
判
的
に
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

５
―
１　
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
の
意
義
は
本
当
に
な
い
の
か
？

　

ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
問
題
は
、マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」以
外
の
道
徳
論（
要
す
る
に「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」）

に
つ
い
て
、
そ
の
価
値
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
無
前
提
に
妥
当
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
論
争
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
考
え
て
み
よ
う
。
―
―
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
が
多
元
的
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
価

値
が
あ
る
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
結
構
だ
。
し
か
し
そ
う
し
た
道
徳
的
多
元
性
を
超
え
て
、
市
民
社
会
の
連
帯
を
保
証
す
る
た
め
の
枠
組
み
は
ど
う
や
っ
て

作
り
出
せ
ば
よ
い
の
か
。
あ
る
道
徳
的
立
場
と
別
の
道
徳
的
立
場
が
激
し
く
衝
突
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ば
「
相
互
に
異
質
な
道
徳
論
を

尊
重
す
る
徳
性
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
よ
う
な
徳
性
を

導
く
保
証
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
い
。「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
に
よ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
異
質
性
を
保
証
す
る
道
徳
的
条
件
を
実
現

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
。

　

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
〉
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

。

　
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
〉
と
は
、
一
九
七
一
年
に
出
版
さ
れ
た
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
『
正
義
論
』
を
め
ぐ
っ
て
、「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
」
の
概

念
装
置
の
も
と
に
あ
ら
た
な
公
共
空
間
を
構
想
す
る
彼
の
規
範
理
論
が
、「
負
荷
な
き
個
人
」
像
、
つ
ま
り
個
人
の
徳
性
に
と
っ
て
の
共
同
体
の
重
要
性
を

軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
生
じ
た
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
ロ
ー
ル
ズ
第
二
の
主
著
と
し
て
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
政
治
的
リ
ベ
ラ
リ

（
９
）�

こ
の
タ
イ
プ
の
議
論
は
、「
世
俗
的
価
値
」
と
（
し
た
が
っ
て
公
立
学
校
の
教
育
方
針
と
）
鋭
く
対
立
す
る
「
宗
教
的
徳
目
の
涵
養
を
目
指
す
宗
教
教
育
」
が
、
い
か
に
し
て
リ
ベ
ラ
ル

な
多
元
的
秩
序
と
両
立
的
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
問
題
と
も
近
接
し
て
お
り
、政
治
哲
学
的
に
興
味
深
い
観
点
を
含
ん
で
い
る
。こ
う
し
た（
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
）宗
教
教
育
を「
包

括
的
教
育�Com

prehensive�Education

」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
社
会
で
の
役
割
を
肯
定
的
に
論
じ
るBurtt

（2007

）
も
参
照
の
こ
と
。

（
10
）�

こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ム
ル
ホ
ー
ル
、
ア
ダ
ム
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
『
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
』
を
参
照
の
こ
と
。
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ズ
ム
』
に
も
引
き
継
が
れ
た
。
こ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
、
異
な
る
善
の
構
想
を
も
っ
た
市
民
間
に
お
け
る
連
帯
の
構
想
を
論
じ
た
が
、
し
か
し
こ
の
ロ
ー
ル
ズ

の
構
想
に
は
、
や
は
り
異
な
る
善
を
超
え
る
メ
タ
レ
ベ
ル
の
徳
性
（「
善
に
対
す
る
正
の
優
先�T

he�priority�of�the�right�over�the�good

」）
を
、
共

同
体
か
ら
の
道
徳
的
源
泉
を
無
視
し
た
ま
ま
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
た
論
争
史
を
ふ
ま
え
る
な
ら
、
さ
き
ほ
ど
の
「
道
徳
的
多
元
性
を
保
証
す
る
た
め
の
市
民
的
連
帯
の
枠
組
み
は
ど
う
や
っ
て
作
り
出
せ
ば
よ
い
の

か
」
と
い
う
疑
問
は
、
リ
ベ
ラ
ル
の
立
場
か
ら
提
起
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
へ
の
典
型
的
な
批
判
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ

ア
ン
は
特
定
の
「
善�good

の
構
想
」
を
重
視
す
る
。
そ
れ
は
良
い
と
し
て
も
、そ
う
い
っ
た
個
別
の
共
同
体
の
偏
り
を
超
え
て
、可
能
な
連
帯
と
し
て
の
「
正�

right

の
構
想
」
を
実
現
す
る
道
筋
は
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
立
場
か
ら
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

じ
つ
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
に
「
第
１
ス
テ
ー
ジ
／
第
２
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」
の
２
段
階
論
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う

な
リ
ベ
ラ
ル
か
ら
の
批
判
に
応
答
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
共
同
体
的
前
提
の
も
と
で
な
さ
れ
る
善
の
構
想
は
維
持
し

つ
つ
も
、
そ
の
多
元
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
「
道
徳
的
多
元
性
を
確
保
す
る
た
め
の
政
治
的
枠
組
み
」
に
資
す
る
と
の
考
え
方
が
こ
こ
で
採

用
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

��

し
か
し
、
こ
の
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
の
２
段
階
論
が
成
功
し
て
い
る
と
も
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
、「
第
１
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳

教
育
」
に
お
い
て
特
定
の
道
徳
的
立
場
を
十
分
に
学
び
、
そ
の
う
え
で
「
第
２
ス
テ
ー
ジ
の
道
徳
教
育
」
で
多
様
性
を
学
ぶ
と
し
て
、
し
か
し
、
こ
の
第
１

ス
テ
ー
ジ
と
第
２
ス
テ
ー
ジ
が
つ
ね
に
整
合
的
で
あ
り
う
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
だ
。
第
１
ス
テ
ー
ジ
で
学
習
さ
れ
た
道
徳
的
立
場
か
ら
は
、
他
の
道
徳

的
立
場
に
対
し
て
、「
尊
重
す
べ
き
異
質
性
」
で
は
な
く
「
排
除
す
べ
き
異
質
性
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
な
ん
ら
不
思
議
で
は
な
い
。

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
第
１
ス
テ
ー
ジ
と
第
２
ス
テ
ー
ジ
の
間
で
引
き
起
こ
さ
れ
う
る
摩
擦
や
齟
齬
に
つ
い
て
、
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
問
題
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
と
し
て
否
定
し
去
っ
た
対
象
へ
の
再
考
を
う
な
が
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
レ

ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
薄
め
ら
れ
た
道
徳
論
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
定
の
道
徳
的
立
場
を
こ
え
て
存
在
し
う
る
「
メ
タ
道
徳
」
と
な
り
う
る

。
こ
れ
は

本
当
に
拒
絶
す
べ
き
対
象
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
論
点
は
完
全
に
棄
却
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

５
―
２
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
が
本
当
に
す
ば
ら
し
い
の
か
？

　

こ
れ
と
は
別
の
問
題
も
指
摘
で
き
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
は
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
の
貧
弱
さ
・
無
力
さ
を
指
摘
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
れ
が
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未
知
の
新
し
い
道
徳
的
状
況
に
お
い
て
有
効
な
道
徳
的
推
論
を
導
き
え
な
い
か
ら
、
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
こ
で
の
マ
ッ
キ
ン
タ

イ
ア
の
論
理
展
開
は
、
き
わ
め
て
特
殊
な
理
論
的
前
提
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
国
家
機
密
の
秘
密
計
画
に
参
加
し
た
た
め
に
、「
誠
実
さ
」
と
「
勇
敢
さ
」
の
間
で
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
て
い
る
海
兵
隊
士
官
の
例
を
考
え
て

み
よ
う
。
国
家
機
密
を
抱
え
た
ま
ま
で
「
誠
実
さ
」
を
犠
牲
に
す
る
か
、
そ
れ
と
も
誠
実
さ
を
優
先
し
て
敵
国
と
戦
う
「
勇
敢
さ
」
を
放
棄
す
る
の
か
、
こ

の
人
物
は
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
に
置
か
れ
て
い
る
。「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
に
よ
っ
て
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
立
ち
向
か
う
道
徳
的
指
針
は
得
ら
れ
な
い
、

と
い
う
の
が
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
診
断
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」で
あ
れ
ば
、こ
の
問
題
を
判
断
す
る
た
め
の
道
徳
的
資
源
が
得
ら
れ
る
、と
本
当
に
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
対
処
で
き
る
か
ど
う
か
で
、
あ
る
道
徳
的
立
場
の
優
劣
や
成
否
が
判
断
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
の
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
議
論
は
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
だ
。
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
状
況
に
適
切
に
対
処
し
、
何
の
た
め
ら
い
も
心
情
の
揺
ら
ぎ
も
な

し
に
「
誠
実
さ
」
を
優
先
で
き
る
海
兵
隊
士
官
が
い
た
と
し
た
ら
、
道
徳
的
一
貫
性
と
い
う
意
味
で
は
す
ば
ら
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
物
事
を
あ
ま
り

に
平
板
に
捉
え
す
ぎ
て
い
る
人
物
」
と
い
う
印
象
を
他
人
に
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
優
先
さ
せ
て
「
勇
敢
さ
」
を
選
ぶ
人
物
が
い

た
ら
、
彼
／
彼
女
に
は
一
種
の
「
偏
狭
さ
」
が
疑
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
に
お
い

て
、「
善
に
つ
い
て
の
階
層
的
な
秩
序
性
」
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
こ
れ
は
個
人
に
確
固
た
る
行
動
原
則
を
与
え
る
、強
力
な
理
論
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
強
力
な
道
徳
論
は
、
他
方
で
、
平
板
さ
、
偏
狭
さ
、
他
者
へ
の
無
理
解
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
道
徳
論
と
し
て
そ
れ
が
優
れ
て
い
る
か
は

き
わ
め
て
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

（
11
）�

こ
の
観
点
は
、た
と
え
ば
愛
国
心
を
涵
養
す
る
歴
史
教
育
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
と
接
続
し
た
場
合
に
、き
わ
め
て
論
争
的
な
も
の
と
な
る
。た
と
え
ば
教
育
学
者
ブ
リ
ッ
グ
ハ
ウ
ス
は
、

家
族
や
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
特
定
の
絆
を
強
調
す
る
政
治
教
育
・
歴
史
教
育
を
否
定
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
・
リ
ベ
ラ
ル
と
、
特
定
の
絆
の
構
築
の
た
め
に
は
自
国
に
つ
い

て
の
優
越
感
情
を
喚
起
す
る
「
高
貴
な
嘘
」
を
も
甘
受
す
る
立
場
と
を
比
較
し
て
、
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
詳
細
はBrighouse

（2007

）
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

機
会
が
あ
れ
ば
、
別
途
、
論
じ
た
い
。
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５
―
３　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
か
？

　

こ
れ
ま
で
の
批
判
的
省
察
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
的
人
間
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼

の
人
間
観
（
あ
る
い
は
生
徒
観
）
は
あ
る
種
の
ゆ
が
み
を
帯
び
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
が
暗
黙
の
う
ち
に
理
論
的
前
提
に
お
い
て
い
る
の

は
、（
１
）
特
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
り
道
徳
的
立
場
な
り
が
人
間
の
道
徳
性
の
決
定
的
な
源
泉
で
あ
り
、
そ
れ
が
（
２
）「
善
に
つ
い
て
の
階
層
的
な
秩
序

性
」
を
備
え
た
道
徳
的
観
念
を
涵
養
さ
せ
る
、
と
い
う
か
な
り
強
力
な
道
徳
的
人
間
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
（
１
）
と
（
２
）
は
、
ど
ち
ら
も
検

証
の
余
地
の
大
き
い
理
論
的
前
提
で
あ
る
。

��

こ
れ
を「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
理
論
の
問
題
」の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
立
論
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
」
と
問
い
を
立
て
た
と
き
、
希
薄
で
弱
毒
化
さ
れ
た
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
そ
の
役
割
を
果
た
し
え
な
い
。
単

一
の
、
価
値
体
系
と
し
て
の
秩
序
性
を
備
え
た
、
特
定
の
道
徳
的
内
容
に
強
力
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
、
そ
う
し
た
道
徳
的
立
場
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
人
格
を
備
え
た
個
人
こ
そ
が
、
数
多
の
道
徳
的
状
況
に
よ
り
よ
く
対
処
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
本
当
に
そ
の
よ
う
に
単
一
の
文
化
的
・
道
徳
的
源
泉
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
単
一
の
特
定
価
値
に
つ
よ
く
依
拠
し
た
個
人
が
道
徳
的
判
断
を
導
く
と
き
、
そ
れ
が
単
な
る
「
偏
狭
さ
」
と
し
て
現
れ
る
懸
念
は
な
い
の
だ
ろ
う

か
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
理
論
的
前
提
は
、
こ
の
よ
う
な
深
刻
な
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
、
経
済
学
者
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
家
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
「
単
一
帰
属
」
と
い
う
考
え
方
、

す
な
わ
ち
「
ど
ん
な
人
も
事
実
上
、
た
だ
一
つ
の
集
合
体
に
の
み
優
先
的
に
帰
属
し
て
い
る
」
と
見
な
す
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
理
論
の
偏
り
を
厳
し
く
批
判

し
、
次
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
（Sen�2006:20=2011:40

）。

　
　

�　

人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
選
択
の
余
地
の
な
い
単
一
基
準
の
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
矮
小
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
界
を
一
触

即
発
の
状
態
に
し
や
す
く
な
る
（Sen�2006:16=2011:35

）。

　
　

　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
人
を
殺
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
、
容
易
に
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
セ
ン
の
主
張
で
あ
る
（Sen�2006:1=2011:16

）。
特
定

の
集
団
へ
の
帰
属
意
識
は
、
そ
の
他
の
集
団
と
の
隔
た
り
の
感
覚
を
と
も
な
う
。
す
な
わ
ち
、
集
団
相
互
の
排
他
性
を
生
み
出
し
、
こ
の
世
界
へ
の
暴
力
を
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喚
起
し
か
ね
な
い
危
険
を
孕
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
矮
小
な
人
間
理
解
の
帰
結
で
あ
り
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
道
理
的
な
の
は
（
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
人
間

理
解
で
は
な
く
、
各
人
の
な
か
に
重
層
的
に
見
出
さ
れ
る
）「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
数
性
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
セ
ン
は
説
く
。

　
　

�　

突
出
し
た
唯
一
の
分
類
法
に
よ
る
区
分
けthe�divisiveness�of�one�preem
inent�categorization

に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
は
み

な
同
じ
だ
と
い
う
非
現
実
的
な
主
張
な
ど
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
の
多
い
世
界
で
調
和
を
望
め
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
数
性the�plurality�of�our�identities

に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
（Sen�2006:16=2011:35

）。

　

こ
の
「
突
出
し
た
唯
一
の
分
類
法
に
よ
る
区
分
け
」
に
対
す
る
セ
ン
の
批
判
は
、
ま
さ
に
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
の
内
部
に
、
諸
善
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
道
徳
的
判
断
基
準
が
階
層
的
な
秩
序
性
を
も
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
見

方
も
、
現
実
離
れ
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
政
治
思
想
家
ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
は
、
ま
っ
た
く
対
照
的
な
人
間
理
解
を

示
し
て
い
る
。
バ
ー
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
が
抱
く
諸
価
値
や
諸
欲
望
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
比
較
不
能
な
基
準
の
も
と
に
あ
り
、
そ
こ
で
は

階
層
的
な
整
序
な
ど
は
そ
も
そ
も
望
み
え
な
い

。
す
な
わ
ち
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
本
来
、
分
裂
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
と
は
引
き
裂
か
れ
た
価

値
や
欲
望
の
も
と
で
苦
し
む
、
悲
劇
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
人
間
観
を
裏
切
っ
て
、
個
人
と
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
在
り
方
を
し

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

（
12
）�

ア
イ
ザ
イ
ア
・
バ
ー
リ
ン
は『
ロ
マ
ン
主
義
講
義
』に
お
い
て
、低
次
の
自
己
と
高
次
の
自
己
を
階
層
的
に
区
分
し
、高
次
の
自
己
の
優
位
性
を
前
提
と
す
る
カ
ン
ト
主
義
的
な
自
己
論（
あ

る
い
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
伝
統
）
が
、１
９
世
紀
ド
イ
ツ
の
思
潮
の
な
か
で
ロ
マ
ン
主
義
を
帰
結
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
（
第
四
章
「
抑
制
さ
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
」
を
参
照
の
こ
と
）。

そ
の
こ
と
は
２
０
世
紀
の
全
体
主
義
と
も
無
縁
で
は
な
い
と
さ
れ
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
ま
た
、ロ
マ
ン
主
義
の
相
続
人
で
あ
る�Facism

�too�is�an�inheritor�of�rom
anticism

」と
バ
ー

リ
ン
は
書
き
記
し
て
い
る
（Berlin1965:145=2010:222)

。
こ
の
バ
ー
リ
ン
の
言
葉
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
思
想
内
容
を
内
在
的
に
吟
味
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
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６　

学
習
指
導
要
領
の
「
道
徳
教
育
の
充
実
」
を
と
ら
え
な
お
す

　

そ
ろ
そ
ろ
議
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
道
徳
教
育
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
新
学
習
指
導
要
領
に
掲
げ
ら
れ
た
、「
道
徳
教
育
の

充
実
」
と
い
う
課
題
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
結
論
と
し
て
、
以
下
の
二
点
を
提
示
し
た
い
。

６
―
１
⒜　

あ
る
べ
き
道
徳
教
育
は
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
に
依
存
す
る

　

第
一
に
必
要
な
こ
と
は
、
道
徳
教
育
と
い
う
の
は
、
善
く
生
き
る
た
め
の
教
育
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
表
面
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
な
ぞ
っ
て
糊
塗
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
、と
い
う
自
明
の
出
発
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
観
に
根
差
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
間
認
識
に
支
え
ら
れ
な
い
す
べ
て
の
言
説
は
無
価

値
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
誰
で
も
が
受
け
入
れ
可
能
な
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
の
空
疎
さ
を
強
調
す
る
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
姿
勢
は
、
ま
っ
た
く
正

し
い
も
の
だ
。

　

人
間
に
と
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
道
徳
的
資
源
は
ど
の
程
度
重
要
か
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
複
数
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
階
層

的
な
道
徳
的
秩
序
を
内
部
に
含
み
こ
ん
だ
も
の
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
の
深
い
レ
ベ
ル
で
の
省
察
を
抜
き
に
し
て
、
有
効
な
道
徳
的
働
き
か
け
と
は
何
か

を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６
―
１
⒝　

試
金
石
と
し
て
の
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」

　

そ
の
試
金
石
と
な
る
の
が
、
た
と
え
ば
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
高
等
学
校
の
新
科
目
「
公
共
」
に
お
い
て
目
玉
と
さ
れ

て
い
る
「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
で
は
、カ
ン
ト
主
義
的
人
格
主
義
vs
ベ
ン
サ
ム
的
功
利
主
義
（
義
務
論
vs
帰
結
主
義
）
の
対
立
が
扱
わ
れ
る
。
こ
の
思
考
実
験
は
、

ほ
と
ん
ど
の
「
公
共
」
の
教
科
書
に
お
い
て
扱
わ
れ
て
お
り
、学
習
指
導
要
領
解
説
は
こ
れ
を
、「
社
会
に
参
画
す
る
際
に
選
択
・
判
断
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
」

を
あ
た
え
る
教
材
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
（
文
部
科
学
省2019c:17

）。

　

マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
所
論
を
検
討
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
こ
の
教
材
が
提
示
す
る
「
カ
ン
ト
主
義
的
人
格
主
義
」
あ
る
い
は
「
ベ
ン
サ
ム
的
功

利
主
義
」
の
立
場
が
、
と
も
に
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
を
備
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、（「
公
共
」

で
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
）
こ
れ
ら
を
先
鋭
的
に
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
授
業
実
践
は
、
あ
る
意
味
で
「
高
度
に
体
系
的
で
一
貫
的
な
道
徳
論
」
を
（
お
互
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い
を
相
対
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
あ
え
て
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
振
る
舞
い
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。

　

他
方
で
、「
カ
ン
ト
主
義
的
人
格
主
義
」
な
り
「
ベ
ン
サ
ム
的
功
利
主
義
」
に
揺
ら
ぎ
な
く
同
一
化
す
る
よ
う
な
、「
強
力
な
道
徳
論
」
に
固
有
の
問
題
が

孕
ま
れ
る
こ
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
懸
念
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
力
な
道
徳
論
に
は
、
個
人
を
平
板
さ
、
偏
狭
さ
、
他
者
へ
の
無

理
解
へ
と
追
い
や
る
、
別
種
の
道
徳
的
危
険
性
が
あ
る
。

　

学
習
指
導
要
領
は
、「
ト
ロ
ッ
コ
問
題
」
の
よ
う
な
思
考
実
験
を
道
徳
的
判
断
の
た
め
の
「
手
掛
か
り
」
と
せ
よ
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
道
徳
教
育
的
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
扱
い
は
、
こ
の
よ
う
に
幾
重
も
の
周
到
な
検
討
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
扱
い
の
妥
当
性

に
つ
い
て
の
判
断
は
、
実
践
者
の
「
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
」
に
依
存
し
て
な
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

６
―
２　

多
元
的
社
会
に
お
け
る
道
徳
的
亀
裂
を
「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
は
埋
め
う
る
か
？

��

第
二
に
知
見
と
す
べ
き
は
、
―
―
第
一
の
結
論
と
あ
る
意
味
で
矛
盾
す
る
よ
う
な
言
い
方
だ
が
―
―
空
転
の
可
能
性
を
十
分
に
自
覚
し
た
上
で
な
お
、
表

面
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
道
徳
教
育
的
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
肯
定
的
に
見
な
す
、
そ
の
よ
う
な
学
習
指
導
要
領
の
読
み
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

価
値
多
元
的
な
現
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
教
育
の
構
想
は
、理
論
的
必
然
と
し
て
、困
難
な
隘
路
を
導
く

。
そ
う
し
た
な
か
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
〉
の
知
的
遺
産
が
示
唆
す
る
の
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
非
難
す
る
「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
、
じ
つ
は
そ
れ
が
表
面
的
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
逆
説
的
な
仕
方
で
、
多
元
性
な
諸
善
の
構
想
を
超
え
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
備
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

��

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
要
領
の
読
み
方
は
き
わ
め
て
ト
リ
ッ
キ
ー
な
も
の
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
の
意
図
か
ら
は
大
き
く
ず
れ
た
、
ほ
と

ん
ど
誤
読
の
よ
う
な
解
釈
に
も
映
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
道
徳
的
内
容
が
レ
ト
リ
カ
ル
な
包
摂
性
を
も
つ
こ
と
は
、
ま
さ
に
多
元
的
社
会
に
お
け
る
道

徳
的
亀
裂
を
超
え
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
条
件
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ

。

　

補
足
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
「
あ
る
べ
き
道
徳
教
育
は
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
に
依
存
す
る
」
と
い
う
第
一
の
結
論
と
必
ず
し
も
矛
盾
し
て
い
な
い
。
も
ち

（
13
）�

価
値
多
元
的
な
現
代
社
会
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
な
教
育
の
成
立
条
件
に
つ
い
て
、
政
治
哲
学
的
観
点
か
ら
そ
の
困
難
さ
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
山
村
（2012

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）�

こ
の
よ
う
な
議
論
の
一
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
政
治
哲
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ガ
ル
ス
ト
ン
は
、「
哲
学
的
教
育philosophic�education

」
と
「
市
民
教
育�civic�education

」
の
区

別
を
導
入
し
、
真
実
を
合
理
的
に
探
求
す
る
前
者
と
は
別
に
、
レ
ト
リ
カ
ル
な
方
法
論
に
よ
っ
て
市
民
的
紐
帯
を
生
み
出
す
後
者
の
実
践
的
意
義
を
強
調
す
る
（Galston�1989

）。
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ろ
ん
、「
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
の
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
」
に
全
面
的
に
立
脚
す
る
な
ら
ば
、「
レ
ト
リ
カ
ル
な
道
徳
論
」
は
無
価
値
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
そ

う
で
な
い
別
の
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
」
に
基
づ
い
た
と
き
、「
道
徳
的
レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
道
徳
的
働
き
か
け
と
し
て
の
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
う
る
か
は
、

開
か
れ
た
検
討
課
題
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
自
明
だ
が
い
ま
一
度
再
確
認
す
べ
き
結
論
」
お
よ
び
「
常
識
に
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
今
後
検
討
す
べ
き
結
論
」
の
二

つ
の
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
確
か
な
こ
と
は
、
新
学
習
指
導
要
領
の
「
道
徳
教
育
の
拡
充
」
は
、
具
体
的
な
授
業
実
践
の
場
に
お
い
て
、

生
身
の
か
た
ち
で
問
わ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
教
員
と
生
徒
が
ぶ
つ
か
り
合
う
生
身
の
実
践
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
理
論
的
な
格
闘
を

も
潜
在
さ
せ
て
い
る
。

　

教
育
者
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
理
解
の
モ
デ
ル
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
、
そ
れ
が
多
元
的
社
会
と
い
う
条
件
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
働
き
か
け
を
許
す

も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
。
―
―
こ
れ
ら
の
問
題
領
域
を
実
践
知
と
理
論
知
の
両
面
に
お
い
て
自
覚
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
、
本
稿
の
さ
し
あ
た
っ

て
の
確
認
事
項
と
し
つ
つ
、
ひ
と
ま
ず
議
論
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

�

参
考
文
献

Berlin,Isaiah,1965,T
he�Roots�of�Rom

anticism
�A

.�W
.�M

ellon�Lectures�in�the�Fine�A
rts,Princeton�U

niv�Pr.

（=2010,

田
中
治
男
訳
『
ロ

マ
ン
主
義
講
義
』
岩
波
書
店
。）

Brighouse,H
arry,2007,“

Should�W
e�T

each�Patriotic�H
istory?,”

K
evin�M

cD
onough�and�W

alter�Feinberg�ed.�Citizenship�and�

Education�in�Liberal-D
em

ocratic�Societies�T
eaching�for�Cosm

opolitan�V
alues�and�Collective�Identities,O

xford:O
xford�U

niversity�

Press.

Burtt,Shelley,2007,“
Com

prehensive�Educations�and�the�Liberal�U
nderstanding�of�A

utonom
y,”

K
evin�M

cD
onough�and�W

alter�

Feinberg�ed.�Citizenship�and�Education�in�Liberal-D
em

ocratic�Societies�T
eaching�for�Cosm

opolitan�V
alues�and�Collective�

Identities,O
xford:O

xford�U
niversity�Press.



－ 43 －

Galston,�W
illiam

�,1989,�“
Civic�Education�in�the�Liberal�State,”

N
ancy�L.�Rosenblum

.ed　

Liberalism
�and�the�M

oral�Life,H
arvard�

U
niversity�Press.

M
acIntyre,A

lasdair,1999,“
H
ow

�to�seem
�virtuous�w

ithout�actually�being�so,”
M

ark�H
alstead�and�T

erence�H
.M

claughlin�

ed.,Education�in�M
orality,Routledge.

―
―
―
―
―
―,1981,A

fter�V
irtue�A

�Study�In�M
oral�T

heory,�Bloom
sbury.

（=1993,

篠
崎
栄
訳
『
美
徳
な
き
時
代
』
み
す
ず
書
房
。）

M
ulhall,Stephen�and�Sw

ift,A
dam

,1996,Liberals�and�Com
m
unitarians,2nd�edition,O

xford:Blackw
ell.

（=2007,

谷
澤
正
嗣
訳
『
リ
ベ
ラ
ル
・

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
』
勁
草
書
房
。）

Sen,A
m
artya,2006,Identity�and�V

iolence:T
he�Illusion�of�D

estiny,N
orton.（=2011,

大
門
毅
監
訳
・
東
郷
え
り
か
訳『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
暴
力
』

勁
草
書
房
。）

山
村
和
世,2012,

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
教
育
論
と
そ
の
隘
路
―
―
多
元
的
社
会
に
お
け
る
教
育
構
想
と
い
う
困
難
」
宮
台
真
司
監
修
・
現
代
位
相
研
究
所
編

集
『
統
治
・
自
律
・
民
主
主
義�

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
社
会
学
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
。

文
部
科
学
省,2019a,

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
３
０
年
告
示
）』
東
山
書
房
。

文
部
科
学
省,2019b,

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
３
０
年
告
示
）
解
説
』
東
山
書
房
。

文
部
科
学
省,2019c,

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
３
０
年
告
示
）
解
説�

公
民
編
』
東
山
書
房
。

（
＊
）�

山
村�

和
世
（
や
ま
む
ら�

わ
せ
いw

asei.r@
hs.chuo-u.ac.jp)

。
１
９
７
８
年
、
奈
良
県
生
駒
市
生
ま
れ
。
中
央
大
学
附
属
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
（
中
学
社
会
・
地
歴
公
民
科
）。

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
社
会
文
化
研
究
専
攻
社
会
学
専
門
分
野
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
専
門
は
社
会
学
・
教
育
社
会
学
・
政
治
哲
学
な
ど
。
担
当
科
目
：
政
治
経
済（
高

3
）、
教
養
総
合
Ⅰ
（
高
2
）、
教
養
総
合
Ⅱ
（
高
3
）。


