
害

評
〉

佐
藤
義
之

『感
じ
る
道
徳

感
情
の
現
象
学
的
倫
理
学
｜
｜

』

倫
鹿
川
小
に
と
っ
て
「
磁
的
」
はr小
川
，欠
な
テ
l

マ
で
あ
る
。
他
民
自
に
対

す
る
憐
れ
み
の
怖
を
抱
く
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
た
め
に
何
ら
か
の
行
動

を
し
た
り
、
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
義
務
感
に
強
く
迫
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ぷ
務
を
遂
行
し
た
り
と、

わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
な

行
為
を
促
す
も
の
に
は
同
情
阜
、
強
迫
の
よ
う
な
感
情
的
な
要
議
が
必
ず
と

言
っ
て
よ
い
ほ
ど
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
年
こ
う
し
た
感
情
的
な
要

打
点
を
ほ
税
す
る
傾
向
が
倫
迎
学
の小
に
も
見
ら
れ
、
当
学
会
で
も
「
感
怖

と
共
向
性
」
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
1

マ
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新

し
い
が
勺
－O
O
八
年
）、

本
代
日
も
ま
た、

倫
理
学
に
お
け
る
感
仰
の
研
究

に
と
っ
て
点
張
な
成
集
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
者
民
自
の
＝
い
方
を
肌

川

り
れ
ば
、

本
H
川
は
「
わ
れ
わ
れ
が
見
性
的
に
与
え
、
制
時
解
す
る
も
の
と
し

て
の
道
徳
で
な
く
、
感
仙
を
初
め
と
す
る
感
性
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が

感
じ
る
も
の
と
し
て
の
道
徳
の
側
而
に
光
を
当
て
た
い
」
（
1

ぃ
以）
と
い

う
怠
凶
の
下
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り

、

本
H
川
の
タ
イ
ト
ル
は
こ
の
怠
闘

を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
本
件
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
感
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M
m
m仲
川
口
山
、
コOO
九
年

色

岡
山

井

大

山川
の
研
究
が

、

「
現
象
乍
的
」
な
考
祭
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
点
に

あ
る
。
哨
市
車
引
も
汀
う
よ
う
に

、

本
H
H
Hは「
感
情
の
側
部
か
ら
道
徳
を再
検

討
す
る
試
み
」
〈日
日
立
）
と
し
て
桃
恕
さ
れ
、
シ
ェ
l

ラ
l

以
後
途
切
れ

て
い
た
「
現
象
学
的
な
道
徳
的
感
情
研
究
」
（I
頁
）
に
着
手
す
る
も
の

で
あ
り
、

本
冊
目
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
本
件
「
感
じ
る
道
徳
｜
｜
感
情
の
現
象
学
的
倫
理
学
｜
｜
』
は、

倫

理
学
の
現
代
の
動
向
を
的
慌
に
受
け
止
め
る
と
と
も
に
、
現
象
学
の
迎
動

に
新
た
な
w
w与
を
川
米
た
そ
う
と
す
る
、
他
に
例
の
な
い
独
得
の
ポ
ジ
シ
ョ

ン
か
ら
生
ま
れ
た
凡
物
で
あ
る
と
古
え
る
。

者
名
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
関
心
を
符
せ
て
い
た
ぶ
お
に
と
っ
て
も

、

本
山
は
そ
の
研
究
の
新
た
な
展
開
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

川
知
の

よ
う
に
、

本
乃
は
佐
必
氏
に
と
っ
て
三
作
H

の
刊
行
川
と
な
る
。
m
一
作
の

「
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
m
t
（敵
刊
早
川
口ω、・

4
0
0
0
年
〉
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

の
忠
恕
を
倫
混
と
し
て
正
而
か
ら
受
け
止
め
、
そ
の
意
必
を
切
ら
か
に
す

る
と
い
う
窓
欲
作
で
あ
っ
た
。
し
か
も

、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
現
象
学的
な
側
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而
を
重
視
し
、
他
方
で
道
徳
的
現
象
の
突
像
に
そ
ぐ
わ
な
い
抽
象
的・
形

而
上
学
的
な
側
陥
を
批
判
す
る
と
い
う
点
に
は
、
他
の
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
論
者

と
は
典
な
る
ス
タ
ン
ス
が
見
受
け
ら
れ
た
。
続
く
第二
作
『
物
部
と
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
「
倣
」』
（M
北
洋
内
初
、
ニ
O
O
四
年
〉
で
は
、

前
作
で
縦
一
ホ
さ

れ
て
い
た
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
批
判
を
さ
ら
に
泌
聞
し
て
、
ケ
ア
倫
理
学
と
物
語

倫
刑法
子
と
の
橋
渡
し
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
に
間

執
し
な
い
か
た
ち
で
他
者
に
応
答
す
る
倫
理
を
追
求
す
る
姿
勢
が
う
か
が

え
た
。
以
上
の
流
れ
を
受
け
た
本
刊
に
は
、
レ

グ
ィ
ナ
ス
が
登
場
し
な
い

た
め
〈
「
は
じ
め
に
」
と
注
で
そ
の
名
前
が
山
て
い
る
の
み
〉、
た
ん
に
前
二

箸
の
延
長
線
上
で
の
み
構
想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が、
た

と
え
ば
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
私
に
対
す
る
他
者
の
顔
の
「
強
迫
」
が
す

で
に
｜
｜

強
迫
と
い
う
一
種
の
感
情
と
し
て
｜
｜
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
せ
ば
、

＋4
8
は
佐
藤
氏
の
思
考
に
も
と
も
と
懐
胎
さ
れ
て
い
た

テ
l

マ
を
あ
ら
た
め
て
主
題
的
に
考
察
し
た
も
の
と
受
け
・
取
るこ
と
が
で

き
そ
う
で
あ
る
。
史
際
、

本
部
に
は
氏
の
研
究
動
向
の

一
立
性
と
さ
ら
な

る
深
ま
り

を
強
く
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
二
点
に
お
い
て

で
あ
る
。

一
点
目
は
、

研
究
ス
タ
イ
ル
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
佐
勝
氏
は
『
レ
ヴ

ィ
ナ
ス
の
倫
理
』
に
お
い
て
、
自
ら
の
研
究
態
度
を
「
現
象
学
」
と
い
う

訴
で
淡
現
し
て
い
た
。
本
料
を
通
読
し
て
判
然
と
す
る
の
は
、
そ
の
現
象

学
的
考
察
が
そ
の
本
倣
を
よ
り
い
っ
そ
う
発
卸
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
フ
ッ
サ

l

ル
に
端
を
発
し
た
現
象
学
運
動
は
、
サ
ル
ト
ル
、

メ
ル

ロ

”
ポ
ン
テ
ィ

、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

等
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
で
大
き

く
開
花
し

、

,jlfl 
} , 

f
 

彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
倫
理
」
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
思
考
を
展
開
し

て

い
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
l

ル
の
倫
理
学
講
義
や
サ
ル
ト
ル
の

倫
理
学
ノ
l

ト
に
か
ん
す
る
解
明
も
進
ん
で
い
る
よ
う
に
、
現
象
学
の
倣

威
内
で
の
倫
理
的
テ
l
マ
の
文
献
研
究
は
税
み
抵
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
、

現
象
学
固
有
の
考
・
祭
態
度
を
自
ら
示
し
た
研
究
は
少
な
い
。
こ
う
し

た
現
状
に
対
す
る
危
似
と
、
現
象
学
的
分
析
を
自
ら
突
践
し
よ
う
と
い
う

意
気
込
み
が
、
本
山
口
に
は
前
作
以
上
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
点
目
は
、

研
究
の
対
象
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
鮮
品
者
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス

や
ケ
ア
倫
理
学
を
研
究
し
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に、

い
わ
ゆ

る
他
者
の
倫
理
、
他
者
に
対
す
る
責
任
に
も
と
づ
く
倫
理
学
の
考
察
を
続

け
て
い
る
。

『
レヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
』
で
は
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
顔
」
と

い
う
事
象
が
主
題
的
に
検
討
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
他
者
の
顔
が
私
に
与
え

る
強
迫
は
倫
理
の
基
盤
で
あ
る
と
さ
れ
、
他
者
の
阪
の
み
に
も
と
づ
く
倫

理
の
可
飽
性
が

〈
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
へ
の
批
判
も
含
み
な
が
ら
）
追
求
さ
れ
た
。

ま
た
『
物
語
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
顔
」
』
で
も
、
同
じ
く
制
掛
か
ら
の
倫
理

の
可
能
性
と
い
う
問
題
設
定
か
ら
山
発
し

、

畝
が
私
に
何
ら
か
の
倫
型
的

行
為
を
促
す
と
し
て
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
す
る
か
を
決
定
す

る
た
め
に
は
割
以
に
対
す
る主
観
的
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ

の
解
釈
の
た
め
に
物
語
的
な
論
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

い
わ
ば
「
他
者
の
師
酬
を
生
か
す
倫
理
」
の
可
能
性
が
追
求
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
翻
っ
て
こ
の
第
三
作
で
は、

阪
か
ら
の
倫
理
と
い
う
問
題
設
定

は
抗
援
引
き
継
が
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
本
科
は、
知
覚
さ
れ
た
他
者

の
姿
｜
｜
顕
だ
け
で
な
く
｜
｜
に
そ
の
人
の
実
存
を
と
ら
え
、
自
ら
の
突



存
が
そ
れ
と
共
鳴
す
る
と
い
う
「
災
存
の
共
鳴
」
の
分
析
を
議
論
の
起
点

と
し
て
お
り
、

従
来
と
同
じ
く
他
者
と
私
の
関
係
が
構
想
の
出
発
点
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
顔
」
は
道
徳
的
な
感
情
と
さ
れ

て
い
た
が
、

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
枠
組
み
を
外
し
て
感
的
そ
の
も
の
に
目
を
向

け
た
と
き
、

そ
も
そ
も
感
情
が
紋
初
か
ら
道
徳的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
自
問
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

感
情
と
道
徳
と
の
凶

係
を
検
討
し
、

感
情
が
ど
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
を
道
徳
的
行
為
へ
と
促
す

か
を
考
・
策
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
な
ら
ば
、

本

位
は
抜
刷
新
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
の中
で
桝
在
的
に
合
ま
れ
て
い
た
課
題
に

あ
ら
た
め
て
取
り
組
ん
だ
も
の
と

π
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意

味
で
、

本
店
は
著
者
の
研
究
の
深
ま
り
を
示
す
も
の
と
青
い
う
る
の
で
あ

る
。左

に
一
示
す
よ
う
に、

本
市
汁
は
ご
一
部
構
成
の
全
五
荒
か
ら
な
っ
て
い
る
。

佐品産li之 rM.v: じる道徳J

m
l

部
道
徳
的
感
情

第
一
昨日中
共
＋
T
u－
－
そ
の
現
象
学
的
分
析
と
道
徳
的
意
義
｜
｜

a
J
Y
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身
体
的
他
者
認
知

共
地
白
の
生
起

共
＋
一
円
と
道
徳
｜
｜
シ
ェ
ー

ラ

！

と
対
峠
し

つ
つ

共
苦
の
道
徳
的
意
義

第
二
設
義
務

と
感
情
ー
ー
そ
の
突
態
と
解
釈
｜
｜

2 3 』

義
務
存
在

滋
務
の
強
迫

義
務
意
識
と
感
情

罪
の
意
識

道
徳
感
情
と
解
釈

m
H

部
意
志
と
欲
望

第
三
軍
倫
理
的
決
断
に
お
け
る
こ
つ
の
比
喰

－
倫

理
的
決
断
に
お
け
る
比
較

2

強
迫
的
衝
動
と
伶
型
的
決
断
｜
｜
ベ
ク
ト
ル
の
比
倫

3

強
迫
さ
れ
る
意
識

4

天
秤
の
比
喰

5

合
理
的
尖
践
判
断
の
実
像

第
四
章
意
志
の
弱
さ

向
付

2 3 4 r.: 
;) 

内
花
主
義

外
在
主
義

「
意
志
力
」
は
存
在
す
る
か

物
語
、

性
格

第
山
部
性
絡
と
感
仙
川
の
統
御

第
五
章
性
格
と
し
て
の
徳
ー
ー
そ
の
解
釈
と
倫
理
的
意
義
を
め
ぐ

っ
て
｜
｜
｜

解
釈
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
性
格

性
格
と
し
て
の
徳
｜
｜
徳
と
解
釈

2 3 4 1 2 
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3 

ド
リ
ス
の
「
状
況
下
一
義
」

性
肺
桁
発
現
の
抑
制
．
皮
肉
｜
｜
「
状
況
主
峰
」
の
検
討

倫
理
的
性
絡
の
実
態

4 

i'I 

5 

ご
附
の
担
物
と
し
て
の
ま
と
ま
り
と
体
系
性
を
無
理
に
泊
求
す
る
こ

と
は
燃
え
、
道
徳
と
波
間
と
い
う
大
き
な
枠
の
内
部
で
、
相
払
の
治
じ
た
い

テ
l

マ
を
い
く
つ
か
思
い
つ
く
ま

ま
に
命
じ
た
」
（H
以
〉
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
本
代
け
で
は、

五
つ
の
試
論
が
緩
や
か
に
観
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
こ
こ
か
ら
は
各
お
ご
と
に
、
そ
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
見

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
m
l

部
「
道
徳
的
感
情
」
の
内
容
を
凡
て
い
こ
う
。
第
一
点以
「
共

脊
ー
ー
そ
の
現
象
学
的
分
析
と
道
徳
的
意
義
｜
｜
」
で
は
、
他
人
の
苦
し

み
に
仏
が
汚
し
む
と
い
う
「
共
汗
」
の
感
情
が
分
析
さ
れ
、

そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
道
徳
的
意
ぷ
を
も
っ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

読
の
特
徴
は
、

メ
ル
ロ
”
ポ
ン
テ
ィ
の
他
者
論
の
中
で
有
名
な
感
情
移
入

批
判
の
筒
所
を
多
照
し
な
が
ら、

共
析
を
「
史
存
削
の
共
鳴
」
と
理
解
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
析
の
成
果
が
中
車
内
全
体
に
と
っ
て
基
盤
の

ん
以
前
を
市
め
て
い
る
と
行っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
”
ポ
ン
テ
ィ
は

『
知
覚
の
現
象
学
』
で
、

大
人
が
乳
児
の
指
を
か
む
ま
ね
を
す
る
と

、
そ

れ
を
ま
ね
て
乳
児
が

n

を
聞
け
る
と
い
う
慣
例
を
紹
介
し

、

こ
の
事
例
に

つ
い
て
の
「
感
情
砂
入
」
的
な
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
感
情
診
人
が
成

り
立
っ
た
め
に
は
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
大
人
の
凶n
と
、
内
感
さ
れ
る

乳
児
自
身
の
凶
n

と
が
同
じ
も
の
だ
と
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
鋭
で
白
分
の
師
酬
を
比
た
こ
と
の
な
い
乳
児
に
そ
れ
を
知
る
機会は

な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
で
は
な
い
、
と
メ
ル
μ

”
ポ
ソ
テ

ィ
は
主
張
す
る
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、
他

串
引
の
身
体
や
動
作
の
知
覚
が

、

直
接
に
自
分
に
共
通
の
閉
口

と
い
う
動
作
の
意
味
と
捉
え
ら
れ
る、

と
主

似
し
て
い
る
。
佐
藤
氏
は、

こ
の
滋
必
に
さ
ら
に
必
撲
を
加
え、

次
の
よ

う
に
解
釈
す
る
。
「
他
人
の
身
体
と
は
耐
火
存
の
様
態
（を
表
わ
す
も
の
）
で

あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
他
人
の
身
体
を
私
が
知
覚
し
て
も
、
他
人
は
単
な
る

本
観
的
物
体
で
は
な
い
も
の
ハも
う
ひ
と
り
の
主
体
）
で
あ
り
う
る
の
だ
」

（
二
間
以
）。
さ
ら
に

、
他
人
の
身
体
は
、

小
な
る
お
り
的
夫
羽
で
は
な
く

、

そ
の
人
の
実
存
の
綴
般
を
象
徴
的
に
妥
聞
知
し
て
い
る
も
の
だ
と
理
解
し

、

乳
児
が
大
人
の
開
口
の
動
作
を
見
た
と
き
、
そ
の
大
人
の
災
存
綴
態
と
乳

児
の
実
存
様
態
と
の

一
体
化
な
い
し
共
鳴
が
生
じ
る
と
解
釈
す
る
。
乳
児

が
U
を
聞
け
る
の
は
、
他
者
の
耐
火
山
仔
様
態
と
の一体
化
の
自
然
な
的
結
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
斯
釈
に
も
と
づ
い
て

、

「
共
学n」
と
い
う
感
的

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ナ
イ
フ
に
川
利
さ
れ
て
い

る
他
人
の
委
を
且
た
と
き
、

弘
は
そ
の
姿
を
そ
の
人
の
実
存
を
象
徴
し
て

い
る
も
の
と
捉
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
人
の
尖
存
が
私
の
史
存
と
共
鳴
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
痛
み
に
身
構
え
、
山
川
み
を
耐
え
る
実
作

の
あ
り
方
を
私
も
生
き
る
の
で
あ
り、

そ
れ
に
よ
っ
て
擬
似
的
な
焔
み
が

私
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る、

と
さ
れ
る
。

以
上
の
共
背
の
分
析
を
断
ま
え
て
、
次
に
こ
の
銭
的
の
道
徳
的
意
義
が

写
・
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が、

そ
の
橋
渡
し
役
と
し
て
笠
場
す
る
の
が
シ
ェ

l

ラ
ー
で
あ
る
。
シ
ェ
l

ラ
ー
は
州
知
の
よ
う
に
『
間
的
の
本
質
と
瀦
形
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式
』
に
お
い
て
、

「
問
的
」
を
相
互
感
得

、

感
情
伝
染

、

一
体
感
的

、

共

同
感
的
の
四
穏
に
区
別
し
て
い
る
。
佐
藤
氏
は
こ
の
分
類
の
中
に
共
者
の

感
情
を
位
悦
づ
け
よ
う
と
試
み
る
。
す
る
と

、

共
苦
は
一
体
感
情
｜
｜
そ

こ
で
は
他
者
の
感
情
だ
け
で
な
く、

他
者
そ
の
も
の
も
私
と
同
一
視
さ
れ

る
ー
ー
ー
で
は
な
く、

感
情
伝
染
｜
｜
こ
れ
は
不
随
意
的
な
伝
染
で
あ
り、

私
の
感
情
が
他
者
の
感
情
と
同
種
の
も
の
に
な
る
が
、
し
か
し
あ
く
ま
で

も
私
の
感
情
で
あ
る
｜
｜
に
該
当
す
る
、

と
い
う
。
し
か
し
シ
ェ
l

ラ
ー

に
よ
れ
ば
、
他
者
の
感
情
を
「
迫
感
知
ど
す
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
生
起

す
る
共
同
感
情
だ
け
が
哀
の
意
味
で
の
同
情
で
あ
り、

こ
れ
の
み
が
直
接

道
徳
的
意
義
を
も
っ
て
働
く
感
情
で
あ
る
。
で
は
感
情
伝
染
に
当
た
る
共

苦
が

、

ど
の
よ
う
に
道
徳
的
感
情
と
し
て
の
共
同
感
情
を
生
じ
さ
せ
る
の

か
、

と
い
う
山
い
が
生
じ
る
。
佐
藤
氏
は
、
シ
エ
｜
ラ
1

の
枠
組
み
を
越

え
て
、

突
存
問
の
共
鳴
に
よ
る
共
苦
が
共
同
感
情
の
生
起
に
口
献
し
て
い

る
こ
と
を
明
か
す
。
た
と
え
ば
他
者
の
身
体
的
背
焔
に
共
鳴
し
て
私
も
擬

似
的
な
身
体
的
地
山h仰
を
感
じ
る
と
き
、
そ
れ
に
続
い
て
、

他
人
へ
の
憐
聞

の
的

、

つ
ま
り
共
同
感
的
と
し
て
の
新
神
的
背
捕
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
さ
い
、
他
人
の
感
情
に

一
体
化
す
る
こ
と
な
く
他
人
の
感
情
を
そ
れ

と
し
て
と
ら
え
、

そ
れ
を
志
向
す
る
と
い
う
態
度
変
更
が
起
こ
り
（
シ
ェ

l

ラ

l

の

「
迫
感
得
」
に
あ
たる
）、
他
人
の
感
情
に
何
ら
か
の
側
他
評
価

を
与
え
る
な
ら
ば
、

こ
れ
が
共
鳴
に
よ
る
共
苦
が
道
徳
的
な
他
者
と
の
か

か
わ
り
へ
と
移
行
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の

移
行
の
き
っ
か
け
と
な
り
、

私
の
意
識
を
道
徳
的
次
元
へ
と
高
め
る
働
き

を
す
る
も
の
は
、

た
と
え
ば
共
苦
を
「
良心
の
痛
み
」
と
解
釈
す
る
こ
と
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で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
介
さ
な
く
と
も、

自
発

的
に
生
起
す
る
実
存
聞
の
共
鳴
は

、

無
関
心
な
態
度
か
ら
出
発
す
る
追
感

仰
と
は
災
な
り
、
自
然
的
、
自
発
的
に
共
同
感
情
へ
と
促
す
の
で
あ
る
か

ら
、

「
共
鳴
は
ひ
と
を
道
徳
へ
と
促
す
〈
し
か
し
強
制
しない
〉、
か
な
り

特
権
的
な
力
を
も
っ
と
い
え
る
」
（四
五
瓦
〉
と
論
じ
ら
れ
る
。

第
二
章
「
義
務
と
感
情
ー
ー
そ
の

実
態
と
解
釈
｜
｜

」
で
は

、

抽
象
的

な
規
範
を
守
る
義
務
を
感
じ
る
際
の
感
情
の
働
き
が
考
察
さ
れ
て
お
り

、

「
規
範
が
強
制
す
る
主
観
的
議
務
感
の
現
象
学
」（四
八
五
）
を
展
開
し
た

も
の
と
位
世
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、
私
が
義
務
を
意
識

す
る
に
は
、

私
が
す
で
に
義
務
の
強
制
を
感
じ
る
能
力
を
も
つ
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
さ
ら
に

、

滋
務
を
角
い
、

梨
た
し
う
る
も
の
と
し
て
自
己
を

形
成
し
て
い
て
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
意
識
で
き
る
こ
と
が
そ
の
条
件

と
な
っ
て
い
る
。
務
者
は
、
こ
う
い
う
自
己
の
災
存
の
態
勢
を

「義
務
存

在
」
〈冗
一
五
）
と
名
づ
け
、

そ
の
感
的
的
な
側
面
を
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
は
義
務
を
感
じ
る
場
市
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る。
川
京
た
す
べ
き
で

あ
る
が
ま
だ
仰
木
た
す
べ
く
行
動
を
開
始
し
て
い
な
い
と
き
、

義
務
が
私
に

そ
れ
を
履
行
す
る
よ
う
強
迫
的
に
迫
っ
て
来
て
、
そ
の
強
迫
に
よ
っ
て
私

は
行
為
を
実
行
す
る
ま
で
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
る
状
態
と
な
る
。
こ
の

「
義
務
の
強制
性
」
が
義
務
意
識
の
核
心
的
な
局
面
を
な
し
て
お
り
、
そ

の
強
制
性
を
担
う
感
情
的
要
索
が
「
強
迫

」
だ
と
さ
れ
る

（
五五
頁
）。

た
だ
し
、
強
迫
は
他
の
場
面
（利
己
的
な
勧
告
な
ど

）
に
お
い
て
も
発
生

す
る
の
で
、

強
迫
だ
け
が
義
務
を
義
務
と
す
る
特
徴
と
は
言
え
ず
、
そ
れ

ゆ
え
義
務
を
架
た
し
て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、

感
じ
て
い
る
強
迫
を
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義
務
と
し
て
迎
性
的
に
理
解
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し

て
強
迫
が
義
務
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
ち
、

次
に
、
そ
れ
ま
で
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
義
務
が
私
に
対
し

て
現
れ
る

と
き
の
義
務
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
。
何
か
を
行
為
し
て
い
た
私
に
義

務
の
立
識
が
浮
上
し
て
き
た
と
き
、
現
在
行
な
っ
て

い
る
行
為
は
色
あ
せ
、

義
務
が
第
二
の
意
味
と
し
て
浮
上
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
二
の
意
味
が
浮

上
す
る
こ
と
は
義
務
の
発
生
以
外
の
場
合
に
も
起
こ
る
が
、
義
務
の
場
合、

今
ま
で
通
用
し

て
い
た
第
一
の
意
味
を
批
判
的
に
評
側
す
る
こ
と
を
伴
う

の
が
独
自
の
特
徴
で
あ
る
。

次
に
、
抽
象
的
義
務
を
違
反
し
た
場
面
に
お
い
て
、

「
山
野
の
意
識
」
が

詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
に
よ
る
と

、

界
の
意
識
と
は
、

界
と

は
概
念
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
私
が
非
を
犯
し

た
と
い
う
事
実
と
の
理
性
的
認
識
を
も
つ
こ
と
に
加
え
、
採
に
対
す
る
後

悔
等
の
感
情
的
な
反
応
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
自
己
評

側
に
か
か
わ
る
側
面
、
他
者
に
よ
る
私
の
評
価
に
か
か
わ
る
側
筒
、
非
に

と
も
な
う
処
例
に
か
か
わ
る
側
而
、
迷
惑
を
か
け
た
他
者
に
か
か
わ
る
側

面
、

の
四
つ
の
側
面
に
分
類
さ
れ

、

考
－M制
さ
れ
て
い
る。

そ
れ
に
よ
れ
ば

、

罪
の
意
識
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
自
己

評
価
に
か
か
わ
る
側
加
で
あ

り
、
自
己
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
が
坪
の
意
識
を
紡
成
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
分
類
上
は
自
己
評
価
を
含
ま
ず
、

処
例
へ
の
恐
れ
の
よ
う
な
感
情

を
と
も
な
う
「
処
例
の
意
識
」
も、

実
践
に
お
い
て
は
非
の
・立
識
と
判
然

と
は
区
別
で
き
ず
、
「
良
心
の
摘
み
」
を
感
じ
た
と
い
う

言
い
方
で
非
の

意
識
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

、

と
論
じ
ら
れ
る
。

柄1{If 

第
H

部

「
．
平
芯と欲
望
」
で
は
、
主
に
英
米
系
の
倫
理
学
者
の主
張
を

相
手
に
、
批
判
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第

三
抗日
「
倫
理
的

決
断
に
お
け
る
こ
つ
の
比
倫
」
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
M

常
的
な
も
の
の
う

ち
に
あ
る
笑
像
に
そ
ぐ
わ
な
い
表
現
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
わ

れ
わ
れ
は
倫
迎
的
な
決
断
の
際
に
、
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
と
い
う
あ
り

さ
ま
を

天
秤
の
比
倫
を
用
い
た
り
、
カ
の
ベ
ク
ト
ル
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い

た
り
し
て

表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
が
、

こ
れ
ら
の
イ
メ
ー

ジ
は
「
晶
化

さ
れ
た
一
元
的
な
比
較
基
準
に
よ
る
比
較
の
比
倫
」
（九
九
瓦
〉
で
あ
り
、

「
こ
れ
ら
の
比
倫
は
わ
れ
わ
れ
の
倫
理
的
判
断
と
決
断
の
現
実
の
過
程
を

か
な
り
歪
め
て
い
る
」
（同
〉
と
佐
藤
氏
は
主
張
す
る
。
ま
ず
検
一
閃
さ
れ

る
の
は
ベ
ク
ト

ル
の
比
喰
で
あ
る
。
こ
の
比
輸
が
用
い
ら
れ
る
の
は
主
に

怠
志
と
欲
望
の
対
立
と
い
う
場
而
で
あ
る
が
、

よ
り
広
く
捉
え
て
思
考
と

欲
望
の
対
立
と
し

て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
に
よ
れ
ば
、

欲
望
が
思

考
に
よ
る
合
迎

的
判
断
に
負
け
る
と
き
に
は
、
「
私
の
意
識
が
そ
の
欲
望

そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
」
（
一O
五
瓦
）
が
生
じ
て
お
り
、

「
思
考
は
思
考
と
し
て
存
立
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
」
（
一O
六
瓦
）

と
い
う
。
そ
れ
に
抵
抗
す
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
欲
望
に
対
し

そ
れ
を
上

回
る
何
ら
か
の
カ
に
よ
っ
て
欲
望
を
抑
え
る
の
で
は
な
い
。
思
考
は
、
そ

の
存
立
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
き
、
欲
望
の
志向
対
象
と
泉
な
る
何
か
を

思
考
す
る
こ
と
で
、
別
の
も
の
に
意
識
を
向
け
る
こ
と
を
促
し
、
欲
望
か

ら
気
を
逸
ら
そ
う
と
す
る
。
つ
ま
り

、

欲
望
の
力
に
対
し
て
思
考
の

「
力
」
で
抵
抗
す
る
の
で
は
な
く

、

思
考
に
よ
っ
て
気
を
逸
ら
す
と
い
う

い
わ
ば
「
技
」
に
よ
っ
て
、

欲
恕
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
さ
れ
る
。
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「
思
考
は
欲
望
対
象
な
ら
ざ
る
何
も
の
か
を
志
向
す
る
自
己
を
維
持し
続

け
よ
う
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
欲
望
の
志
向
対
象
か
ら
欲
望
を
そ
ら
す
こ

と
で
欲
望
の
存
立
基
絵
を
初
か
そ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」（
一O
入

京
）
し
た
が
っ
て
、
二
方
向
に
向
か
う
力
を
表
現
す
る
ベ
ク
ト
ル
は
こ
の

事
態
に
合
う
比
倫
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
欲
望
に
対
し

「
距
般
が
と
れ
な
い
」
と
い
う
比
倫
に
つ
い
て
も
分
析
さ
れ
て
い
て

、

こ

の
比
憶
は
、

志
向
対
象
か
ら
自
由
を
確
保
で
き
ず
、

受
動
的
に
そ
れ
を
被

る
意
識
だ
と
い
う
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
る
。

次
は
、
天
秤
の
比
鳴
の
検
討
で
あ
る
。
「
天
秤
」
は
型
性
的
思
考
に
お

け
る
設
的
に
一
元
化
さ
れ
た
判
断
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
則
い
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
選
好
功
利
主
義
の
R

－

M
－
へ
ア
は
、
「
選
好
の
強
さ
」
と
い
う

一
元
的
基
準
に
し
た
が
っ
て
、
「
義
務
感」
や
欲
望
な
ど
の
す
べ
て
を
測

ろ
う
と
し
て
お
り

、

典
型
的
に
天
秤
の
比
倫
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
い
る
と

さ
れ
る
。
し
か
し
佐
藤
氏
は
、
こ
の
比
憶
に
は
「
歎
附
性
」

ハ
一
一
九
瓦
）

が
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、

た
と
え
ば
今
晩
何
を
食
べ
る
か
を
選
ぶ
と

き
の
よ
う
な
選
択
に
か
ん
す
る
考
・
祭
が
な
さ
れ
る
場
合
、

選
好
の
強
度
は

自
動
的
で
一
元
的
な
並
化
と
は
程
遠
い
仕
方
で
測
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り

、

つ
ま
り
現
実
に
ど
の
選
択
肢
を
選
ぶ
か
の
決
若
は

、

無
理
や
り
で
恋
意
的

で
あ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
佐
藤
氏
は、

同
じ
よ
う
に

一
元
的
晶

化
に
よ
る
決
定
と
い
う
方
法
を
批
判
す
る
倫
理
学
者
と
し
て

W
・

D

－

ロ

ス
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
ロ
ス
は、

復
数
の
ご
応
の
義
務
」
が
諜
せ

ら
れ
た
状
況
か
ら
ひ
と
つ
の
「
端
的
な
滋
務
」
が
務
き
出
さ
れ
る
と
き
、

明
確
な
基
準
に
よ
っ
て
選
択
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
「
蓋

I It 

然
的
な
意
見
」
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
（
一
二
五
｜
一
二
六
頁
）
。こ
の

よ
う
に
、

結
局
、

選
択
に
対
す
る

一
元
的
測
定
は
原
理
的
に
不
可
能
で
は

な
い
か
と
佐
藤
氏
は
推
論
し
て
い
る
。
ま
た

、

に
も
か
か
わ
ら
ず
天
秤
の

比
鳴
が
根
強
く
む
じ
ら
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
も
推
測
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
現
山
は
、
気
持
ち
の
強
さ
よ
り
も
む
し
ろ
、
社
会
的
側
値
基

準
の
方
か
ら
、
感
じ
る
べ
き
感
約
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
ど
の
脱
皮
の

強
さ
で
あ
る
か
が
決
ま
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な

こ
つ
の
比
織
が
隠
蔽
し
て
き
た
合
理
的
実
践
判
断

の
実
像
を
積
極
的
に
規
定
す
る
試
み
と
し
て
、
物
語
的
思
考
形
態
と
、
生

の
文
脈
に
よ
る
選
択
肢
の
事
前
の
選
択
左
い
う

ニ
つ
の
側
面
が
描
き
出
さ

れ
て
い
る

（
こ
れ
は
前
著

『
物
訟
と
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の

「
孤
」
」
で
の
議
論
を
踏

ま
え
た
、

佐
藤
氏
独
自
の
倫
政
学
的
構
想
で
あ
ろ
う
）
。

さ
て
以
上
の
部
三
誌
を
う
け
て

、

第
間
設
「
意
志
の
弱
さ
」
で
は

、

倫

理
的
決
断
に
か
ん
し
て
、
決
断
し
て
も
そ
れ
が
岡
山
ら
い
で
し
ま
い一度
決

め
た
こ
と
が
実
行
で
き
な
い
と
い
う
「
窓
志
の
弱
さ
」
の
実
態
が
具
体
例

に
沿
っ
て
考
祭
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
は

、

道
徳
判
断
の
う
ち
に
行
為
の

動
機
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
立
場
の
「
内
在
主
義
」
（
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ

ン
）、

道
徳
判
断
に
は
判
断
と
は
外
的
な
欲
望
な
ど
の
嬰
索
が
必
要
だ
と

す
る
立
場
の
「
外
在
主
義
」
（
ヒ
ュ
ー
と
の
そ
れ
ぞ
れ
を
批
判
的
に
検

討
し
て
い
る
。
結
論
を
見
れ
ば
、

ど
ち
ら
も
事
態
を
正
確
に
捉
え
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る

。
内
在
主
義
は
、

「
必
りも
動
指
も
な
い
判
断
」

を
下
し
つ
つ
自
制
を
欠
い
た
行
為
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
椛
図
で
・
立
志
の

弱
さ
を
考
察
す
る
が
、
そ
も
そ
も
現
実
の
突
践
判
断
は
「
日
怒
り
も
動
揺
も
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な
い
判
断
」
で
な
い
こ
と
が
多
く

、

こ
の
点
で
現
実
に
そ
ぐ
わ
な
い
議
・
論

と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
外
在
主
義
は
理
性
に
よ
る
判
断
と
そ
れ
に
外
的
な

欲
望
と
い
う
椛
図
を
打
ち
出
す
が
、

実
際
の
判
断
は
実
存
に
も
と
．
つい
た

も
の
で
あ
り
、
た
ん
に
理
性
だ
け
の
産
物
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の

型
由
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
章
で
は
、

「
意
志
の
弱
い
人」
は
「
芯
士
山
の

力
が
弱
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
「
意
志
力
」
と
い
う
概

念
を
擁
護
す
る
R

・

ホ
ル
ト

ン
の
議
論
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
概
念
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、

「
意
志
の
強
い
人
」
と
言
わ

れ
る
人
は
、
「
カ
」
で
は
な
く
「
技
」
に
よ
っ
て
欲
望
を
克
服
し
て
い
る
と

い
う
洞
察
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
物
語
概
念
を
手
が
か
り
に
し
て
、

怠
志
の
弱
さ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
ら
の
其
の
姿
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

第
山
部
「
性
格
と
感
情
の
統
御
」
に
あ
た
る
第
五
章
「
性
絡
と
し
て
の

徳
ー
ー
そ
の
解
釈
と
倫
理
的
意
殺
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
で
は
、
徳
倫
理
学

に
よ
っ
て
再
浮
上
し
て
き
た
「
性
絡
」
観
念
に
つ
い
て、
性
絡
と
し
て
の

徳
は
可
能
か
ど
う
か
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
。
徳
倫
理
学
者R
・
ハ
l

ス

ト

ハ
ウ
ス
に
よ
る
徳
の
理
解
｜
｜
「
徳
と
は
行
動
の
表
面
的
特
性
が
卓
越

し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ず
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
人
間
の
感
受

性
、
倫
理
的
実
践
的
認
知
能
力
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
」

ハ
一八
凶
瓦
）

ー
ー
を
踏
ま
え
つ
つ
、

「性
絡
」
と
は
「
当
人
の
本
質
」
を
表
す
も
の
で

あ
り

、

本
質
と
は
「
位
界
や
他
者
と
の
か
か
わ
り
と
し

て
の
行
動
や
感
情

表
現
に
お
い
て
現
れ
る
、
そ
の
ひ
と
図
有
の
存
在
の
仕
方
」

、

「
突
存
の
あ

り
方
」
だ
と
さ
れ
る
（

一
八
六
瓦
）。
こ
こ
で
強
制
さ
れ
る
の
は

、
あ
る

人
の
性
格
は
そ
の
人
に
対
す
る
主
観
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も

評
} 

t

一t
 

の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
性
格
と
は
「
現
実
に
は
こ
の
世
に
存
在
し
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
経験
を
滋
く
も
の
」
と
い
う

意
味
で
「
理
念
」
で
あ
る
こ
と
（
一
九
八
真
弓
で
あ
る
。
さ
ら
に

、

性

格
を
め
ぐ
っ
て
の
倫
理
学
的
論
争
と
し
て
、
全
体
主
義
｜
｜
性
格
の
安
定

性
、
一
貫
性
、
諸
性
格
の
統
一
一
位
を
主
張
す
る
｜
｜

に
対
す
る
状
況
主
義

｜
｜
性
格
の

一
貫
性
お
よ
び
新
性
栴
の
統
一
位
を
批
判
す
る
l
！

の
議
論

ハド
リ
ス

〉
が
多
照
さ
れ
、
検
討
が
加
え
ら
れ
た
後
、
両
者
に
対
し
疑

問

が
示
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、

性
絡
が
現
実
的
な
突
在
性
を
も
た
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
．
せ
性
格
の
陶
冶
に
よ
る
徳
の
習
得
が
一
般
に
信
じ
ら

れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
批
’
制
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
本
刊
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
見
て
き
た
。
そ
の
中
に
非
常
に

多
く
の
論
点
と
洞
察
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
こ
と
は
こ
の
要
約
か
ら
も
確

認
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
評
者
と
し
て
は
、
本
自
の
大
き
な
魅
力
が
、
こ

の
よ
う
な
ラ
フ
な
要
約
で
は
再
現
し
に
く
い
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
も
強
制

し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
本
刊
の
魅
力
は
、
H
H体
的
な
経
験
を
手
が
か

り

と

し
、

経
験
の
陥
ず
み
に
視
線
を
行
き
渡
ら
せ
な
が
ら
、
綿
密
な
観
祭

に
も
と
づ
き
落
ち
着
い
た
笹
致
で
思
考
の
歩
み
を
進
め
て
い
く
と
い
う
そ

の
ス
タ
イ
ル
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
佐
藤
流
現
象
学
的
倫
理

学
の
ス
タ
イ

ル
で
あ
る
と
見
倣
し

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
現
象
学
的
倫
理

学
の
特
徴
お
よ
び
長
所
と
し
て
、
次
の
三
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

一、

「
事
象
に
即
し
て
」
と
い
う
こ
と
。
現

象
学
は
事
象
そ
の
も
の
へ

と
立
ち
返
る
こ
と
を
本
義
と
し
て
い
る
。
感
情
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
れ
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ば
、
自
己
の
感
情
の
動
き
に
反
省
の
目
を
向
け
そ
れ
を
記
述
し
、

そ
れ
が

道
徳
的
意
識
と
の
関
連
で
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
を
実
際
の
動
き

に
即
し
て
考
・
祭
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
本
引
は
、
お
そ
ら
く
務
者
自

身
の
経
験
に
対
す
る
其
鍛
な
約
然
に
も
と
づ
き、

誰
も
が
経
験
し
た
こ
と

の
あ
る
よ
う
な
具
体
例
を
多
く
挙
げ
な
が
ら、

准
に
と
っ
て
も
当
て
は
ま

る
よ
う
な
感
情
を
考
綴
の
対
象
と
し
て
お
り
、
現
象
学
の
本
来
も
っ
て
い

る
特
色
で
あ
る
、
日
常
に
つ
い
て
何
午
す
る
こ
と
が
災
践
さ
れ
て
い
る
と

官
え
よ
う
。

一
，、
災
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
思
考
や
概
念
へ
の
批
判
。
形
而
上
学
的
な
話

線
念
に
対
す
る
フ
ッ
サ
l

ル
の
批
判
を
例
に
掌
げ
る
ま
で
も
な
く
、
事
象

を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず

、

そ
の
実
態
を
歪
め
て
し
ま
う
よ
う
な

思
考
や
概
念
を
現
象
学
は
解
体
し
て
い
く
。
本
川
口
も
問
機
に
、
倫
理
学
者

の
思
考
だ
け
で
な
く
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
川
い
る
よ
う
な
続
念
に
対
し
、

そ
れ
が
正
確
に
事
象
と
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
批
判
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、

「
芯
志
の
力
」
や
「
性
物
」
と
い
っ
た
一
般
的
に
広
く

川
い
ら
れ
る
表
現
が
、

突
体
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
論
じ

ら
れ
た
り
、
ベ
ク
ト
ル
や
天
符
に
よ
っ
て
意
志
決
定
の
あ
り
さ
ま
を
表
現

す
る
こ
と
も
川
じ
く
的
を
射
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
論
じ
ら
れ
た
り
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
論
述
は
、
H

常
的
な
思
考
形
態
に
浸
か
り
が
ち
な
わ

れ
わ
れ
に
新
鮮
な
鷲
き
を
与
え
る
と
と
も
に
、
読
者
の
自
己
術
祭
に
よ
っ

て
も
追
っ
て
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
意
志
に
抵
抗
す
る

思
考
は
「
カ
」
で
は
な
く
「
技
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
や
、
「
性
絡
」
と

は
理
念
で
あ
る
と
い
う
洞
察
は
、

評
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ

llJ 

た
。
ま
た
英
米
系
の
倫
理
学
者
へ
の
批
判
的
議
論
は
、
批
判
さ
れ
る
側
か

ら
の
応
答
も
含
め
て

、

今
後
の
さ
ら
な
る
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

三
、
「
実
存
」
に
も
と
づ
く
主
体
の
あ
り
方
と
い
う
前
提
。
現
象
学
に

よ
れ
ば
、
対
象
や
此
界
は
意
味
を
俗
び
た
も
の
と
し
て
主
体
に
立
ち
現
れ

て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
思
考
も
た
ん
に
知
的
な
理
性
的
活
動
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
身
体
を
も
っ
て
世
界
と
か
か
わ
る
主
体
の
ひ
と
つ
の
活
動
で
あ
る
。

と
り
わ
け
銭
的
や
気
分
は
、
こ
う
し
た
主
体
の
尖
存
に
似
付
い
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
こ
と
と
切
り
離
し
て
こ
れ
ら
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
本
山
刊
で
は、

「
山
恐怖と
は
私
と
位
削
介
、お
よ
び
そ
の
な
か
の

対

象
と
の
凶
係
の
仕
み
で
あ
る
」
ハ問
一
瓦
）
「迎
性
と
欲
盟
に
共
口
組
の
般
が

あ
っ
て
、

そ
れ
が
生
で
あ
り
実
存
な
の
で
あ
る
」
三
六
O
瓦
）
「
気
分
は

世
界
の
税
山
の
謀
本
的
な
あ
り
方
と
、
私
の
そ
れ
に
対
す
る
態
度
を
表
し

て
い
る
」
（
ニ
一
一真
）
と
い
っ
た
現
象
学
的
な
知
見
が
ふ
ん
だ
ん
に
病

問
さ
れ
、

実
存
に
根
付
い
た
主
体
の
あ
り
方
が
考
察
の
根
本
的
な
前
提
と

な
っ
て
い
る
。

以
上
三
点
を
挙
げ
た
が
、

こ
れ
に
よ
っ
て
本
S
が
文
献
研
究
の
態
度
つ

ま
り

m
Hい
か
れ
た
も
の
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
態
度
で
は
な
く
、
現
実
の

事
象
そ
の
も
の
に
忠
災
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
い
う
点
で
、
現
象
学
者
の
制

神
に
忠
実
な
態
度
に
白
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
読
者
が
本
H
い
か
ら

得
る
こ
と
の
で
き
る

、

倫
理
的
な
問
題
に
か
ん
す
る
布
益
な
知
見
や
示
唆

は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
態
度
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成
以
だ
とJ
え
る
。

さ
て
最
後
に

、

本
古
の
中
で
な
さ
れ
た
議
論
の
う
ち
、
評
者
が
と
く
に

注
同
し
た
が
、
し

か
し
な
が
ら
ま
だ
十
分
に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と忠
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わ
れ
た
ひ
と
つ
の
論
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

第
三
章
の
天

副
作
の
比
鳴
の
検
討
の
さ
い
に
指
摘
さ
れ
た

、

感
情
の
「
管
理
さ
れ
る
」
側

面
と
い
う
論
点
で
あ
る
。
天
秤
の
比
怖
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て

著
者
が
指
摘
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
感
情
を
捉
え
る
と
き
、

社

会
的
側
他
法
制
中
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る

「
感
じ
る
べ
き
感
情
の
強

度
」
に
よ
っ
て
実
際
に
「
感
じ
て
い
る
感
情
の
強
度
」
が
推
測
さ
れ
る

（
一
ニ九
瓦
）、
と
い
う
郁
態
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
よ
う

に
促
し
て
い
る
の
が
教
育
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
問
主
観
的
価
値
基
準
に

合
わ
せ
て
は
知
的
が
管
理
さ
れ
、
そ
れ
に
適
合
し
た
感
情
を
も
つ
よ
う
に
教

育
・

訓
練
さ
れ
る
」
（
二
一
一O瓦
）
。
こ
の
個
所
で
は
感
情
の
「
強
度
」
に

つ
い
て
こ
れ
ら
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が

、

感
情
の
種
類
や
性
質
に
つ

い
て
も
同
じ
こ
と
が

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
中
に

発
生
す
る
感
情
に
つ
い
て、
怒
り
、
不
安
、
恐
れ
、

同
情
等
の
よ
う
に
そ

の
意
味
を
解
釈
す
る
が
、

そ
こ
に
は
す
で
に
、

教
育
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
加
一
括
で
「
共
背
」
の
磁
的
は
尖
存
の
共
同
町
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、
自

然
発
生
的
に
生
じ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が、

た
と
え
ば
発
生

し
た
苦
痛
を
「
良
心
の
摘
み
」
と
解
釈
す
る
こ
と

〈者
新
に
よ
れ
ば
こ
れ

は
一
部
の
「誤
解
」
で
あ
る
）
も
、

そ
れ
を
「
・民
心
の
焔
み
」
だ
と
解
釈
す

る
よ
う
教
育
さ
れ
管
恕
さ
れ
た
結
果
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
感
情
そ
の
も
の
と
感
情
の
解
釈
と
の
間
の
ズ
レ
は
、

例u
理
・

教

育
さ
れ
る
側
面
を
も
含
め
た
問
主
観的
な
分
析
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て

、

さ
ら
に
具
体
的
に
解
明
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

評

現
象
学
的
倫
理
学
の
感
情
分
析
が
、

そ
の
よ
う
な
問
主
観
的
で
い
わ
ば
社

会
的
な
郡
山車
に
ど
こ
ま
で
切
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
か、

今
後
も
凶
心
を

中
合
せ
て
い
き
た
い
。

（か
め
い

だ
い
す
け
・

立
命
館
大
学
）


