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13 2　五つの倫理基準

五
つ
の
倫
理
基
準

倫
理
学
の
用
語
入
門

　

倫
理
学
と
い
っ
て
も
研
究
の
対
象
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
規
範
が
善
い
の
か
と
い
う
問

題
を
探
求
す
る
こ
と
を〈
規
範
倫
理
学
〉と
い
う
。
心
理
学
的
な
研
究
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
人
間

が
ど
の
よ
う
な
道
徳
的
信
条
を
も
っ
て
い
る
か
を
研
究
す
る
こ
と
は〈
記
述
的
倫
理
学
〉と
い
う
。

　

本
書
の
大
部
分
は
、
心
理
学
や
神
経
科
学
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
研
究
は
記
述
的

倫
理
学
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
の
道
徳
行
動
を
記
述
し
解
釈
す
る
上
で
は
、
規
範
倫
理
学
の
枠
組
み
か
ら

生
ま
れ
て
き
た
概
念
を
頻
繁
に
用
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
下
準
備
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
規
範
倫
理

学
で
議
論
さ
れ
て
き
た
、〈
功
利
主
義
〉〈
義
務
論
主
義
〉〈
徳
倫
理
学
〉と
い
う
最
も
代
表
的
な
倫
理
規
範
を
紹

介
す
る
。
も
っ
と
も
筆
者
は
こ
れ
ら
の
研
究
者
で
は
な
い
の
で
、
大
雑
把
な
紹
介
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し

て
お
く
。

　

功
利
主
義
と
い
う
の
は
、
行
動
や
判
断
の
結
果
が
多
く
の
人
間
に
と
っ
て
幸
せ
に
つ
な
が
る
の
で
あ
れ
ば
、

2
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そ
れ
は
倫
理
的
に
善
い
行
な
い
や
判
断
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
過
程
よ
り
も
結
果
が
大
事
と
い

う
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
功
利
主
義
的
な
考
え
で
は
、
た
く
さ
ん
の
人
を
助
け
る
た
め
な
ら
ば
、
法
律
な
ど

の
ル
ー
ル
は
無
視
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
事
を
平
穏
に
収
め
る
た
め
に
は
、
嘘
を
つ
く
こ
と

も
悪
く
は
な
い
と
い
う
意
味
の
「
ウ
ソ
も
方
便
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
種
の
功
利
主
義

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ベ
ン
サ
ム
は
、「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」（the greatest 

happiness of the greatest num
ber

）を
も
た
ら
す
行
為
こ
そ
が
正
し
い
行
な
い
で
あ
る
と
論
じ
、
功
利

主
義
の
創
始
者
と
さ
れ
て
い
る）（
（

。

　

義
務
論
主
義
と
い
う
の
は
、
我
々
人
間
は
理
性
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
道
徳
規
範
の
ル
ー
ル
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
、
そ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
善
で
あ
る
と
い
う
カ
ン
ト
以
来
の
考
え
方
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
な
状
況
で
も
「
正
し
い
」
と
理
性
に
よ
っ
て
結
論
づ
け
ら
れ
る
普
遍
的
な
善
を
規
則
化
し
て
お
く
こ

と
で
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
生
活
す
る
の
が
よ
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
道
徳
規
則
に
従
う
こ
と
を
最
優
先

す
る
た
め
、
功
利
主
義
の
よ
う
に
結
果
が
良
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
義
務
論
主
義

に
お
い
て
は
、
た
と
え
結
果
的
に
大
多
数
の
人
間
が
幸
福
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る
行
為
が
間
違

っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
功
利
主
義
で
は
「
ウ
ソ
も
方
便
」
と
い
う
論
が
成
り
立
つ
が
、

義
務
論
に
お
い
て
は
「
ウ
ソ
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
規
範
が
、
普
遍
的
な
教
義
で
あ
る
と
決
め
た

ら
、
例
外
は
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
理
性
に
よ
っ
て
決
め
た
原
則
や
義
務
の
ル
ー
ル
に
従
う
こ
と
が
倫
理
的

で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
ま
た
、
義
務
論
主
義
は
他
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
こ
と
を
重
要
視
す
る
。
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「
自
分
が
や
ら
れ
て
嫌
な
こ
と
は
他
人
に
は
し
な
い
」
や
「
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
」
と
い
う
道
徳
は
義

務
論
主
義
の
主
張
で
あ
る
。

　

功
利
主
義
と
義
務
論
主
義
が
「
行
動
」
に
倫
理
的
主
題
を
置
い
て
い
た
の
に
対
し
て
、
徳
倫
理
学
と
い
う

の
は
、
人
間
の
内
面
に
あ
る
「
徳
」
を
重
要
視
す
る
。
徳
倫
理
学
で
は
、
倫
理
の
本
質
は
「
善
く
あ
る
こ

と
」
で
あ
る
と
考
え
、
倫
理
的
行
動
は
そ
の
結
果
と
し
て
表
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
。
徳
倫
理

学
の
起
源
は
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
た
ち
の
議
論
で
あ
る
。

何
を
も
っ
て
「
徳
」
と
す
る
か
に
曖
昧
さ
は
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
理
性
の
よ
う
な
知
性
の
徳
を
至

高
の
も
の
と
考
え
、
節
制
な
ど
い
く
つ
も
の
道
徳
的
な
徳
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。

　

哲
学
用
語
は
や
た
ら
と
「
～
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
感
じ
が
し
て
困
る
。
で

も
も
う
少
し
倫
理
・
哲
学
用
語
の
説
明
に
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
た
い
。
次
に
紹
介
す
る
の
は
、
道
徳
の
善

悪
を
決
め
る
の
は
、
行
動
の
結
果
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
で
決
ま
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。「
帰
結
主
義
」

と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
要
は
「
結
果
が
す
べ
て
」
の
「
結
果
主
義
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

先
ほ
ど
説
明
し
た
功
利
主
義
で
は
、
多
く
の
人
間
が
幸
せ
に
な
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
、
帰
結
主
義
の
一
つ

で
あ
る
。
帰
結
主
義
に
は
功
利
主
義
の
他
に
、「
利
他
主
義
」
と
「
利
己
主
義
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
分
類

は
、
誰
に
と
っ
て
の
幸
せ
な
の
か
と
い
う
観
点
で
決
ま
る
。
行
為
の
結
果
が
そ
の
人
自
身
の
得
に
な
る
の
で

あ
れ
ば
、
善
で
あ
る
と
い
う
の
が
利
己
主
義
で
あ
る
。
他
人
の
た
め
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
が
利
他
主
義

で
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
は
、
行
為
の
恩
恵
の
対
象
が
誰
と
は
特
定
せ
ず
、「
み
ん
な
」
に
と
っ
て
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良
け
れ
ば
善
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
帰
結
主
義
に
つ
い
て
ま
わ
る
問
題
だ
が
、
結
果
と
し
て
「
良
い
状
態
」
と
い
う
の
が
、
ど
う
い

う
状
態
で
、
ど
う
評
価
し
た
ら
良
い
の
か
難
し
い
。「
良
い
こ
と
を
し
た
ら
善
い
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
な

と
こ
ろ
も
あ
る
。
ベ
ン
サ
ム
の
言
葉
で
は
「
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
」
だ
が
、「
幸
福
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う

か
。
帰
結
主
義
の
倫
理
学
を
考
え
る
た
め
に
は
、「
幸
福
」
が
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
幸
福
に

つ
い
て
は
第
6
章
で
触
れ
る
。

　

こ
れ
か
ら
「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、「
倫
理
」
と
「
道
徳
」
と
い

う
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
て
、
両
者
を
区
別
し
て
使
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
気
に
な
る
人

も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
両
者
は
似
た
よ
う
な
意
味
の
言
葉
で
、
本
書
で
も
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
に
区
別
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
え
て
区
別
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

　

倫
理（ethics

）と
い
う
の
は
外
的
に
規
定
さ
れ
た
社
会
的
な
ル
ー
ル
の
こ
と
で
、
職
業
上
の
義
務
な
ど
は

倫
理
の
範
疇
で
あ
る
。
道
徳（m

orals

）と
い
う
の
は
個
人
的
な
信
条（
プ
リ
ン
シ
プ
ル
）に
基
づ
く
行
動
規

範
の
こ
と
で
あ
る
。「
倫
理
」
は
社
会
的
な
も
の
で
、「
道
徳
」
は
よ
り
個
人
的
な
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
し

か
し
、
日
常
的
な
使
用
に
お
い
て
、
倫
理
と
道
徳
と
い
う
言
葉
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
個

人
の
も
つ
道
徳
感
情
が
社
会
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
、
倫
理
と
い
う
社
会
的
な
規
範
が
成
立
し
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
。
英
語
のethics

とm
orals

も
「
社
会
的
な
規
範
」
と
「
個
人
的
な
規
範
」
と
い
う
概
念
に
対
応

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
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モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ

　

こ
こ
ま
で
倫
理
学
の
用
語
を
紹
介
し
た
が
、
お
よ
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
掴
ん
で
い
た
だ
い
た
と
思
う
。
倫

理
学
の
歴
史
で
は
、
規
範
倫
理
の
概
念
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、「
善
悪
は
何
で
決
ま
る
の
か
」
と
い
う
問

題
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
一
方
、
心
理
学
で
は
、
規
範
倫
理
が
対
立
し
た
状
況
で
、
人
間
が
実
際
に
ど
の
よ

う
な
倫
理
規
範
に
基
づ
い
て
道
徳
判
断
を
し
て
い
る
か
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
道
徳
判
断
の
基
準
と
し
て
、

ベ
ン
サ
ム
の
よ
う
な
功
利
的
な
判
断
を
す
る
の
か
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
義
務
論
主
義
的
な
判
断
を
す
る
の
か

な
ど
を
調
べ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
研
究
で
は
、
複
数
の
倫
理
規
範
の
特
徴
を
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
数
々
の
ジ
レ
ン
マ
が
考
案
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
最
も
有
名
な
「
ト
ロ
ッ
コ
の
ジ
レ
ン
マ
」
を
紹
介
す
る）（
（

。

《
ト
ロ
ッ
コ
の
ジ
レ
ン
マ
》

　

あ
な
た
は
、
線
路
が
左
右
に
わ
か
れ
る
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
猛
ス
ピ
ー
ド
で
暴
走
す

る
ト
ロ
ッ
コ
が
走
っ
て
き
て
い
る
。
分
岐
点
を
左
に
進
む
線
路
の
先
に
は
、
五
人
の
作
業
員
が
線
路
の

工
事
を
し
て
い
る
。
一
方
、
右
に
進
ん
だ
方
向
に
は
、
一
人
の
作
業
員
が
仕
事
を
し
て
い
る
。
も
し
、

あ
な
た
が
何
も
し
な
け
れ
ば
、
突
進
し
て
く
る
ト
ロ
ッ
コ
は
そ
の
ま
ま
左
側
へ
進
み
、
五
人
の
作
業
員

が
事
故
で
死
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
は
、
分
岐
点
の
ス
イ
ッ
チ
で
ト
ロ
ッ
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コ
の
進
行
方
向
を
切
り
替
え
て
、
右
側
に
進
ま
せ
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
右
側
で
働

い
て
い
る
一
人
の
作
業
員
が
死
ん
で
し
ま
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
ト
ロ
ッ
コ
の
進
行
方
向
を
切
り
替
え
て
、
五
人
の
作
業
員
の
死
を
避
け
る
こ

と
は
適
切
な
行
為
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
間
は
倫
理
的
に
適
切
な
判
断
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
五
人

と
一
人
と
い
う
量
的
な
差
を
も
と
に
、
被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
る
た
め
に
は
、
一
人
の
命
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
は
善
で
あ
る
と
い
う
、
功
利
主
義
的
に
倫
理
判
断
を
下
す
の
で
あ
る
。
で
は
、
続
け
て
次
の
「
歩
道

橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
ほ
し
い
。

《
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
》

　

暴
走
す
る
ト
ロ
ッ
コ
が
ま
っ
す
ぐ
五
人
の
作
業
員
に
向
か
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
突
っ
込
め
ば

作
業
員
た
ち
は
五
人
と
も
死
ん
で
し
ま
う
。
あ
な
た
は
、
線
路
を
ま
た
が
る
歩
道
橋
の
上
に
立
っ
て
い

て
、
片
側
に
は
迫
り
来
る
ト
ロ
ッ
コ
が
、
も
う
一
方
に
は
作
業
員
た
ち
が
見
え
て
い
る
。
あ
な
た
の
隣

に
は
、
見
知
ら
ぬ
大
き
な
男
が
立
っ
て
い
る
。
五
人
の
作
業
員
の
命
を
救
う
唯
一
の
方
法
は
、
こ
の
見

知
ら
ぬ
大
男
を
歩
道
橋
か
ら
突
き
落
と
す
し
か
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
暴
走
す
る
ト
ロ
ッ
コ
を
止
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
男
は
死
ん
で
し
ま
う
が
、
五
人
の
作
業
員
は
助
か
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
男
を
突
き
落
と
し
て
、
五
人
の
作
業
員
の
命
を
助
け
る
こ
と
は
適
切
な
行
為

だ
ろ
う
か
。

　

状
況
は
「
ト
ロ
ッ
コ
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
同
様
で
、
一
人
の
命
を
犠
牲
に
し
て
五
人
の
命
を
助
け
る
か
ど
う

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、「
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
で
は
、
男
を
突
き
落
と
す
こ
と
は
道
徳
的
に

善
く
な
い
と
判
断
す
る
人
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
の
状
況
で
は
、「
人
に
危
害
を
加
え
て
は
い
け
な
い
」
と
い

う
原
則
が
、
功
利
主
義
よ
り
も
優
先
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。
類
似
し
た
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
二
つ
の
ジ
レ
ン
マ
に
お
い
て
道
徳
的
判
断
が
逆
転
し
て
し
ま
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。
こ
の
二
つ
の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
人
間
の
道
徳
的
判
断
が
、
唯
一
の
原
則
・
原
理
に
起

因
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
る
。

道
徳
判
断
に
お
け
る
感
情
の
役
割

　

二
つ
の
状
況
で
道
徳
的
判
断
が
逆
転
す
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ジ
ョ

シ
ュ
ア
・
グ
リ
ー
ン
た
ち
が
提
案
し
た
仮
説
は
、
両
者
の
間
の
決
定
的
な
違
い
は
、
判
断
す
る
個
人
の
感
情

が
ど
れ
だ
け
関
与
す
る
か
で
あ
る
。「
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
で
、
自
分
の
手
で
人
を
突
き
落
と
し
て
殺
害

す
る
と
い
う
状
況
は
、
単
に
ス
イ
ッ
チ
を
切
り
替
え
る
と
い
う
行
為
よ
り
も
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
。
こ
の
よ
う

な
感
情
的
関
与
の
度
合
の
違
い
に
よ
っ
て
、
我
々
の
道
徳
的
判
断
は
影
響
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
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仮
説
で
あ
る
。

　

こ
の
仮
説
で
は
「
ト
ロ
ッ
コ
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
よ
う
な
直
接
的
な
感
情
の
関
与
が
弱
い
状
況
で
は
理
性
的

な
功
利
主
義
的
判
断
が
で
き
る
が
、「
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
よ
う
に
感
情
的
関
与
の
強
い
状
況
で
は
、

理
屈
で
割
り
切
れ
な
い
「
ダ
メ
な
も
の
は
ダ
メ
」
と
い
う
義
務
論
主
義
的
な
道
徳
判
断
が
優
先
さ
れ
る
。

　

こ
の
仮
説
か
ら
、
個
人
的
な
感
情
の
関
与
が
強
い
状
況
で
は
、
感
情
と
関
わ
る
脳
の
部
位
が
関
与
し
て
い

る
と
予
想
さ
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
た
ち
は
、
こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
機
能
的
磁
気
共
鳴
画
像
法
ｆ
Ｍ
Ｒ

Ｉ
を
用
い
て
、
個
人
が
感
情
的
な
関
わ
り
を
強
く
も
つ
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
き
と
、

感
情
的
関
わ
り
の
弱
い
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
き
の
脳
活
動
を
比
較
し
た）6
（

。
そ
の
結
果
、

「
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
社
会
性
の
感
情
と
関
わ
る
部
位
で
よ
り
高
い
活
動
が
起
き

て
い
た
。

　

さ
ら
に
グ
リ
ー
ン
た
ち
は
、
モ
ラ
ル
ジ
レ
ン
マ
に
お
け
る
倫
理
判
断
に
お
い
て
、
脳
の
二
種
類
の
質
的
に

異
な
る
シ
ス
テ
ム
が
関
与
し
て
い
る
と
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
直
感
的
で
感
情
的
な
機
能
で
あ
る
。

「
歩
道
橋
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
お
い
て
、
他
人
に
危
害
を
加
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
他
者
の
権
利
を
尊
重
す

る
価
値
観
は
義
務
論
主
義
的
な
倫
理
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
感
的
な
感
情
の
反
応
と
し
て
現
れ
る
。
感
情

的
な
反
応
が
あ
る
か
ら
、
ト
ロ
ッ
コ
の
ジ
レ
ン
マ
で
レ
バ
ー
を
引
く
こ
と
は
よ
い
と
考
え
て
も
、
歩
道
橋
の

ジ
レ
ン
マ
で
人
を
歩
道
橋
か
ら
突
き
落
と
す
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。
こ
の
直
感
的
・
感
情
的
機
能
は
、
脳

の
中
で
は
、
お
も
に
内
側
前
頭
回
と
呼
ば
れ
る
部
分
の
機
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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も
う
一
つ
の
脳
内
の
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
感
情
的
な
直
感
を
抑
え
て
、
合
理
主
義
的
に
「
最
大
多

数
の
最
大
幸
福
」
を
目
指
し
て
行
動
す
る
た
め
の
認
知
的
制
御
機
能
で
あ
る
。
こ
の
機
能
は
、
脳
に
お
い
て

は
、
お
も
に
背
外
側
前
頭
前
野
と
呼
ば
れ
る
部
分
の
機
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
紹
介
し
た
観
察
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
功
利
主
義
や
義
務
論
主
義
の
特
定
の
主
義
が
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
正
し
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
た
ち
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ど
う
判

断
し
た
か
を
見
る
に
は
、
そ
の
際
の
脳
の
活
動
を
見
れ
ば
推
測
で
き
る
。
脳
の
中
で
は
つ
ね
に
複
数
の
相
反

す
る
機
能
が
共
存
し
て
い
て
、
状
況
ご
と
に
脳
の
い
ず
れ
か
の
側
面
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
行

為
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
功
利
主
義
的
倫
理
観
も
義
務
論
主
義
的
倫
理
観
も
、
ど
ち
ら

も
脳
の
中
で
は
対
応
す
る
機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
が
、
ど
の
部
分
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
個
人

の
行
動
や
判
断
が
決
ま
っ
て
く
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
特
定
の
一
つ
の
倫
理
規
範
が
、
人
間
の
す
べ
て

の
倫
理
的
行
動
を
記
述
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
意
味
が
な
い
と
言
え
る
。

モ
ラ
ル
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
理
論

　

社
会
心
理
学
で
は
、
倫
理
観
を
記
述
す
る
概
念
と
し
て
次
の
五
つ
の
道
徳
感
情
が
根
幹
を
な
し
て
い
る
と

提
案
さ
れ
て
い
る
。

　
（
1
）「
傷
つ
け
な
い
こ
と
」（harm

 reduction/care

）

　
（
2
）「
公
平
性
」（fairness/justice

）



22

　
（
3
）「
内
集
団
へ
の
忠
誠
」（loyalty to one ’s in-group

）

　
（
（
）「
権
威
へ
の
敬
意
」（deference to authority

）

　
（
（
）「
神
聖
さ
・
純
粋
さ
」（purity/sanctity

）

　

こ
れ
ら
は
「
根
源
的
な
倫
理
観
の
要
素
」（
モ
ラ
ル
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
）と
呼
ば
れ
て
い
る
。
我
々
の
倫

理
的
規
範
は
こ
の
五
つ
の
倫
理
基
盤
に
帰
属
す
る
と
、
米
国
バ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ハ
イ
ト
を

中
心
と
し
た
社
会
心
理
学
者
た
ち
が
提
唱
し
て
き
た）（（
）（
（
）（
（
（

。

　

こ
れ
ら
の
倫
理
基
盤
は
、
人
類
が
同
じ
社
会
に
所
属
す
る
他
者
と
協
力
す
る
環
境
の
中
で
進
化
適
応
し
て

き
た
こ
と
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
、
生
得
的
な
人
間
の
特
徴
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ハ
イ
ト
の
理
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
倫
理
観
は
人
類
に
共
通
し
た
普
遍
性
を
も
つ
感
覚
で
あ
り
、

異
な
る
文
化
圏
に
お
け
る
倫
理
的
規
範
も
こ
れ
ら
の
概
念
に
帰
属
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
傷
つ
け
な
い
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
他
人
に
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
の
こ
と
で
あ

り
、
思
い
や
り
や
共
感
と
い
っ
た
道
徳
的
感
情
の
こ
と
で
あ
る
。
儒
教
の
徳
目
で
い
う
と
「
仁
」
で
あ
る
。

人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
、
人
を
傷
つ
け
て
は
い
け
な
い
と
い
う
基
本
的
な
道
徳
感
情
で
あ
る
。

　
「
公
平
性
」
と
い
う
の
は
、
人
は
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
、
不
平
等
は
よ
く
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

概
念
と
し
て
「
公
平
な
社
会
」
と
「
平
等
な
社
会
」
と
い
う
理
想
は
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
だ
が
、
両
者
は

人
間
の
も
つ
価
値
的
信
条
と
し
て
は
、
類
似
性
の
高
い
も
の
で
一
つ
の
「
公
平
性
」
と
い
う
道
徳
感
情
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
男
性
と
女
性
と
の
間
で
、
職
業
上
の
差
別
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
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価
値
観
は
こ
の
「
公
平
性
」
と
い
う
道
徳
感
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
、
身
分
制
度
や
生
ま
れ
な
が
ら
の
貧

富
の
差
は
認
め
な
い
と
い
う
の
も
「
公
平
性
」
と
い
う
道
徳
感
情
に
含
ま
れ
る
。

　
「
内
集
団
へ
の
忠
誠
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の
属
す
る
集
団（「
内
集
団
」
と
い
う
）に
お
け
る
義
務
を
ま
っ

と
う
す
る
こ
と
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
で
あ
る
。
君
主
や
会
社
へ
の
忠
誠
心
や
、
自
己
犠
牲
の
精
神
も
こ
れ

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
道
徳
感
情
が
強
い
人
は
、
内
集
団
で
の
ル
ー
ル
を
破
る
裏
切
り
者
に
対
す
る
処
罰
は

厳
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
愛
国
心
や
家
族
愛
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
。

　
「
権
威
へ
の
敬
意
」
と
い
う
の
は
、
社
会
的
秩
序
の
た
め
に
、
上
下
関
係
な
ど
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と

い
う
道
徳
感
情
で
あ
る
。
自
分
の
職
務
を
ま
っ
と
う
す
る
責
任
感
や
、
警
察
の
よ
う
な
権
限
の
あ
る
立
場
を

尊
重
す
る
と
い
う
道
徳
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
道
徳
感
情
が
強
い
人
は
、
社
会
的
無
秩
序
を
嫌
う
傾
向
が
あ
る
。

ま
た
伝
統
を
重
ん
じ
る
と
い
う
の
も
、「
権
威
へ
の
敬
意
」
に
含
ま
れ
る
。
今
ま
で
は
、
こ
う
い
う
制
度
で

や
っ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
変
更
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
感
覚
の
こ
と
で
あ
る
。「
前
例
が
な
い
」
こ
と
を

避
け
る
の
も
「
権
威
へ
の
敬
意
」
と
い
う
道
徳
感
情
の
一
つ
の
顕
れ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
神
聖
さ
・
純
粋
さ
」
と
い
う
の
は
、
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
純
潔
を
求
め
る
感
情
で
あ
る
。
貞
節
や

欲
望
を
節
制
す
る
こ
と
を
価
値
と
す
る
。
神
道
的
な
「
穢
れ
」
を
嫌
う
気
持
ち
も
こ
の
感
情
の
一
種
だ
ろ
う
。

欧
米
で
は
、
宗
教
的
価
値
観
と
も
大
き
く
関
係
し
、
妊
娠
中
絶
や
同
性
愛
者
の
婚
姻
に
反
対
す
る
人
た
ち
は
、

こ
の
感
情
が
強
い
。

　

こ
れ
ら
の
モ
ラ
ル
フ
ァ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
倫
理
基
盤
の
中
に
は
、
複
数
の
立
場
が
入
っ




