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ま
え
が
き

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
「
社
会
の
哲
学
と
倫
理
学
」
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
〈
社
会
の
哲
学
〉
と
倫
理
学

の
両
方
を
含
ん
だ
領
域
で
の
哲
学
的
考
察
を
展
開
す
る
。
ま
た
本
書
で
は
、
こ
の
「〈
社
会
の
哲
学
〉
と
倫
理
学
を
含

ん
だ
領
域
」
の
こ
と
を
「
実
践
哲
学
」
と
略
し
て
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
実
践
哲
学
の
領
域
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ

か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
活
発
な
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
言
い
換
え
る
と
、
哲
学
で
は
倫
理
学
よ
り
も
広
い
視
野
の

中
で
、
人
間
の
実
践
的
活
動
の
哲
学
的
基
盤
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
流
れ

と
連
続
的
で
あ
る
。

　

本
書
を
貫
く
三
つ
の
問
い
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、「
人
間
と
は
何
者
か
」、「
社
会
組
織
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
、

安
定
す
る
の
か
」、「
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
本
書
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の

問
い
に
対
し
て
、
私
な
り
の
回
答
を
試
み
た
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
い
に
対
す
る
私
の
回
答
は
、
相
互
に
関

連
性
を
持
っ
た
も
の
と
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
社
会
を
構
築
で
き
る
よ
う
な
人
間
の
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
こ
と
が
本
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書
の
目
論
見
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
そ
し
て
本
書
で
提
案
さ
れ
る
人
間
モ
デ
ル
は
、
標
準
的
論
理
学
を
基
盤
に
し
て
精
確

に
分
析
可
能
な
モ
デ
ル
で
あ
る
。

　

本
書
で
中
心
に
な
る
問
題
の
ひ
と
つ
に
〈
よ
く
生
き
る
こ
と
〉
の
問
題
が
あ
る
。
そ
し
て
本
書
で
は
、〈
よ
く
生
き

る
こ
と
〉
の
問
題
を
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
つ
ま
り
本
書
で
は
、

共
同
体
の
中
に
生
き
て
い
る
個
人
と
そ
れ
ら
の
個
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
共
同
体
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
私
自
身
は
、
倫
理
学
の
問
題
を
扱
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
拙
著
『
規
範
と
ゲ
ー
ム
─
─
社
会
の

哲
学
入
門
』（2011
）
で
私
は
、
社
会
的
規
範
や
法
的
規
範
の
問
題
を
扱
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
、
道
徳
的
規
範
の
問

題
に
つ
い
て
深
く
考
察
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
本
書
で
は
、
私
が
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る

か
も
示
し
て
い
き
た
い
。
し
か
し
私
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
生
き
る
こ
と
の
問
題
に
つ
い
て
も
同
時
に
考
察
し
た
い
。

　
〈
よ
く
生
き
る
こ
と
〉
の
問
題
は
正
義
の
次
元
だ
け
で
は
十
分
に
論
じ
き
れ
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
正
し
く
生

き
る
こ
と
は
、
本
人
に
と
っ
て
必
ず
し
も
〈
よ
く
生
き
る
こ
と
〉
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
正
し
く
生
き
る
こ
と
に
生

き
る
こ
と
の
意
味
を
見
出
せ
な
い
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
種
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、
優
れ
た
作

品
を
生
み
出
す
方
に
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
正
し
く
生
き
る
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
だ
か
ら
本
書

で
は
、〈
正
し
く
生
き
る
〉
こ
と
で
は
な
く
、〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
私
た
ち
が
目
指
す
こ
と
を
提
案
す
る
。
そ

し
て
、〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
実
現
し
て
い
く
過
程
で
〈
正
し
く
生
き
る
〉
こ
と
も
間
接
的
に
実
現
さ
れ
て
い

く
だ
ろ
う
。

　
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
は
、
人
類
が
そ
の
誕
生
以
来
目
指
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
生
物
種
に
は
種
を
存
続
さ

せ
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
戦
略
が
あ
る
が
、
人
類
が
と
っ
た
戦
略
は
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
で
共
同
体
を
維
持
し
、
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文
化
や
技
術
を
継
承
し
、
子
孫
を
育
て
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
。
石
器
時
代
の
人
々
は
、
石
器
を
作
る
技
法
を
伝
承
し
、

協
力
し
て
狩
り
を
し
、
食
物
を
分
け
合
っ
て
共
同
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
類
は

共
同
体
の
中
で
共
に
生
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
し
、
助
け
合
っ
て
生
き
る
存
在
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
共
に

よ
く
生
き
る
〉
こ
と
は
生
物
種
と
し
て
の
人
類
に
特
有
な
能
力
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
拙
著
『
規
範
と
ゲ
ー
ム
』
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
著
書
の
中
で
、
法
体
系
な
ど
を
定
式
化
で
き
る

規
範
体
系
論
理
学
と
い
う
枠
組
み
を
私
は
提
案
し
た
。
そ
の
後
の
研
究
で
、
こ
の
体
系
に
新
情
報
を
信
念
と
し
て
追
加

で
き
る
動
的
規
範
体
系
論
理
学
を
私
は
提
案
し
、
そ
の
中
で
ゲ
ー
ム
の
展
開
が
記
述
で
き
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が

で
き
た
。
さ
ら
に
私
は
、
信
念
と
規
範
だ
け
で
な
く
欲
求
も
扱
う
こ
と
が
で
き
る
動
的
〈
信
念
・
欲
求
・
義
務
〉
論
理

学
を
提
案
し
た
。
こ
の
よ
う
な
論
理
学
の
枠
組
み
を
用
い
て
、
複
数
の
人
が
協
力
し
て
ひ
と
つ
の
ゲ
ー
ム
を
す
る
こ
と

を
描
写
で
き
る
よ
う
な
行
為
者
モ
デ
ル
を
構
築
で
き
る
こ
と
が
最
近
わ
か
っ
て
き
た
。
本
書
で
の
考
察
は
、
こ
れ
ら
の

研
究
成
果
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
動
的
〈
信
念
・
欲
求
・
義
務
〉
論
理
学
の
枠
組
み
を
基
盤
に
し
て
行
為
者
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
た

め
に
、
自
由
意
志
を
新
た
に
導
入
し
た
。『
規
範
と
ゲ
ー
ム
』
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
信
念
と
義
務
の
範
囲
が
定

ま
れ
ば
規
範
体
系
が
定
ま
り
、
行
為
タ
イ
プ
の
許
容
空
間
が
一
意
に
定
ま
る
。
許
容
空
間
は
、
与
え
ら
れ
た
状
況
で
ど

の
よ
う
な
行
為
タ
イ
プ
が
許
さ
れ
て
い
る
か
を
表
す
行
為
タ
イ
プ
の
集
合
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
意
志
は
、
ひ
と
つ
の

行
為
タ
イ
プ
を
選
択
す
る
能
力
で
あ
る
。
従
順
な
人
の
自
由
意
志
は
、
与
え
ら
れ
た
規
範
体
系
が
定
め
る
許
容
空
間
中

に
あ
る
行
為
タ
イ
プ
の
中
か
ら
ひ
と
つ
を
選
択
す
る
。
だ
か
ら
こ
の
従
順
な
人
の
モ
デ
ル
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
の

も
と
で
許
容
空
間
の
中
か
ら
自
由
意
志
に
基
づ
い
て
ひ
と
つ
の
行
為
タ
イ
プ
を
選
択
し
、
そ
れ
を
実
行
に
移
す
と
い
う
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よ
う
に
行
為
遂
行
が
記
述
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
本
書
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
研
究
に
基
づ
い
て
、
社
会
組
織
や
集
団
的
行
為
の
定
式
化
も
行
わ
れ
る
。
集

団
の
中
で
は
、
規
範
体
系
が
共
有
さ
れ
、
役
割
分
担
が
な
さ
れ
る
。
集
団
的
行
為
で
は
、
通
常
、
あ
る
目
的
を
な
し
と

げ
た
い
と
い
う
欲
求
も
共
有
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
合
意
さ
れ
た
役
割
分
担
に
従
っ
て
そ
の
集
団
の
構
成
員
た
ち
に
そ
れ

ぞ
れ
の
義
務
が
発
生
し
、
そ
の
義
務
を
各
構
成
員
が
は
た
し
て
い
く
こ
と
で
集
団
的
行
為
は
実
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
社

会
組
織
の
維
持
に
は
管
理
シ
ス
テ
ム
と
い
う
そ
の
組
織
の
部
分
シ
ス
テ
ム
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
本
書
で
は

示
さ
れ
る
。
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
野
球
な
ど
の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
も
審
判
団
や
記
録
係
と
し
て
ゲ
ー
ム
の
厳
密
な
遂
行

を
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

　

本
書
の
立
場
で
は
、
行
為
主
体
は
自
由
意
志
に
従
っ
て
行
為
選
択
を
す
る
主
体
で
あ
る
。
理
想
的
状
況
で
は
、
集
団

的
行
為
が
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
と
い
う
共
有
さ
れ
た
欲
求
を
充
た
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
主
体
の
実
存

的
充
足
に
も
つ
な
が
る
。
だ
か
ら
、〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
が
成
り
立
つ
場
面
で
は
、
個
人
と
共
同
体
の
両
方
の

側
面
か
ら
良
好
な
状
態
が
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
書
の
見
解
で
は
、
あ
る
規
範
体
系
を
共
同
体
の
構
成
員
た
ち

が
受
け
入
れ
る
た
め
の
根
拠
は
彼
ら
が
そ
の
共
同
体
で
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
集
団
的
に
欲
す
る
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
の
共
同
体
で
受
容
さ
れ
る
規
範
体
系
は
、
共
同
体
の
構
成
員
た
ち
が
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
可
能

に
す
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、
本
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
本
書
は
２
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
「
実
践
哲
学

史
粗
描
」
で
は
実
践
哲
学
の
歴
史
を
私
の
観
点
か
ら
描
い
て
い
く
。
そ
し
て
、
第
Ⅱ
部
「
行
為
と
社
会
と
規
範
と
自
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由
」
で
は
、
第
Ⅰ
部
を
踏
ま
え
た
う
え
で
私
が
構
想
す
る
〈
共
生
の
実
践
哲
学
〉
を
提
案
す
る
。

　

第
Ⅰ
部
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
現
代
に
い
た
る
実
践
哲
学
の
展
開
を
粗
描
す
る
。
こ
の
と
き
、
倫
理
学
的
視
点

を
超
え
て
社
会
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
の
考
察
も
重
視
す
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、「
人
間
と
は
何
者
か
」、「
社
会
組

織
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
、
安
定
す
る
の
か
」、「
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
三
つ
の
問

い
を
軸
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
描
写
し
て
い
く
。
こ
の
思
想
紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
家
の
著
作
に
寄

り
添
っ
て
な
る
べ
く
忠
実
に
要
点
を
取
り
出
す
と
い
う
方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
思
想
家
の
考
え
を

解
釈
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
発
言
の
意
味
に
つ
い
て
私
の
視
点
か
ら
考
え
る
た
め
の
材
料
を
ま
と
め
て
お
く
と
い

う
手
法
を
と
る
。
第
Ⅰ
部
は
あ
く
ま
で
、
第
Ⅱ
部
の
考
察
を
深
め
る
た
め
の
準
備
な
の
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
倫
理
思
想
」
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ

哲
学
の
巨
匠
た
ち
の
実
践
哲
学
を
見
て
い
く
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
正
義
の
実
在
を
主
張
し
た
が
、
初
期
対
話
篇
で
は
登

場
す
る
論
者
た
ち
と
真
剣
な
論
争
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン
は
代
表
作
『
国
家
』
で
、
い
く
つ
か
の
国
家

モ
デ
ル
と
そ
れ
と
対
応
し
た
人
間
類
型
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
は
、
人
間
と
国
家
に
関
し
て
複
数
の
可

能
な
発
展
形
態
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
〈
抑
制
の
な

さ
〉
の
問
題
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
人
間
モ
デ
ル
の
構
造
と
深
く
関
わ
り
合
っ
て
お
り
、
現
実
生

活
で
私
た
ち
が
直
面
す
る
苦
悩
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。

　

第
二
章
「
近
世
の
社
会
契
約
説
」
で
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
ら
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
社
会
契
約
説
を

紹
介
す
る
。
社
会
契
約
説
に
よ
れ
ば
、
平
穏
な
生
活
の
保
証
を
条
件
に
個
人
が
自
由
の
制
限
を
相
互
に
認
め
、
個
人
に

要
請
さ
れ
る
義
務
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
成
立
す
る
。
社
会
契
約
説
は
、
国
家
の
必
要
を
正
当
化
す
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る
代
表
的
な
理
論
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
こ
の
三
人
の
思
想
家
が
提
案
し
た
社
会
契
約
説
の
間
の
違
い
が

描
き
出
さ
れ
る
。

　

第
三
章
「
近
代
倫
理
思
想
」
で
は
、
現
代
に
お
い
て
も
影
響
力
の
あ
る
代
表
的
倫
理
理
論
の
歴
史
的
源
泉
を
た
ど
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
感
情
倫
理
学
、
ベ
ン
サ
ム
と
ミ
ル
の
功
利
主
義
、
カ
ン

ト
の
義
務
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
倫
理
思
想
の
古
典
と
み
な
さ
れ
て
い
る
思
想
で
あ
る
。

　

第
四
章
「
実
存
主
義
と
共
同
的
主
体
の
倫
理
学
」
で
は
、
実
存
主
義
的
傾
向
の
あ
る
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
二
〇
世
紀

前
半
の
倫
理
思
想
を
中
心
に
紹
介
す
る
。
ま
ず
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
な
ど
に
よ

る
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
の
ケ
ア
の
倫
理
学
、
和
辻
哲

郎
の
共
同
存
在
を
軸
に
し
た
倫
理
学
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
主
義
的
実
存
主
義
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
し

て
、
共
同
存
在
を
軸
に
し
た
実
存
的
思
想
を
描
く
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
第
五
章
「
現
代
哲
学
と
そ
の
周
辺
」
で
は
、
哲
学
以
外
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
人
間
モ
デ
ル
を
中
心
に
い
く

つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
り
上
げ
る
。
フ
ロ
イ
ト
の
自
我
論
は
、
エ
ス
と
自
我
と
超
自
我
の
関
わ
り
の
中
で
人
間
の
内

面
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
と
の
関
連
で
は
、
外
部
か
ら
の
規
範
と
内
面
的
欲
求
と
の
葛
藤
の
問
題
を
捉

え
て
い
る
点
で
こ
の
自
我
モ
デ
ル
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ま
た
、
生
物
学
的
視
点
か
ら
考
察
し
た
場
合
の
人
間
モ
デ

ル
や
脳
科
学
を
基
盤
に
し
た
人
間
モ
デ
ル
や
行
動
経
済
学
か
ら
の
人
間
モ
デ
ル
も
紹
介
す
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
に
つ

い
て
は
多
様
な
視
点
か
ら
考
察
で
き
る
が
、
第
Ⅱ
部
の
人
間
モ
デ
ル
の
提
案
で
は
こ
の
章
で
議
論
さ
れ
る
多
様
な
視
点

も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
ま
ず
「
人
間
と
は
何
者
か
」
と
い
う
問
い
に
行
為
主
体
の
動
的
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
で
答
え
た
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い
。
こ
の
と
き
、
事
実
に
関
す
る
信
念
と
欲
求
と
規
範
に
関
す
る
信
念
を
持
つ
主
体
と
し
て
行
為
者
を
捉
え
る
と
と
も

に
、
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
念
や
欲
求
が
更
新
さ
れ
て
い
く
と
い
う
動
的
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
。
ま
た
、
複
数

の
行
為
者
た
ち
は
信
念
や
欲
求
を
共
有
で
き
る
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
行
為
者
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
二
人
ゲ
ー

ム
や
チ
ー
ム
ゲ
ー
ム
の
発
展
を
精
確
に
記
述
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
こ
の
チ
ー
ム
ゲ
ー
ム
を
す
る
能

力
が
、
国
家
や
会
社
な
ど
の
社
会
組
織
の
中
で
集
団
的
行
為
を
遂
行
し
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
能
力

で
も
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　

第
六
章
「
行
為
主
体
の
モ
デ
ル
」
で
は
、
共
同
体
の
中
で
生
き
る
能
力
を
持
つ
よ
う
な
行
為
主
体
の
モ
デ
ル
を
提
案

す
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
主
体
は
、
事
実
に
関
す
る
信
念
と
欲
求
と
規
範
に
関
す
る
信
念
を
持
ち
、
自
由
意
志
に
よ
っ

て
行
為
を
選
択
し
実
行
で
き
る
よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
ま
た
共
同
体
の
中
で
は
、
一
部
の
信
念
や
欲
求
が
共
有
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
共
同
体
の
中
で
共
有
さ
れ
る
規
範
が
社
会
的
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

第
七
章
「
行
為
主
体
の
動
的
モ
デ
ル
と
ゲ
ー
ム
」
で
は
、
複
数
の
人
と
ゲ
ー
ム
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
行
為

主
体
の
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
主
体
は
、
信
念
や
欲
求
を
更
新
で
き
る
よ
う
な
主
体
と
な
る
。
そ

し
て
行
為
主
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
で
許
さ
れ
た
行
為
タ
イ
プ
の
集
合
か
ら
自
分
が
勝
つ
見
込
み
の
あ
る
よ
う
な
行

為
タ
イ
プ
を
選
択
し
て
そ
れ
を
実
行
に
移
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
動
的
行
為
主
体
モ
デ
ル
は
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
導
入
し
た
言
語
ゲ
ー
ム
を
実
行
で
き
る
主
体
の
モ
デ
ル
と
も
な
る
。

　

第
八
章
「
行
為
主
体
に
と
っ
て
の
情
報
の
顕
在
化
」
で
は
、
欲
求
間
で
の
矛
盾
、
欲
求
と
規
範
体
系
の
間
で
の
矛
盾
、

複
数
の
規
範
体
系
間
の
矛
盾
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
ま
た
こ
の
章
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
指

摘
し
た
意
志
の
弱
さ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
く
た
め
の
私
の
提
案
は
、
情
報
に
は
潜
在
的
な
も
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の
と
顕
在
的
な
も
の
が
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
心
的
葛
藤
の
状
況
下
で
は
一
部
の
情
報
が
顕
在
化
し

な
い
こ
と
で
行
為
遂
行
に
影
響
を
お
よ
ぼ
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
六
章
、
第
七
章
、
第
八
章
で
は
、「
人
間
と

は
何
者
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

第
九
章
「
社
会
的
事
実
と
社
会
組
織
」
で
は
、
社
会
的
事
実
、
集
団
的
行
為
、
社
会
組
織
、
国
家
な
ど
の
概
念
の
説

明
が
試
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
サ
ー
ル
の
社
会
存
在
論
の
紹
介
と
こ
の
理
論
へ
の
批
判
が
私
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
社
会
組
織
の
構
築
や
持
続
を
記
述
す
る
た
め
に
、
権
利
、
役
割
、
権
限
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
取

り
出
し
、
こ
れ
ら
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
社
会
組
織
存
続
に
お
い
て
管
理
シ
ス
テ
ム
が
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
く
。
こ
の
第
九
章
で
は
、「
社
会
組
織
は
ど
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
、
安
定
す
る
の
か
」
と
い
う
問

い
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

そ
し
て
第
十
章
「
共
生
の
実
践
哲
学
」
で
は
、〈
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
が
〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
目
指
す
こ

と
で
間
接
的
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、〈
共
に
よ
く
生
き
る
〉
こ
と
を
目
指
す
こ
と

が
倫
理
思
想
の
基
盤
と
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
第
十
章
で
は
、「
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
生

き
れ
ば
い
い
の
か
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

　

な
お
本
書
で
は
、
厳
密
性
よ
り
も
わ
か
り
や
す
さ
と
統
一
性
を
重
視
し
た
。
厳
密
な
記
述
に
興
味
の
あ
る
方
は
、
文

献
表
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
私
の
研
究
論
文
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。




