
4

〔
論
説
〕

佐

伯

啓

思

没
倫
理
的
な
日
本
の
倫
理
の
構
造

一
前
々
回
の
論
考
（「
日
本
的
倫
理
観
に
つ
い
て
」
第
三
〇
号
、
二
〇
二
一
年
）
に
お
い
て
、
私
は
、
本
居
宣
長
の
「
神
の
道
」
や
九
鬼

周
造
の
「
自
然
（
ジ
ネ
ン
）」
等
を
概
観
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
倫
理
観
の
基
本
構
造
を
み
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
も
っ
と
も
「
日

本
人
の
倫
理
観
」
と
は
い
っ
て
み
た
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
つ
か
み
づ
ら
い
。
西
洋
の
倫
理
観
を
カ
ン
ト
に
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
適

切
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
日
本
人
（
も
し
く
は
日
本
の
知
識
人
）
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
に
示
さ
れ
る
よ

う
な
、
人
間
の
理
性
と
義
務
に
よ
っ
て
着
色
さ
れ
た
倫
理
の
普
遍
的
観
念
が
西
洋
思
想
に
は
あ
る
、
と
思
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
絶
対
的
で
す
っ
き
り
と
し
た
し
か
も
普
遍
的
義
務
の
装
い
を
ま
と
っ
た
倫
理
観
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
人
の
倫
理
観
念
は
、
確

か
な
「
倫
理
観
」
と
い
う
よ
り
も
情
緒
的
な
「
倫
理
感
」
と
い
う
方
が
適
切
に
み
え
る
。
そ
れ
は
、
い
か
に
も
状
況
次
第
で
あ
り
、

感
覚
的
で
あ
り
、
相
対
的
で
あ
り
、
時
に
は
他
人
任
せ
で
あ
り
、
ま
た
場
合
に
よ
れ
ば
上
か
ら
目
線
の
権
威
依
存
の
流
儀
に
み
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
日
本
に
は
倫
理
的
な
主
体
の
観
念
が
薄
弱
で
あ
り
、
責
任
の
観
念
も
薄
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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か
つ
て
は
、
こ
の
原
因
を
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
の
近
代
化
の
遅
れ
、
市
民
意
識
の
未
成
熟
と
い
っ
た
歴
史
的
・
文
明
的
な
後
進
性
に

求
め
る
進
歩
派
の
定
型
的
図
式
が
支
配
し
て
い
た
が
、
さ
す
が
に
近
年
は
、
そ
ん
な
図
式
を
述
べ
た
て
る
者
は
少
な
く
な
っ
た
。
そ

れ
に
代
わ
っ
て
、
こ
れ
は
、
日
本
社
会
の
か
な
り
根
深
い
構
造
で
あ
り
、
近
代
化
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
悲
観
的
だ
か
楽
観
的
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
議
論
が
旺
盛
に
な
っ
た
感
が
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
下
で
よ
く
論
議
さ
れ
た
よ
う
な
、
同
調
圧
力
、
空
気
の
支
配
、
誰
が
責
任
者
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
無
責
任
構
造
、
そ

の
場
し
の
ぎ
の
状
況
対
応
。
こ
う
し
た
没
倫
理
的
な
社
会
心
理
こ
そ
日
本
の
精
神
風
土
を
示
す
も
の
だ
、
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
、
多
少
面
白
い
こ
と
に
、
そ
れ
で
は
こ
れ
に
対
す
る
欧
米
型
の
、
政
府
に
よ
る
い
さ
さ
か
強
権
的
な
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
方
式

の
ご
と
き
強
力
な
規
制
や
行
動
制
限
が
望
ま
し
い
の
か
、
と
な
る
と
、
無
条
件
に
賛
同
す
る
者
は
め
っ
た
に
い
な
い
。
欧
米
型
の
政

府
対
市
民
社
会
と
い
う
構
図
に
基
づ
く
自
由
の
規
制
と
い
う
や
り
方
そ
の
も
の
が
日
本
に
は
妥
当
し
が
た
い
と
多
く
の
者
が
感
じ
る
。

ま
し
て
中
国
の
強
権
方
式
に
共
感
を
表
明
す
る
も
の
は
ま
ず
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
な
れ
ば
、
万
事
を
う
す
曇
り
の
空
の
よ
う
に
ぼ

や
か
し
て
、
誰
が
何
を
決
め
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
亡
羊
た
る
や
り
方
で
危
機
を
や
り
過
ご
す
と
い
う
、
な
ん
と
も

亀
が
甲
羅
か
ら
首
を
出
し
た
り
引
っ
込
め
た
り
と
い
う
状
況
対
応
型
の
方
式
も
ま
た
あ
る
種
の
知
恵
の
よ
う
に
も
み
え
て
く
る
。

強
権
的
な
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
強
い
責
任
を
も
望
ま
ず
、
中
央
司
令
塔
の
欠
如
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
亀
の
流
儀
が
そ
れ
な
り

に
う
ま
く
ゆ
く
と
す
れ
ば
、
似
た
よ
う
な
人
々
が
同
じ
よ
う
な
情
報
を
共
有
し
て
、
相
互
に
同
調
圧
力
を
行
使
し
、
そ
の
結
果
、
一

種
の
空
気
の
支
配
が
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
状
況
に
追
従
し
て
ゆ
け
ば
何
と
か
な
る
、
と
い
う
「
日
本
型
倫
理
」
の
構
造
が
そ
れ
な

り
に
作
動
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
こ
の
構
造
を
こ
れ
で
も
か
と
批
判
す
る
。「
同
調
圧
力
」
や
「
空
気
の
支
配
」、「
状
況
追
従
的
」

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
批
判
の
意
味
あ
い
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
日
本
社
会
の
後
進
性
を
訴
え
た
の
は
も
っ
ぱ
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ら
知
識
人
層
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
別
に
西
洋
近
代
市
民
社
会
な
ど
と
い
う
虚
構
に
毒
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
は
ず
の
人
々
も
、

「
日
本
社
会
は
同
調
圧
力
が
強
く
て
空
気
に
支
配
さ
れ
て
生
き
づ
ら
い
も
の
だ
」
な
ど
と
平
気
で
口
に
す
る
。
こ
う
な
る
と
人
々
は

被
害
者
な
の
だ
か
加
害
者
な
の
だ
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
い
や
、
相
互
的
な
同
調
圧
力
の
中
で
生
息
し
て
お
れ
ば
、す
べ
て
の
人
々

が
被
害
者
で
あ
り
、
ま
た
加
害
者
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
西
洋
近
代
市
民
社
会
で
も
こ
れ
は
似
た
よ
う
な
も
の
で
、
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ

ル
が
見
通
し
た
よ
う
に
、
自
由
と
平
等
の
近
代
社
会
と
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
支
配
者
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
被
支
配
者
で
も
あ
る

よ
う
な
社
会
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
誰
も
が
「
自
分
は
何
者
か
に
支
配
さ
れ
て
い
る
」
と
い
い
な
が
ら
誰
も
が
他
人
を
支
配
し
て

い
る
。

前
置
き
が
少
々
長
く
な
っ
た
が
、
私
が
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
次
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
同
調
圧
力
」「
空
気
の
支
配
」「
無
責
任
体
系
」「
状
況
追
従
的
」
…
…
。
何
と
い
お
う
と
、
こ
の
「
日
本
的
な
没
倫
理
」
と
思
わ

れ
る
構
造
を
生
み
出
し
た
も
の
は
一
体
何
な
の
か
、
そ
し
て
、
本
当
に
日
本
は
倫
理
観
の
欠
如
し
た
社
会
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

丸
山
真
男
の
名
前
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
人
は
、
こ
の
倫
理
観
の
欠
如
と
「
日
本
の
自
然
観
」
と
を
結
び
つ
け
よ
う

と
す
る
。
日
本
人
の
思
考
に
は
、「
日
本
的
自
然
観
」
が
強
く
影
響
し
て
お
り
、
そ
の
自
然
観
こ
そ
が
、
日
本
人
に
対
し
て
強
い
確

固
た
る
倫
理
的
精
神
の
欠
落
を
も
た
ら
し
た
張
本
人
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

通
常
、「
自
然
」
は
「
人
為
」
と
対
比
さ
れ
る
。
倫
理
は
人
間
集
団
や
社
会
の
行
動
規
範
に
関
わ
る
か
ら
「
人
為
」
の
側
に
配
置

さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
対
比
を
と
れ
ば
、「
自
然
」
に
は
特
に
倫
理
を
生
み
出
す
動
因
は
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
自
然
は
人
間

の
主
体
や
意
思
や
意
図
な
ど
と
は
無
縁
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
西
洋
思
想
の
中
心
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
は
人
間
の
人
為
に
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服
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

だ
が
、
日
本
の
自
然
観
の
特
異
性
は
自
然
が
人
為
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
人
間
の
作
為
を
超
え
た
、
も
し
く
は

そ
れ
を
飲
み
込
ん
だ
自
動
的
作
用
と
み
な
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
日
本
の
倫
理
観
も
自
然
か
ら
独
立
す
る
の
で
は
な
く
、
自

然
の
動
き
そ
の
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
え
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本
的
自
然
観
を
背
後
に
置
く
限
り
、
日
本
人
の
主
体
意
識
も

倫
理
観
念
も
、
ま
さ
に
亡
羊
と
し
た
自
然
観
の
う
ち
に
溶
解
し
て
し
ま
う
。
か
く
て
、
日
本
的
な
自
然
観
こ
そ
が
、
日
本
の
倫
理
意

識
や
主
体
意
識
の
自
律
を
妨
げ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

日
本
的
自
然
観
と
は
、
自
然＝

ジ
ネ
ン
と
い
う
よ
う
に
、
物
事
の
推
移
を
「
あ
る
が
ま
ま
に
ま
か
せ
」
あ
る
い
は
「
お
の
ず
と
な

る
が
ご
と
く
」
と
い
っ
た
人
為
、
人
智
を
超
え
た
超
越
的
な
動
き
に
委
ね
る
と
い
う
精
神
的
な
構
え
を
い
う
。
川
の
流
れ
や
四
季
の

移
ろ
い
が
そ
れ
を
象
徴
す
る
と
し
て
も
、
日
本
的
自
然
観
に
お
い
て
は
、
山
川
草
木
か
ら
人
間
の
営
為
ま
で
を
包
括
す
る
森
羅
万
象

が
こ
の
「
お
の
ず
と
な
る
が
ま
ま
」
に
従
う
。
自
然
と
い
う
も
の
が
も
つ
大
き
な
働
き
を
人
は
受
け
と
め
る
ほ
か
な
い
。
そ
こ
に
は
、

人
の
理
解
を
超
え
た
、
そ
れ
こ
そ
「
お
の
ず
と
出
来
す
る
」
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
秩
序
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
こ
に
人
間
の
創
造
性
や
変
革
の
意
思
や
設
計
的
な
理
性
な
ど
の
作
用
す
る
余
地
は
な
い
。「
人

間
が
歴
史
を
作
る
」
な
ど
と
い
う
西
洋
的
進
歩
派
の
観
念
は
致
命
的
な
思
い
あ
が
り
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
人

間
が
、
天
の
道
を
知
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
己
を
強
く
律
す
る
べ
き
倫
理
や
道
徳
、
つ
ま
り
道
が
示
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
中
国
的
な
宇

宙
的
秩
序
の
観
念
と
も
無
縁
な
の
で
あ
る
。

も
し
も
、
日
本
人
の
社
会
秩
序
観
や
歴
史
意
識
が
、
万
事
「
あ
る
が
ま
ま
」「
な
す
が
ま
ま
」「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
自

然
観
に
立
脚
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
社
会
秩
序
を
作
り
出
す
主
体
や
歴
史
を
動
か
す
主
体
が
存
在
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

明
治
に
西
洋
か
ら
導
入
さ
れ
た
ネ
イ
チ
ャ
ー
の
訳
語
と
し
て
「
自
然
」
と
い
う
古
来
か
ら
の
日
本
語
を
当
て
は
め
た
と
き
、「
自
然
」
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に
つ
い
て
の
誤
解
が
生
じ
た
。
と
い
う
よ
り
、
古
来
の
日
本
の
自
然
観
念
が
西
洋
的
近
代
の
も
の
へ
と
転
換
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

し
か
し
本
来
の
自
然
で
あ
る
「
ジ
ネ
ン
」
に
立
ち
戻
れ
ば
、
近
代
的
な
主
体
や
責
任
や
変
革
や
自
己
規
律
な
ど
と
い
う
観
念
が
い
か

に
西
洋
模
倣
の
産
物
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
の
こ
と
を
逆
か
ら
い
え
ば
、
日
本
の
伝
統
的
な
自
然
観
こ
そ
が
、
日
本
社
会
か
ら
、
自
己
責
任
や
理
性
的
自
我
や
歴
史
の

進
歩
と
い
う
よ
う
な
明
快
な
語
句
か
ら
構
成
さ
れ
る
近
代
的
思
考
を
う
ば
い
取
る
こ
と
と
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
お

の
ず
と
あ
る
が
ま
ま
」
を
よ
し
と
す
る
「
思
想
な
ら
ざ
る
思
想
」
つ
ま
り
日
本
の
「
没
思
想
的
思
想
」
か
ら
は
、
単
な
る
現
実
へ
の

追
従
、
世
界
（
世
間
）
へ
の
同
調
し
か
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
価
値
の
基
準
が
存
在
し
な
い
。
確
か
な
、
普
遍
的

で
不
変
な
価
値
を
打
ち
立
て
る
作
為
が
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
価
値
な
き
社
会
の
倫
理
は
、
他
者
へ
の
追
従
、
歴
史
へ
の
追

従
と
い
う
意
志
の
欠
如
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
な
没
倫
理
的
社
会
に
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
自
己
や
人
格
の
か
す
か
な
不
満
を
言
葉
に
す
る
と
な
れ
ば
、

「
同
調
圧
力
」
や
「
空
気
の
支
配
」
や
「
無
責
任
体
系
」
と
い
っ
た
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
不
満

や
批
判
は
、
そ
の
根
底
に
価
値
の
絶
対
性
、
普
遍
性
を
求
め
る
と
い
う
西
洋
的
思
考
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
明
言
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
が
、
西
洋
的
思
考
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
暗
黙
裡
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
果
た
し
て
そ
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
就
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
人
に
は
本
当
に
倫
理
的
観
念
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
的
自
然
観
に
依
拠
し
た
「
日
本
的
な
倫
理
」
と

い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。




