
追

悼

新
し
い
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
へ
の
挑
戦水

野

治

太

郎

故
永
安
幸
正
教
授
の
急
逝
は
、
多
く
の
人
々
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
。
こ
と
に
私
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
り
ま
し

た
。
年
齢
は
私
の
ほ
う
が
三
つ
年
上
で
し
た
が
、
同
じ
社
会
科
学
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
に
、
共
通
す
る
問
題
意
識
が
二
人
の

間
に
は
い
つ
も
あ
っ
て
、
話
題
に
は
事
欠
か
な
か
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
晩
年
に
は
、
氏
が
中
心
と
な
っ
て
執
筆
し
、
懇

請
さ
れ
て
私
が
加
筆
し
た
『
総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』
を
め
ぐ
る
往
復
書
簡
な
ら
ぬ
メ
モ
書
き
の
数
量
は
、
ダ
ン
ボ
ー

ル
箱
五
つ
く
ら
い
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

永
安
氏
と
最
初
に
出
会
っ
た
の
は
、
財
団
法
人
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
研
究
部
（
今
日
の
道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
）
主
催
の

研
究
会
に
氏
が
出
席
し
た
こ
と
が
ご
縁
の
始
ま
り
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
は
、
高
崎
経
済
大
学
に
勤
務
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が

モ
ラ
ロ
ジ
ー
学
生
研
究
会
を
育
成
す
る
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
す
で
に
ど
こ
か
の
会
場
で
、
会
っ
て
い
た

と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
が
機
縁
と
な
り
、
当
時
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
部
に
非
常
勤
の
研
究
員
と
し
て
席
を
お
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
三
〇
数
年
前
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
は
、
私
が
先
に
海
外
研
究
員
と
し
て
米
国
に
滞
在
し
、
氏
は
ロ
ン
ド
ン
大
学
に
席
を
お
く
こ
と
に
な
り
、
そ
の
途



中
、
わ
ざ
わ
ざ
足
を
伸
ば
し
て
自
宅
を
訪
問
し
て
く
れ
ま
し
た
。

二
人
に
共
通
す
る
問
題
意
識
が
多
数
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
一
つ
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
こ
と
で
、
追
悼
の
意
を
表
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
廣
池
千
九
郎
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
構
想
に
つ
よ
い
影
響
を
与
え
た
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
で
す
。
こ

の
テ
ー
マ
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
現
代
化
に
取
り
組
む
者
と
し
て
は
、
大
き
な
関
心
事
で
し
た
。
廣
池
千
九
郎
自
身
は
、「
道
徳

実
行
の
効
果
の
実
証
」
に
焦
点
化
し
て
、
一
九
世
紀
の
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
そ
れ
も
優
生
学
と
結
ん
だ
進
化
論
的
倫
理
学
や
人

類
学
・
社
会
学
、
さ
ら
に
は
実
証
主
義
的
な
実
験
心
理
学
・
生
理
学
等
か
ら
の
影
響
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
立
場

か
ら
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
の
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
は
ま
だ
自
然
科
学
の
発
展
以
前
の
単
な
る
教
訓
に
す
ぎ
な
い

と
批
判
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
語
源
は
、
明
ら
か
に
一
八
世
紀
の
英
国
、
そ
れ
も
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ

ン
ス
か
ら
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
廣
池
の
西
欧
近
代
思
想
、
そ
れ
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
等
の
経
済
学
へ
の
批

判
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
の
利
他
主
義
へ
の
共
感
等
は
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る

よ
う
に
も
み
え
ま
す
。

か
つ
て
顧
問
の
下
程
勇
吉
先
生
は
、
廣
池
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
構
想
を
独
自
な
人
間
学
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と
発
言
さ
れ
、
著

書
も
著
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
廣
池
自
身
の
学
問
を
継
承
発
展
さ
せ
る
た
め
に
も
、
学
問
的
・
方

法
論
的
・
思
想
的
源
流
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
提
案
し
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
源
流
は
明
ら
か
に
、
ア
ダ

ム
・
ス
ミ
ス
等
の
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
に
原
型
を
求
め
る
考
え
方
に
固
執
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
永
安
教
授
は
、
つ

よ
い
関
心
を
寄
せ
、
同
調
意
見
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
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は
じ
め
て
氏
が
、
研
究
員
と
し
て
発
表
し
た
内
容
の
中
に
、
ス
ミ
ス
の
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
の
解
釈
に
ふ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
、
聴
衆
と
し
て
参
加
し
て
い
た
会
員
と
の
間
に
、
激
論
が
交
わ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ス
ミ
ス
の
経
済
学
が
「
自

己
利
益
の
経
済
学
」
だ
と
の
見
解
に
対
し
て
、
彼
が
加
え
た
反
撃
は
、
当
時
す
で
に
世
界
中
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ

は
じ
め
た
「
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
問
題
」（『
道
徳
感
情
論
』
と
『
国
富
論
』
の
間
の
違
和
感
を
め
ぐ
る
解
釈
問
題
）
を
背
景
に
し

た
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
氏
は
、
そ
の
会
員
が
、
ス
ミ
ス
の
経
済
学
を
単
純
に
「
自
己
利
益
の
経
済
学
」
と
決
め
付
け
た
こ
と

に
反
論
し
た
も
の
で
し
た
。
詳
細
は
こ
こ
で
は
避
け
ま
す
が
、
現
代
の
ス
ミ
ス
解
釈
は
、
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト
は
、
自
己

利
益
と
か
欲
望
の
意
味
で
は
な
く
、
社
会
へ
の
関
心
、
あ
る
い
は
社
会
と
自
分
を
つ
な
ぐ
も
の
、
倫
理
的
な
意
味
で
の
個
人
主

義
・
自
己
実
現
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
は
、
人
間
の
自
然
の
性

向
で
あ
る
他
者
へ
の
関
心
・
同
感
（
社
会
性
）
に
始
ま
る
人
間
行
動
の
基
本
原
則
を
探
求
し
、
さ
ら
に
は
国
家
の
あ
り
方
・
社

会
の
仕
組
み
の
あ
り
方
に
ま
で
言
及
す
る
学
問
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
根
幹
に
あ
る
の
は
ス
ミ
ス
の
『
道
徳
感
情
論
』
な
の
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
自
然
法
論
が
控
え
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、『
国
富
論
』
は

彼
の
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
の
一
つ
の
題
目
で
し
か
な
く
、
そ
の
副
産
物
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
廣
池
千
九
郎

が
最
高
道
徳
と
な
づ
け
た
自
然
法
の
う
え
に
道
徳
経
済
学
・
道
徳
政
治
学
・
道
徳
教
育
学
構
想
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
、
モ
ラ

ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
論
者
は
、
基
礎
原
理
の
う
え
に
そ
の
応
用
分
野
と
し
て
社
会
諸
科
学
を
位
置
づ
け
た
と
理
解
で
き
る
よ
う
に

考
え
る
の
で
す
。

ま
た
廣
池
千
九
郎
は
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
源
流
を
一
九
世
紀
の
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
と
の
関
連
性
だ
け
を
指
摘
し
て
い
る
の

み
で
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
は
無
縁
の
も
の
と
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
当
時
の
学
問
的
常
識
の
誤
解

で
あ
っ
て
、
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
八
世
紀
の
社
会
思
潮
に
ひ
ろ
く
み
ら

新しいモラル・サイエンスへの挑戦



れ
、
そ
の
後
の
時
代
思
潮
を
決
定
付
け
た
「
進
歩
の
観
念
」
に
影
響
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
る
考
え
方
が
現
代
の
学
問
的
理
解
と

し
て
正
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

か
つ
て
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
部
で
一
時
指
導
さ
れ
た
難
波
田
春
夫
先
生
は
、
永
安
氏
の
恩
師
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
永
安
氏
は

恩
師
の
「
近
代
の
終
焉
」
の
大
テ
ー
マ
を
継
承
す
る
な
か
で
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
な
か
に
あ
る
と
難
波
田
先
生
が
指
摘
さ
れ
た

「
進
歩
の
観
念
」
あ
る
い
は
「
モ
ア
・
エ
ン
ド
・
モ
ア
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
直
し
、
位
置
づ
け
発
展
さ
せ
る
か
を
苦
慮
し

て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

永
安
氏
は
、
本
来
、
社
会
シ
ス
テ
ム
論
、
そ
れ
も
自
然
シ
ス
テ
ム
を
基
盤
に
見
据
え
た
理
論
を
展
開
し
て
い
ま
し
た
。
モ
ラ

ロ
ジ
ー
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
次
第
に
そ
の
自
然
シ
ス
テ
ム
・
社
会
シ
ス
テ
ム
論
が
、
い
わ
ば
自
然
の
法
則
あ
る
い
は
摂
理

と
し
て
人
間
を
支
配
す
る
性
格
の
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
が
、
あ
る
と
き
か
ら
、
そ
れ
も
病
を
得

た
頃
か
ら
か
、
彼
の
原
理
展
開
が
、
非
常
に
人
間
味
を
担
っ
た
柔
ら
か
で
暖
か
な
内
容
を
帯
び
る
も
の
に
変
質
し
て
き
た
と
感

じ
て
い
ま
す
。
あ
る
と
き
突
然
、
私
が
長
い
間
取
り
組
ん
で
き
た
ケ
ア
理
論
に
言
及
し
、
病
気
を
し
て
は
じ
め
て
ケ
ア
の
意
味

が
判
っ
た
と
か
、
モ
ラ
ロ
ジ
ー
の
理
論
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と
か
、
な
ぜ
も
っ
と
早
く
で
き
な
か
っ
た
と
か
、
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
突
然
の
変
貌
に
私
の
ほ
う
が
驚
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
永
安
氏
の
強
力
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
下
に
作
成
さ
れ
た
『
総
合
人
間
学
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』
な
る
テ

キ
ス
ト
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
西
欧
近
代
思
想
・
近
代
主
義
の
欠
点
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
の
主
要
問
題

に
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
解
答
を
与
え
て
い
ま
す
。
個
人
主
義
・
自
我
意
識
の
思
潮
に
対
し
て
、
個
を
柔
ら
か
く
受
動
的
な
存
在

で
あ
る
こ
と
か
ら
発
想
す
る
こ
と
、
個
を
こ
え
る
自
然
や
社
会
・
文
明
の
恵
み
を
受
け
取
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
高
い
質
の

文
明
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
目
標
で
あ
っ
た
の
で
す
。
彼
こ
そ
真
の
モ
ラ
ロ
ジ
ア
ン
で
あ
っ
た
と
痛
感
し
て
い
ま
す
。
理
論
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の
よ
き
好
敵
手
を
喪
っ
て
、
私
は
体
の
中
か
ら
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

実
は
本
年
四
月
発
行
の
拙
著
『
経
国
済
民
の
学

日
本
の
モ
ラ
ル
・
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
ノ
ー
ト
』（
麗
澤
大
学
出
版
会
）
の
あ

と
が
き
に
、
テ
キ
ス
ト
を
め
ぐ
る
交
流
の
一
端
を
書
き
ま
し
た
。
も
う
少
し
こ
の
拙
著
が
早
く
で
き
て
い
た
ら
、
氏
か
ら
の
批

評
が
聞
け
た
と
思
う
と
、
残
念
な
思
い
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
遅
れ
た
理
由
は
、
他
な
ら
ぬ
『
モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』
へ
の
加
筆

の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
こ
れ
も
仕
方
の
な
い
こ
と
か
と
諦
め
も
つ
き
ま
す
。
こ
の
う
え
は
、
後
輩
諸
氏
が
、
氏

の
研
究
路
線
を
継
い
で
ゆ
く
こ
と
を
願
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
氏
の
魂
は
、
我
々
の
身
近
に
生
き
て
見
守
り
続
け
て
い
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
氏
の
一
生
の
運
命
の
分
か
れ
目
に
、
私
が
縁
を
運
ん
だ
こ
と
を
思
う
と
、
有
難
く
も
、
ま
た
申
し
訳
な
く
も
思
う

今
日
こ
の
ご
ろ
で
す
。

通
常
な
ら
、
最
後
に
「
御
霊
よ
、
と
こ
し
え
に
安
ら
か
に
お
眠
り
く
だ
さ
い
」
と
結
ぶ
と
こ
ろ
で
す
が
、
あ
え
て
、
私
は
、

今
後
の
団
体
の
発
展
の
た
め
に
、「
あ
の
世
か
ら
た
え
ず
警
醒
し
給
え

」
と
結
び
た
い
と
考
え
ま
す
。
長
く
て
短
い
お
付
き

合
い
を
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

新しいモラル・サイエンスへの挑戦


