
－７７－

序

現
代
倫
理
学
に
特
徴
的
な
一
つ
の
新
し
い
エ
ー
ト
ス
を
、
我
々
は
Ｗ
・
シ
ュ
ル
垳
麿
倣
っ
て
「
責
任
化
の
動
向
」
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
思
う
。
即
ち
、
地
球
的
規
模
で
の
科
学
技
術
の
発
展
と
、
そ
れ
に
よ
る
（
と
り
わ
け
生
態
学
的
な
）
危
機
的
諸
問
題
の
出
来
が
、
つ
ま
り

人
類
全
体
の
存
立
そ
の
も
の
の
問
題
化
が
、
自
然
や
歴
史
（
人
類
の
将
来
）
に
対
す
る
「
寅
任
」
を
問
題
と
す
る
論
者
た
ち
（
例
え
ば
シ
ュ
ル

・
・
（
２
）

シ
、
Ｈ
・
ヨ
ー
ナ
ス
、
Ｋ
Ｉ
Ｏ
ア
ー
ペ
ル
ら
）
を
出
現
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
又
、
「
寅
任
」
を
（
今
日
の
）
倫
理
学
の
根
本
原
理
と
見

言
う
ま
で
も
な
く
「
責
任
倫
理
」
は
、
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
に
お
い
て
Ｍ
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
が
、
カ
ン
ト
的
「
心
楠
倫
理
」
に
対
時
さ
せ
て

政
治
家
の
モ
ラ
ル
と
し
て
唱
道
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
寅
任
倫
理
の
動
向
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
的
な
そ
れ
に
対
し
、
そ
の

（
４
）

、
ｂ
、

不
十
分
さ
故
に
一
定
の
距
離
を
保
と
う
と
す
る
。
即
ち
ヴ
ェ
ー
今
ハ
ー
は
、
偉
大
で
は
あ
る
が
、
孤
独
な
政
治
的
人
格
の
決
断
状
況
の
承
を
問
題

と
し
、
だ
れ
に
対
し
、
何
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
べ
き
な
の
か
を
具
体
的
に
テ
ー
マ
化
し
な
い
が
故
に
、
例
え
ぼ
将
来
の
人
類
に
対
す
る
、

現
代
に
お
け
る
箕
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

（
３
）

る
向
曇
こ
す
陰
）
あ
る
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性

●
●

Ｋ
Ｉ
Ｏ
ア
ー
ペ
ル
の
所
説
、
と
そ
の
批
判
を
中
心
に
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐

杉
本
裕
司
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以
下
に
お
い
て
我
々
は
、
如
何
な
る
形
で
彼
が
討
議
倫
理
学
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
て
い
る
の
か
を
閲
明
し
つ
つ
（
別
言
す
れ
ば
、
寅
任
倫
理

的
性
格
を
も
た
せ
る
に
至
っ
た
経
繍
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
）
そ
の
内
容
を
取
り
鰯
め
（
一
・
二
）
、
さ
ら
に
そ
の
問
題
点
の
所
在
を
究
明
す
る
こ

と
と
し
た
い
（
三
）
。

我
☆
の
現
在
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
連
帯
責
任
の
問
題
の
開
示
と
い
っ
た
今
日
的
要
求
に
は
答
え
な
い
へ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
今
日
の
論
者
ら
は
、
如
何
な
る
形
で
責
任
倫
理
を
問
題
と
し
、
展
開
さ
せ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
ら
の
主
張
は
如
何

な
る
有
効
射
程
範
囲
と
問
題
点
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
本
論
考
で
は
そ
の
一
つ
の
試
験
と
し
て
ア
ー

ペ
ル
の
所
説
を
検
討
し
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
に
依
拠
し
た
彼
の
「
討
議
倫
理

学
」
を
今
日
、
寅
任
倫
理
と
し
て
さ
ら
に
展
開
し
て
い
る
。
彼
に
拠
る
と
、
今
日
の
根
本
的
な
逆
説
的
状
況
と
は
「
連
帯
寅
任
の
倫
理
の
、
実

（
５
）

賎
的
不
可
欠
性
と
、
そ
の
見
か
け
上
の
不
可
能
性
」
と
い
う
』
」
と
に
あ
る
。
即
ち
、
一
方
で
科
学
技
術
の
力
の
増
大
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン

フ
リ
ク
ト
の
出
来
が
、
間
主
観
的
ｌ
理
性
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
連
帯
責
任
を
要
求
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
、
そ
の
当
の
科
学

が
、
価
値
中
立
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
「
合
理
性
」
概
念
を
独
占
し
、
そ
の
よ
う
な
覧
任
倫
理
の
「
合
理
的
」
基
礎
づ
け
の
不
可
能
性
を
宣
告

（
６
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
科
学
技
術
の
影
響
力
の
加
速
度
的
増
大
と
、
｜
般
の
入
念
が
そ
こ
に
と
ど
ま
る
「
慣
習
的
道

徳
」
と
の
間
に
裂
け
目
を
（
あ
る
い
は
学
問
的
に
は
、
科
学
主
蕊
と
決
断
主
羨
と
の
相
補
性
を
）
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
彼
に
と
っ

て
、
こ
の
裂
け
目
を
埋
め
、
相
補
的
状
況
を
克
服
す
る
よ
う
な
倫
理
学
を
、
即
ち
、
人
類
の
連
帯
責
任
の
地
球
的
規
模
で
の
マ
ク
ロ
的
倫
理
学

を
確
立
し
、
そ
れ
に
間
主
観
的
に
妥
当
す
る
合
理
的
基
礎
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
倫
理
学
は
、
個
人
が
各
含
そ
の

能
力
に
従
っ
て
、
人
類
の
集
合
的
行
為
の
結
果
と
（
予
見
し
う
る
）
副
次
的
結
果
に
対
す
る
連
帯
賀
任
を
地
球
的
レ
ベ
ル
で
引
き
受
け
る
蕊
務

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
の
で
あ
り
、
ア
ー
ペ
ル
は
そ
れ
を
己
れ
の
討
議
倫
理
学
に
担
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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ま
ず
、
遂
行
的
自
己
矛
盾
の
問
題
か
ら
、
言
語
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
ア
プ
リ
オ
リ
が
、
背
後
遡
行
不
可
能
な
究
極
的
基
礎
づ

け
の
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
、
論
議
の
前
提
へ
の
超
越
論
的
遂
行
論
的
反
省
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
、
（
真
理
及
び
道
徳
規

範
に
と
っ
て
の
）
究
極
的
な
基
準
と
し
て
の
討
議
的
理
性
に
よ
る
拘
束
の
承
認
に
至
る
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、
真
面
目
に
論
議
し
よ
う
と

す
る
限
り
、
ひ
と
は
（
現
実
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
共
に
）
い
つ
も
同
時
に
、
必
然
的
に
、
反
事
実
的
な
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ

、
、
、

ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
先
取
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
孤
独
な
思
惟
や
反
省
に
お
い
て
も
同
様
に
当
て
嵌
ま
る
。

（
７
）

何
と
な
れ
ば
、
そ
の
思
惟
が
壹
曰
語
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
限
り
、
間
主
観
的
妥
当
性
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

こ
の
渠
篝
朧
遂
行
的
自
己
矛
盾
な
し
に
は
１
－
自
殺
行
為
や
精
神
異
常
に
至
る
以
外
に
瞳
ｌ
反
誓
れ
え
な
い
の
で
あ
る
．

、
、

｝
」
の
こ
と
よ
り
ア
ー
ペ
ル
は
、
理
論
哲
学
の
超
越
論
的
基
礎
づ
け
の
承
な
ら
ず
、
討
議
倫
理
学
の
原
理
の
形
で
、
実
践
哲
学
の
基
礎
づ
け
を

も
獲
得
し
え
た
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
論
議
と
そ
の
妥
当
性
の
条
件
に
は
、
普
遍
妥
当
的
な
道
徳
原
理
の
承
認
も
属
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で

あ
り
、
そ
の
際
こ
の
原
理
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
格
率
選
択
の
普
遍
化
原
理
、
あ
る
い
は
Ｌ
・
コ
ー
ル
パ
ー
グ
に
お
け
る
役
割
取
得
の
完
全

、
、
、
、

な
可
逆
性
（
宛
の
『
の
厨
一
ヶ
旨
鷲
）
の
意
味
で
の
正
義
原
理
に
等
し
い
が
故
に
、
脱
慣
習
的
な
道
徳
原
理
の
位
置
価
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
そ
の
際
た
し
か
に
、
討
議
倫
理
学
の
原
理
、
乃
至
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
諸
規
範
は
、
生
活
世
界
的
状
況
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
要
求

も
、
、

さ
れ
る
実
質
的
（
内
容
的
）
諸
規
範
で
は
（
未
だ
）
な
い
。
し
か
し
そ
れ
（
ら
）
は
、
い
つ
も
既
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
す
べ
て

の
曼
的
生
種
界
的
諸
制
度
の
メ
タ
制
度
で
あ
る
よ
う
な
’
響
す
れ
ば
そ
れ
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
状
況
関
連
的
で
歴
史
的
腱
修
正
し

ア
ー
ペ
ル
感
従
来
の
討
議
鐘
学
の
闘
題
議
定
麓
１
１
後
述
す
る
Ｂ
部
と
の
区
別
に
鵜
い
て
１
４
部
と
し
て
位
鬮
づ
け
し
直
す
．
そ
れ

故
こ
の
Ａ
部
の
課
題
は
、
倫
理
的
な
問
題
９
ン
フ
リ
ク
ト
）
解
決
の
た
め
の
理
念
的
な
意
味
で
の
原
理
、
即
ち
討
議
倫
理
学
の
根
本
規
範
を

究
極
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

一
・
討
議
倫
理
学
－
ｌ
そ
の
Ａ
部
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こ
の
よ
う
な
寅
任
倫
理
的
一
一
ユ
ァ
ソ
ス
を
も
た
せ
た
、
討
畿
倫
理
学
の
根
本
原
理
は
、
次
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
、
即
ち
’

１
ざ
し
当
た
り
は
Ｊ
・
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
に
従
い
つ
つ
１
－
普
遍
化
原
理
（
Ｕ
）
と
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
妥
当
的
規
範
は
、
そ
の
一
般
的
遵
守
か

ら
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
人
の
利
害
の
満
足
に
と
っ
て
生
じ
る
結
果
と
副
次
的
結
果
が
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
に
よ
っ
て
強
制
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
う

ｈ

る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
あ
る
い
は
、
そ
の
行
為
関
連
的
ｌ
行
為
格
率
選
択
的
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
原
理
（
Ｕ
）
と
し

ｂ

て
函
「
関
係
者
と
の
実
際
の
了
解
に
基
づ
い
て
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
思
考
実
験
に
よ
っ
て
）
そ
の
格
率
（
Ｕ
）
の
一
般
的
遵
守
か
ら
、

あ
ら
ゆ
る
関
係
者
の
利
害
の
満
足
に
と
っ
て
生
じ
る
結
果
と
副
次
的
結
果
が
、
現
実
の
討
識
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
関
係
者
に
よ
っ
て
強
制
な
く

（
９
）

受
け
入
れ
ら
れ
う
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
格
率
に
従
っ
て
の
承
行
為
せ
よ
」

（
⑩
）

ア
ー
ペ
ル
は
討
議
倫
理
学
を
今
や
、
「
生
活
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
討
議
可
能
な
問
題
に
対
す
る
、
論
議
す
る
者
た
ち
の
連
帯
責
任
の
倫
理
学
」
と

定
式
化
す
る
。
即
ち
、
討
識
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
参
加
者
は
、
問
題
（
コ
ン
フ
リ
ク
ト
）
解
決
の
企
て
に
際
し
て
の
共
同
責
任
を
既
に
負
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
等
し
く
共
同
責
任
的
な
メ
ン
バ
ー
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
こ
の
共
同
責
任
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同

体
の
超
越
論
的
ア
プ
リ
オ
リ
に
基
づ
く
脱
慣
習
的
概
念
と
し
て
、
慣
習
的
役
割
責
任
を
超
え
た
も
の
で
あ
、
〉
言
わ
ば
ザ
イ
ル
で
結
び
つ
い
た

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

登
山
パ
ー
テ
ィ
ー
に
比
べ
ら
れ
う
る
よ
う
嘘
）
民
主
主
義
的
な
相
互
的
共
同
責
任
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
考
究
か
ら
ア
ー
ペ
ル
は
、
討

議
倫
理
学
は
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
メ
ン
・
ハ
ー
の
権
利
ｌ
羨
務
へ
の
超
越
論
的
な
反
省
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け

う
る
実
質
的
諸
規
範
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
－
１
形
式
的
－
手
続
き
的
原
理
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
以
上
か
ら
、
討
議
倫
理
学
の
原
理
は
次
の
二
つ
の
点
を
含
む
も
の
と
な
る
、
即
ち
第
一
に
そ
れ
は
、
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
メ
ン
バ
ー

（
潜
在
的
メ
ン
バ
ー
も
含
め
て
）
の
権
利
を
等
し
く
承
麗
す
る
、
と
い
う
根
本
規
範
を
含
む
と
共
に
べ
し
か
し
第
二
に
、
そ
の
こ
と
に
と
ど
ま

ら
ず
そ
れ
は
、
生
活
世
界
的
諸
問
題
を
、
暴
力
、
脅
迫
、
第
三
者
の
犠
牲
と
い
っ
た
戦
略
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
論
議
に
よ
っ
て
合
意
可
能
な

、
、
、

（
８
）

、
、
、
、

形
で
ｌ
す
べ
て
の
関
係
者
の
正
当
な
利
害
が
妥
当
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
ｌ
解
決
す
る
こ
と
に
対
す
る
共
闘
責
任
へ
の
義
務
づ
け
麓
譽
む

の
で
承
）
ろ
。 現
代
に
お
け
る
箕
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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ｈ

し
か
し
な
が
ら
ア
ー
ペ
ル
は
、
倫
理
学
Ａ
部
、
あ
る
い
は
普
遍
化
原
理
（
Ｕ
）
乃
至
（
Ｕ
）
は
、
そ
の
士
李
ま
現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
原

理
と
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
る
。
（
そ
し
て
こ
の
点
で
彼
は
、
普
遍
化
原
理
の
う
ち
に
既
に
責
任
倫
理
的
観
点
は
読
象
取
ら

（
胸
）

（
Ⅱ
》
｜
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も

れ
う
る
と
す
る
ハ
ー
・
ハ
ー
マ
ス
に
対
し
て
批
判
的
に
な
る
。
）
何
と
な
れ
ば
、
．
目
下
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
は
、
我
点
は
（
一
方
で
は
）
未

だ
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
条
件
下
に
は
い
な
い
し
、
そ
し
て
（
他
方
で
は
）
歴
史
的
に
無
前
提
な
「
ゼ
ロ
点
」
か
ら
新
た

に
始
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
我
々
は
「
歴
史
的
事
実
性
」
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
を
考
慰
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

（
脂
）

あ
る
。
即
ち
、
現
在
の
社
会
的
ｌ
政
治
的
現
実
に
お
い
て
は
、
討
議
原
理
の
適
用
の
諸
条
件
が
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

故
に
ア
ー
ペ
ル
は
「
（
例
え
ば
『
道
徳
的
に
重
要
な
問
題
解
決
に
つ
い
て
の
連
帯
責
任
を
引
き
受
け
た
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同

体
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
か
の
よ
う
に
行
為
せ
よ
！
』
と
い
う
定
言
命
法
の
意
味
で
）
』
も
し
ひ
と
が
討
識
倫
理
学
の
…
根
本
原
理
を
、
無
媒
介
に

《
旧
）

現
在
の
状
況
に
適
用
す
る
こ
と
を
指
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
要
求
で
墨
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
道
徳
的
に
無
責
任
で
あ
る
」

と
主
張
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
討
議
原
理
の
適
用
諸
条
件
を
所
与
と
し
て
仮
定
し
、
そ
の
原
理
を
無
制
約
的
に
遵
守
す
る
こ
と
は
（
目

下
の
状
況
で
は
）
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
同
様
、
「
資
任
を
神
に
任
せ
る
」
心
楠
倫
理
の
も
つ
問
題
性
を
惹
起
す
る
に
至
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
く
一
ま
で
「
人
間
の
連
帯
責
任
の
要
求
が
、
そ
の
実
現
可
能
性
の
条
件
が
未
だ
全
く
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
な

（
Ⅳ
）

い
に
ｊ
も
か
か
わ
ら
ず
満
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
既
述
し
た
倫
理
学
Ａ
部
の
設
定
で
は
解
決
し
え
な
い
独

特
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
脱
慣
習
的
倫
理
学
と
し
て
の
討
議
倫
理
学
の
、
歴
史
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
適
用
と
い
う
問

（
側
》

題
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
「
純
粋
な
討
議
倫
理
学
的
原
理
の
、
責
任
倫
理
的
補
完
」
と
ｊ
も
一
一
一
口
い
う
る
問
題
で
あ
り
、
ア
ー
ペ

ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
科
学
の
時
代
に
お
け
る
、
人
類
の
現
実
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
あ
ら
ゆ
る
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
共
同

寅
任
が
連
帯
的
に
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
の
基
礎
づ
け
を
与
え
う
る
と
い
う
結
論
を
導
出
す
る
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

二
・
肘
麟
蔓
掌
ｌ
そ
の
Ｂ
部
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こ
こ
で
第
二
の
前
提
に
つ
い
て
さ
ら
に
蚊
桁
す
る
と
叩
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
と
、
理
想
的
な
そ
れ
と
の
間
に
は
原
理
上
、

完
全
に
は
止
揚
で
き
な
い
相
違
が
存
在
す
る
が
、
し
か
し
我
交
は
、
討
議
に
お
け
る
、
生
活
世
界
的
諸
行
為
か
ら
の
反
省
的
免
除
に
あ
か
か
わ

ル
は
こ
の
こ
と
の
解
決
を
倫
理
学
Ｂ
部
に
課
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
課
題
は
、
適
用
の
た
め
の
諸
条
件
が
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
「
中

間
期
」
に
お
け
る
、
討
議
倫
理
学
の
責
任
あ
る
適
用
の
問
題
の
解
決
の
方
途
を
探
る
こ
と
、
な
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
に
対
し
従
来
の
Ａ
部
の
課
題

は
、
歴
史
〔
性
〕
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
抽
象
の
下
に
、
義
務
論
的
Ｉ
普
遍
主
義
的
討
議
原
理
を
追
究
す
る
こ
と
、
と
い
え
よ
う
。
）

と
こ
ろ
で
脱
慣
習
的
道
電
歴
史
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
適
用
と
い
う
こ
の
間
題
ｌ
そ
れ
は
道
徳
と
歴
史
的
人
倫
と
の
媒
介
の
鬮
題
と

（
旧
）

、
、
も

も
い
え
る
が
ｌ
峰
ア
ー
ベ
ル
に
拠
蓬
し
か
し
な
が
ら
、
慣
習
豊
臘
で
Ｑ
そ
の
つ
ど
の
特
殊
な
個
別
的
状
況
へ
の
、
規
範
の
適
用

と
い
う
解
釈
学
的
問
題
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
、
カ
ン
ト
的
判
断
力
や
、
（
ネ
オ
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
主
蕊
）

（
勿
》

的
賢
慮
に
よ
る
、
具
体
的
状
況
へ
の
一
般
的
規
範
の
適
用
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
伝
統
的
な
「
適
用
」
概
念
が
、
既
に
、

あ
る
社
会
的
生
活
様
式
の
エ
ー
ト
ス
に
属
し
た
適
用
条
件
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
に
対
し
、
社
会
的
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
内
部
道
徳
た
る

慣
習
的
道
徳
と
異
な
り
、
脱
慣
習
的
道
徳
の
根
本
原
理
の
適
用
に
際
し
て
は
、
こ
の
前
提
自
体
が
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ

ｈ

－
」
で
問
題
な
の
は
、
討
議
原
理
（
Ｕ
）
乃
至
（
Ｕ
）
の
、
歴
史
的
状
況
へ
の
適
用
自
体
の
結
果
と
副
次
的
結
果
を
も
考
慮
す
る
こ
と
な
の
で
あ

．
ｈ

り
、
そ
し
て
）
」
・
の
問
題
に
む
け
て
は
、
原
理
（
Ｕ
）
乃
至
（
Ｕ
）
に
対
す
る
、
道
徳
的
で
も
あ
り
か
つ
戦
略
的
で
も
あ
る
よ
う
な
補
完
原
理

（
Ⅲ
）

（
Ｅ
）
の
導
入
が
必
要
と
な
る
と
ア
ー
ペ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

彼
は
こ
の
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
く
。
即
ち
ま
ず
、
（
真
面
目
に
思
惟
す
る
者
と
し
て
）
我
女
は
二
つ
の
こ
と
を
前
提
と
せ
ざ
る

を
え
な
い
、
，
即
ち
第
一
に
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
反
事
実
的
先
取
（
そ
の
規
範
の
承
認
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

点
で
は
我
々
は
心
情
倫
理
に
結
び
つ
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
現
実
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
事
実
的
前
提
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
現
実
の
、
歴
史
的
に
生
成
し
た
政
治
的
社
会
的
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
に
我
々
が
属
し
て
い
る
こ
と
の
承
認
を
意

味
し
て
い
る
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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ら
ず
、
生
活
世
界
的
相
互
行
為
の
主
体
と
同
一
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
討
議
が
事
実
的
に
遂
行
さ
れ
る
場
と
し
て
、
現
実
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
は
あ
く
ま
で
存
立
保
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
己
れ
が
属
す
る
、
あ
る
い
は
（
例
え
ば
政
治
家
と
し
て
）
己

れ
が
代
表
す
る
、
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
に
戦
略
的
合
理
的
に
味
方
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
「
責
任
」

の
一
形
態
と
し
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
事
柄
な
の
で
あ
っ
て
、
責
任
あ
る
政
治
家
は
、
倫
理
学
の
理
想
的
根
本
規
範
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
己
れ
の

（
鉋
）

自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
存
立
保
持
と
い
う
規
範
が
侵
害
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
遵
守
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
あ
く
ま
で
、
現
実
の
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
存
立
保
持
と
い
う
こ
の
第
二
の
前
提
は
、
第
一
の
前
提
と
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
そ

の
矛
盾
の
歴
史
的
止
揚
へ
の
方
向
に
お
い
て
の
柔
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
が
忘
失
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
第
三
の
前
提

が
成
立
す
る
、
即
ち
、
第
一
の
前
提
と
第
二
の
前
提
の
相
違
を
漸
進
的
に
克
服
す
る
こ
と
、
別
言
す
れ
ば
、
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

共
同
体
を
、
現
実
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
う
ち
に
実
現
す
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
補
完
原
理
（
Ｅ
）
の
統
整
的

そ
れ
故
、
責
任
あ
る
政
治
家
に
は
同
時
に
二
つ
の
事
柄
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
即
ち
一
方
で
彼
は
、
己
れ
の
（
あ
る
い
は
己
れ
が
属
す

る
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
）
寅
任
領
域
の
利
害
を
代
表
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
他
方
で
、
我
々
が
討
議
に
お
い
て
前
提
し
反
事
実
的
に

先
取
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
条
件
と
、
討
議
原
理
の
、
歴
史
に
関
連
づ
け
ら
れ
た
適
用
の
地
平
で
考
慮
し
う
る
し
、
又
、
そ
う
し
て
よ

い
コ
ミ
雲
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
の
毒
と
の
間
の
原
理
的
薑
ｌ
こ
れ
が
普
遍
化
蔓
（
Ｕ
）
の
直
接
的
適
用
に
と
っ
て
の
障
害
で
あ
る
わ
け
だ

が
ｌ
嘉
進
的
に
な
く
す
こ
と
に
蓋
従
零
ろ
と
い
う
義
藝
譽
ず
れ
曙
ラ
フ
リ
ク
ト
を
討
議
的
‐
薑
的
に
解
決
す
る
と
い

う
理
想
状
態
に
近
づ
か
ん
と
す
る
目
標
を
も
っ
た
？
現
実
的
諸
関
係
の
改
革
へ
の
参
加
と
い
う
義
務
を
（
そ
の
義
務
の
遂
行
に
伴
う
責
任
と
共

、
、

、
、

そ
の
際
、
》
」
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
に
は
、
目
的
合
理
的
な
長
期
戦
略
が
必
要
と
さ
れ
る
、
と
ア
ー
ペ
ル
は
考
え
る
。
何
故
な
ら
目
下
の
状

況
に
お
い
て
は
、
責
任
あ
る
政
治
家
は
己
れ
の
相
手
（
他
の
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
代
表
者
）
に
対
し
、
戦
略
的
に
振
舞
う
こ
と
を
放
棄
し
え

理
念
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
責
任
あ
る
ヱ

に
）
負
う
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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従
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
補
完
原
理
（
、
）
は
、
目
的
合
理
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
と
の
、
あ
る
い
は
、
義
務
論
的
倫
理
と

（
函
）

目
的
論
的
総
理
と
の
媒
介
蓬
果
た
す
も
の
と
し
て
定
立
曹
選
ら
れ
ろ
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
Ｉ
と
き
に
は
定
實
命
法
に
誓
っ
て
行
鑿
ざ
る

、
、
、
、
、
（
濁
》

を
え
な
い
、
と
い
っ
た
ｌ
「
蟇
的
戦
略
」
の
性
格
を
有
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
．
も
っ
と
も
あ
く
霞
で
そ
れ
砿
、
長
期
的
に
そ
の

９
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

戦
略
的
性
格
を
自
己
止
揚
す
る
と
い
う
目
標
に
服
し
た
ま
ま
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
目
的
論
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
補

（
刀
）

一
元
原
理
」
と
言
い
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

、
、
、

と
こ
ろ
で
、
》
」
の
、
道
徳
発
達
の
第
六
段
階
の
政
治
的
社
会
的
適
用
条
件
の
長
期
的
実
現
を
め
ざ
す
政
治
家
－
ｌ
そ
の
意
味
で
は
「
道
徳
的

、
、
、

蓬
家
」
と
称
さ
れ
う
る
が
ｌ
峰
コ
ー
ル
パ
ー
グ
的
に
脅
え
ば
完
全
に
可
逆
的
な
役
瓢
取
得
の
意
味
で
の
正
義
道
徳
（
霊
習
的
道
徳
）

の
原
理
を
、
未
だ
慣
習
的
な
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
政
治
的
社
会
的
条
件
下
で
適
用
す
る
能
力
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
囮
ア
ー
ペ
ル
は
、

こ
の
能
力
を
、
倫
理
的
合
理
性
と
戦
略
的
合
理
性
の
責
任
倫
理
的
媒
介
を
な
し
う
る
道
徳
的
判
断
能
力
の
「
第
七
段
階
」
と
し
て
特
徴
づ
け
よ

（
羽
）

う
と
す
る
。
こ
の
、
一
一
戸
わ
ぱ
「
責
任
倫
理
的
第
七
段
階
」
と
呼
ぶ
べ
き
能
力
の
持
ち
主
は
、
現
在
の
状
況
を
絶
え
ず
眼
差
し
の
内
に
収
め
て
い

る
が
故
に
、
｜
方
で
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
敏
感
さ
を
極
め
て
所
有
し
て
い
る
が
、
し
か
し
他
方
で
、
普
遍
妥
当
的
な
目
的
理
念
を
認
知

し
そ
れ
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
が
故
に
（
そ
の
意
味
で
姥
第
六
段
階
藁
り
越
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
朧
な
い
）
ｌ
ヴ
ニ
ー
バ
「

的
な
宜
任
倫
理
的
政
治
家
と
異
な
り
－
－
列
相
対
主
義
的
状
況
に
甘
ん
じ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

、
、

な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
そ
の
相
手
が
戦
略
的
行
為
を
放
棄
し
（
道
徳
発
達
の
第
一
ハ
段
階
に
即
し
て
）
道
徳
的
行
為
を
行
う
）
」

と
を
蝋
祷
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
．
又
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
ｌ
そ
の
よ
う
な
期
待
陸
己
れ
が
代
表
す
る
シ
ス
テ
ム
の
安
全
を
危
険

（
■
）

に
晒
す
虞
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
ｌ
か
ら
で
あ
り
、
相
手
と
て
厨
じ
こ
と
を
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
．
っ
雲
り
「
人
闘
の
現
実
の
コ
ミ
ニ

（
別
）

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
で
は
、
み
ん
な
が
そ
の
理
性
の
倫
理
的
根
本
規
範
に
従
う
な
ど
と
考
え
て
は
い
け
な
い
」
の
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
道
徳
に
関
知
し
な
い
現
実
政
治
〔
宛
の
巴
ご
呂
鼻
〕
に
退
行
す
る
こ
と
も
、
そ
れ
が
第
一
の
前
提
に
抵
触
す
る
以
上
許
さ
れ
ば
し
な

い
。
）
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以
下
に
お
い
て
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
を
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
批
判
的
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
（
規
範

の
篝
づ
け
墓
ろ
ア
ー
ペ
ル
の
主
震
に
対
し
て
は
、
既
に
ｌ
と
り
わ
け
霞
た
る
ネ
オ
ア
リ
ス
ト
ー
ァ
レ
奎
篝
と
の
間
で
ｌ
さ
霞
ざ

（
湖
）

ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
し
、
又
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
倫
理
学
の
陣
営
の
内
部
で
も
、
超
越
論
的
遂
行
論
に
究
極
的
基
礎
づ
け
の
位
置

（
、
）

価
を
付
与
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
不
協
和
が
存
在
す
る
）
」
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
．
）
こ
こ
で
は
？
序
に
述
べ
た
問
題
意
識
に
即
し
て
、
ア
ー

ペ
ル
が
責
任
倫
理
と
し
て
展
開
す
る
倫
理
学
の
Ｂ
部
、
と
り
わ
け
目
下
の
状
況
に
お
い
て
「
道
徳
的
政
治
家
」
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
主
張

シ
ス
テ
ム
の
代
表
者
に
課
さ
れ
る
「
責
任
倫
理
的
第
七
段
階
」
の
問
題
の
考
究
に
己
れ
を
限
定
し
た
い
と
思
う
。

｜
ア
ー
ペ
ル
が
今
日
倫
理
学
の
Ｂ
部
を
展
開
す
る
の
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
社
会
的
１
政
治
的
現
実
に
お
い
て
は
、
討
議
原
理
の
適

用
の
諸
条
件
が
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
彼
の
状
況
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
背
後
事
怖

と
し
て
、
従
来
討
議
倫
理
学
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
１
－
例
え
ば
、
歴
史
性
を
無
視
し
た
形
式
主
義
、
「
事
実
性
恐
怖
症
」

（
○
・
マ
ル
ク
ゲ
ァ
ル
ト
）
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
目
下
の
現
実
へ
の
適
用
可
能
性
の
闘
題
の
軽
視
と
い
っ
た
ｌ
を
考
慮
し
、
そ
れ
ら
に
答

、
、

陰
え
て
い
こ
う
と
す
る
意
図
が
存
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
Ｂ
部
は
単
に
補
完
原
理
の
提
示
の
承
な
ら
ず
、
討
議
倫
理
学

、
も

の
補
強
を
も
目
論
む
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ー
ペ
ル
の
独
自
性
で
も
あ
り
、
従
っ
て
又
、
問
題
点
と
も
な
り
う
る
こ
と
は
、
超
越
論
的
遂
行

論
的
な
討
議
倫
理
学
の
設
定
を
越
え
て
い
く
こ
の
領
域
を
、
責
任
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
《
従
来
の
討
議
倫
理
学
を

巡
る
諸
問
題
以
外
の
新
た
な
問
題
点
が
浮
上
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
こ
に
論
究
の
焦
点
を
定
め
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
際
に
は
、
二
つ
の
観
点
か
ら
問
題
点
の
在
処
を
照
射
し
て
承
た
い
、
即
ち
第
一
に
、
（
ヴ
ェ
ー
パ
ー
的
責
任
倫
理
と
の
絡
承
に
お

い
て
浮
上
す
る
）
決
断
主
義
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
第
二
に
、
（
コ
ー
ル
バ
ー
グ
及
び
Ｏ
・
ギ
リ
（
ガ
ン
の
論
議
と
の
絡
承
に
お
い
て
明
確
化
さ

れ
る
べ
き
）
「
よ
き
生
」
の
問
い
と
責
任
と
の
関
係
づ
け
の
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、
道
徳
と
人
倫
の
問
題
性
か
ら
す
る
責
任
概
念
の
問
題
で
あ

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

三
、
問
題
点
の
所
在
究
明
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ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
の
論
考
に
お
い
て
さ
し
当
た
り
は
、
普
遍
化
原
理
（
ｇ
へ
の
カ
ソ
ト
的
定
言
命
法
の
変
形
に
よ
っ
て
討
議
倫
理
学
は

．
（
鋤
）

（
結
果
）
篝
鐘
的
な
観
点
蔓
に
童
入
れ
て
い
る
と
い
う
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
素
に
厨
意
し
つ
つ
も
ｌ
既
述
し
た
よ
う
に
ｌ
蟹

に
関
連
づ
け
ら
れ
た
適
用
の
条
件
の
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
原
理
の
直
接
的
適
用
は
、
カ
ン
ト
的
心
楕
倫
理
と
同
一

の
帰
結
を
招
く
こ
と
を
懸
念
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
彼
は
、
原
理
に
対
す
る
柔
軟
性
を
状
況
関
連
的
判
断
力
に
負
う
反
省
的
意
識
を
、

ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
責
任
倫
理
の
う
ち
に
（
原
理
倫
理
学
を
越
え
て
い
く
段
階
と
し
て
）
看
取
し
た
い
Ｗ
シ
ュ
ル
フ
ク
ー
の
提
案
に
は
同
意
せ
ず
、

（
工
》

己
れ
の
倫
理
学
Ｂ
部
を
、
敢
え
て
そ
れ
へ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ー
や
ハ
ー
は
あ
く
ま
で
、

科
学
と
実
存
の
相
補
性
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
に
従
い
つ
つ
、
目
的
の
価
値
査
定
と
い
う
倫
理
的
問
題
を
非
合
理
的
な
主
観
的
な
決
断
の
領
域
へ
と

放
逐
す
る
思
想
家
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
交
人
は
、
価
値
多
神
教
の
状
況
に
お
い
て
何
ら
客
観
的
な
確
証
な
き
ま
ま
に
己
れ
の
神
を

（
刀
）

選
択
し
、
そ
の
行
為
の
究
極
の
意
味
に
つ
い
て
各
自
が
責
任
あ
る
決
断
を
下
す
》
」
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ア
ー
ベ
ル
が
ヴ
雲
‐
パ
ー
を
「
正
し
く
」
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
が
闘
題
で
も
な
け
れ
ば
文
ｌ
例
え
ば
ネ
オ
ァ
リ
ス

（
訓
）

ト
テ
レ
ス
主
蕊
の
よ
う
に
－
－
決
断
主
義
の
実
践
的
意
義
を
復
梅
さ
せ
る
シ
」
と
も
問
題
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
ア
ー
ペ
ル
が
そ
の
責

任
倫
理
的
主
張
に
お
い
て
、
彼
が
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
対
し
て
裁
定
し
た
当
の
も
の
、
つ
ま
り
他
な
ら
ぬ
こ
の
決
断
主
義
を
、
果
た
し
て
彼
自
身
は

克
服
乃
至
免
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
討
の
対
象
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

ア
ー
ペ
ル
（
及
び
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
）
の
認
知
主
義
的
立
場
に
対
し
て
は
、
他
の
立
場
の
倫
理
学
者
か
ら
実
践
的
諸
問
題
に
際
し
て
の
そ
の
意

（
笛
）

志
的
要
素
の
無
視
、
ひ
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
頚
の
決
断
主
護
に
対
す
る
嫌
悪
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ぼ
Ｈ
・
シ
ュ
ネ
ー
デ
ル
．
ハ
ッ
ハ
は
、

規
範
の
実
践
的
承
認
は
、
認
知
に
は
還
元
し
え
な
い
決
断
の
要
素
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
発
話
行
為
論
を
受
け
入
れ
つ
つ
も
規
範
の
基
礎
づ
け

る
。
そ
う
し
た
検
討
を
経
た
上
で
、
我
々
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
所
説
が
、
地
球
的
規
模
で
の
危
機
に
対
処
す
る
連
帯
責
任
を
担
う
と
い
う
そ
の
課

題
遂
行
に
と
っ
て
十
分
な
可
能
性
を
呈
示
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
言
及
し
て
承
た
い
と
思
う
。

①
決
断
主
蕊
の
問
題

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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に
お
い
て
は
純
粋
な
知
性
主
義
的
認
知
主
義
に
立
つ
討
議
倫
理
学
か
ら
は
、
現
実
的
な
実
践
理
性
の
も
つ
こ
の
意
志
的
側
面
（
例
え
ば
ア
リ
ス

（
濁
）

、
、

ト
テ
レ
ス
的
プ
ロ
ア
イ
レ
ー
シ
ス
と
い
っ
た
）
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
と
批
判
す
る
．
も
っ
と
も
ア
ー
ペ
ル
自
身
が
、
実
践
理
性
の
実
現
に
関

（
可
）

し
て
は
、
意
志
的
要
素
の
発
動
が
必
要
な
シ
」
と
を
、
討
議
倫
理
学
の
一
つ
の
「
限
界
」
と
し
て
（
む
し
ろ
進
ん
で
）
認
め
て
い
る
。
即
ち
、

「
（
よ
き
）
意
志
に
よ
る
理
性
の
実
践
的
実
現
は
、
証
明
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
参
加
、
そ
の
た
め
に
非
合
理
的
と
名
付
け
ら
れ
う
る
よ
う
な

（
魂
）

参
加
を
常
に
必
要
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
世
界
に
お
け
る
理
性
の
実
現
は
．
：
決
断
に
任
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
究
極
的
な

根
拠
へ
の
理
性
的
反
省
的
洞
察
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
為
し
、
基
礎
づ
け
ら
れ
た
規
範
を
遵
守
す
る
と
い
う
「
実
存
的
」

問
題
は
残
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
り
、
倫
理
学
的
根
本
規
範
は
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
参
加
者
に
よ
っ
て
意
志
的
に
裏
付
け
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
瓢
實
す
蓋
論
議
で
も
っ
て
し
て
ば
ｌ
た
と
え
そ
れ
蓬
論
的
‐
認
知
的
に
朧
不
可
避
で
あ
っ
て
も
Ｉ
「
よ

き
意
志
」
を
実
際
に
も
つ
こ
と
を
証
示
し
た
り
行
為
者
に
強
い
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
決
断
乃
至
決
意
の
要
素
、

（
動
》

一
一
一
曰
う
な
れ
ば
「
実
存
的
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」
の
契
機
が
働
く
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
事
憎
：
っ
て
し
て
、
討
議
倫
鑿
に
対
し
Ｉ
正
艤
に
ば
そ
の
Ａ
部
に
対
し
－
１
決
断
主
蕊
と
い
う
裁
定
を

、
、
、
、

下
す
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
倫
理
学
Ａ
部
に
お
け
る
、
倫
理
学
的
根
本
規
範
の
妥
当
性
の
基
礎
づ
け
と
い
う
課
題
遂
行
自
体
は
そ

れ
に
よ
っ
て
傷
つ
く
わ
け
で
は
な
く
、
決
断
主
義
が
、
規
範
の
究
極
的
基
礎
づ
け
を
放
棄
し
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
非
合
理
的
決
断
に
と
っ
て
代

え
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
討
議
倫
理
学
は
相
変
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
究
極
的
基
準
を
固
守

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
超
越
論
的
問
題
設
定
を
越
え
た
実
現
問
題
に
お
い
て
意
志
的
決
断
的
行
為
が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決

し
て
非
合
理
的
な
信
仰
行
為
な
の
で
は
な
く
て
、
超
越
論
的
遂
行
論
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
う
る
、
討
議
の
可
能
性
と
妥
当
性
の
諸
条
件
と
一
致

こ
う
し
て
ア
ー
ペ
ル
は
、
認
知
的
な
基
礎
づ
け
の
レ
ベ
ル
で
は
八
根
拠
な
き
決
断
主
義
に
陥
る
こ
と
を
回
避
す
る
。
普
遍
化
原
理
に
従
っ
た

行
為
へ
の
、
あ
る
い
は
討
議
へ
参
加
す
る
こ
と
へ
の
決
意
の
承
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
．
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
原
理
の
、
遂
行
的
自
己
矛

し
て
い
る
唯
一
の
決
断
な
の
で
あ
る
。●

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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盾
の
提
示
に
依
拠
し
た
、
他
の
選
択
肢
の
無
さ
（
シ
一
一
①
日
島
帝
曰
一
．
島
腎
鼻
）
が
保
証
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
説
明
は
、
倫
理
学
の
Ｂ
部
に

関
し
て
ば
ｌ
こ
の
巳
部
に
鑓
い
て
ア
ー
ペ
ル
は
関
ら
か
に
遂
行
論
的
闘
題
設
定
か
ら
離
れ
て
い
く
が
ｌ
そ
の
有
効
射
霊
園
に
直
ち
に
収

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
我
々
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
こ
こ
に
お
い
て
、
倫
理
学
的
補
完
原
理
（
Ｅ
）
、
あ
る
い
は
第
七
段
階

的
宜
任
倫
理
（
道
徳
戦
略
的
行
為
）
と
決
断
主
義
と
の
関
わ
り
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

｜
ｈ

譲
務
論
的
な
立
場
か
ら
す
る
倫
理
学
の
普
遍
化
原
理
（
Ｕ
）
乃
至
（
Ｕ
）
に
対
す
る
、
目
下
の
事
実
的
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
そ
の
適
用
条
件

の
実
現
に
共
に
参
加
せ
よ
と
い
う
格
率
を
意
味
す
る
目
的
論
的
な
原
理
（
Ｅ
）
に
よ
る
補
完
は
、
具
体
的
に
は
、
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
を
代
表

す
る
者
に
対
し
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
存
立
保
持
を
確
保
し
つ
つ
も
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
実
現
へ
の
長
期
戦
略
に
参
加
す

る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
（
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
）
被
投
的
事
実
性
と
超
越
論
的
理
念
性
と
の
（
緊
張
に
満
ち
た
）
媒
介
を
要
請
す
る
。
そ
し

て
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
「
道
徳
的
政
治
家
」
は
（
己
れ
の
相
手
が
道
徳
的
Ｉ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
合
理
的
行
為
を
行
う
こ
と
を
期
待
し
て

は
い
け
な
い
が
故
に
）
と
き
に
は
定
言
命
法
に
逆
ら
っ
て
戦
略
的
ｌ
目
的
合
理
的
行
為
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
否
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
が

「
道
徳
的
」
に
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
寅
任
倫
理
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
遂
行
し
、
そ
の
責

任
を
担
い
う
る
の
は
「
第
七
段
階
」
の
道
徳
的
判
断
龍
力
を
も
っ
た
政
治
家
の
承
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
（
道
徳
的
）
資
任
と
は
、
何
よ
り
も
行
為
（
な
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
も
含
め
て
）
に
関
わ
る
概
念
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
自
由
な

書
か
ら
潅
さ
れ
た
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
．
即
ち
シ
ニ
ル
ッ
が
胃
う
よ
う
に
、
査
任
と
い
う
、
の
朧
、
自
分
の
主
体
性
か
ら
の
ｌ
こ
の
こ

．
と
は
責
任
が
自
己
資
任
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
何
ら
意
味
し
な
い
－
－
自
由
に
な
さ
れ
る
べ
き
決
意
、
自
由
な
「
自
己
投
入
」
と
共
に
生
じ
る
の

（
側
》

で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
道
徳
的
政
治
家
に
担
わ
れ
る
べ
き
責
任
を
、
さ
し
当
た
り
ヴ
ェ
ー
ヂ
ハ
ー
と
類
似
的
に
、
特
定
価
値
の
実
現
の
た
め
に
、

そ
の
現
実
的
諸
前
提
、
目
的
ｌ
手
段
関
係
あ
る
い
は
付
随
的
結
果
な
ど
を
十
分
に
老
通
し
た
上
で
行
為
を
し
、
そ
の
（
予
見
し
う
る
）
諸
結
果

に
責
任
を
負
う
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
う
る
。
即
ち
、
責
任
倫
理
を
主
題
と
す
る
倫
理
学

の
Ｂ
部
に
お
い
て
は
、
行
為
の
次
元
乃
至
意
志
的
要
素
を
考
慮
の
外
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
そ
も
そ
も
こ
こ
に
お
け
る
責
任
倫
理
は
、

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
責
任
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｐ
サ
ル
ト
ル
の
実
存
的
状
況
倫
理
学
１
－
１
あ
る
い
は
ア
ー
ペ
ル
の
言
う
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
Ｊ

（
⑪
）

ニ
ァ
リ
銭
の
本
来
的
責
任
ｌ
と
ち
が
い
、
ト
ー
タ
ル
な
規
範
的
不
確
実
性
と
い
う
条
件
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
必
震
な
い
で
あ
ろ
う
．
脱
慣

習
的
な
責
任
と
は
、
普
遍
化
原
理
を
承
認
し
つ
つ
、
究
極
的
根
拠
と
し
て
そ
の
規
範
に
従
っ
て
遂
行
さ
れ
る
行
為
に
伴
う
寅
任
で
あ
り
、
道
徳

豊
治
家
に
課
さ
れ
る
貿
任
も
又
１
塁
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
薑
ソ
共
闘
体
の
実
現
を
彼
が
め
ざ
す
以
上
ｌ
｜
方
で
臓
こ
の
よ
う
な
性

質
を
有
す
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で
は
こ
こ
で
も
決
断
主
義
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
彼
に
は
、
己
れ
の
自
己
主
張

シ
ス
テ
ム
の
存
立
保
持
を
確
保
し
つ
つ
そ
れ
を
解
放
運
動
と
媒
介
さ
せ
る
こ
と
か
ら
出
て
く
る
、
（
論
議
へ
の
参
加
者
の
共
同
責
任
に
は
還
元

（
Ｈ
）

（
伯
）

さ
れ
な
い
）
特
殊
な
責
任
が
課
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
第
七
段
階
に
お
け
る
道
徳
的
政
治
家
の
こ
の
寅
任
は
、
彼
が
担
う
自
己
主
張
シ
ス

テ
ム
の
メ
ン
バ
ー
と
は
対
称
的
な
宜
任
で
は
な
い
。
（
そ
の
意
味
で
は
登
山
パ
ー
テ
ィ
の
モ
デ
ル
に
基
づ
く
相
互
的
共
同
宜
任
と
は
異
な
る
。
）

（
伯
）

目
下
の
状
況
に
お
い
て
は
彼
は
、
ア
ー
ペ
ル
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
鍵
座
陸
し
て
エ
リ
ー
ト
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
』
」
の
エ
リ
ー
ト
は
、
理
想
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
実
現
と
い
う
目
的
に
向
け
て
、
一
方
で
は
己
れ
の
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
存
立
が
侵
害
さ
れ
な
い
形
で
、

そ
し
て
他
方
で
原
理
（
Ｕ
）
の
、
既
に
実
現
さ
れ
て
い
る
条
件
を
危
険
に
晒
さ
な
い
形
で
そ
の
手
段
を
考
避
し
、
決
断
し
、
行
使
す
る
と
い
う
、

あ
る
点
で
か
つ
て
の
マ
ル
ク
奎
義
的
革
命
理
論
に
鑓
い
て
論
じ
ら
れ
た
の
と
同
様
の
一
ア
リ
ゲ
ー
ト
朧
問
題
に
Ｉ
そ
し
て
「
圓
的
が
薑
を

聖
化
す
る
」
と
い
っ
た
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
回
避
す
る
た
め
の
「
基
準
雨
沃
同
時
に
発
展
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
１
－
Ａ
対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
（
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
単
独
の
こ
の
決
断
状
況
に
お
い
て
、
言
わ
ば
思
考
実
験
と
し
て
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

そ
の
こ
と
を
「
討
議
必

判
断
に
、
で
は
な
い
。（
岨
）

決
意
）
だ
と
言
え
る
。

、
、
、

襲
務
論
的
心
楠
倫
理
的
普
遍
化
原
理
に
従
っ
て
、
た
だ
そ
れ
を
認
知
－
，
承
認
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
条
件
が
未
確
立
な
う
ち
に
実
際
に
そ
れ

、
、
、
、

に
従
っ
て
決
意
し
、
行
為
に
踏
象
出
す
こ
と
（
及
び
そ
う
す
る
と
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
を
導
き
う
る
）
」
と
）
を
前
提
に
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て

（
ｕ
）

そ
の
こ
と
を
「
討
議
倫
理
学
の
限
界
」
と
認
識
す
る
か
ら
こ
そ
導
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
寅
任
は
行
為
に
伴
う
、
『
も
の
で
あ
っ
て
、
単
に
道
徳
的

判
断
に
、
で
は
な
い
．
あ
る
い
は
別
言
す
れ
ば
、
判
断
を
そ
れ
に
従
っ
た
行
為
へ
と
媒
介
す
る
の
が
爽
任
意
識
（
乃
至
寅
任
を
負
お
う
と
す
る

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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、
、
、
、
、

シ
」
の
こ
と
を
行
為
者
自
身
の
視
座
か
ら
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
即
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
参
加
者
あ
る
い
は
あ
る
自
己
主

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

張
シ
ス
テ
ム
の
代
表
者
に
と
っ
て
、
ア
ー
ペ
ル
的
な
寅
任
倫
理
の
形
で
戦
略
的
合
理
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合
理
性
と
を
、
あ
る
い
は

心
情
倫
理
と
賀
任
倫
理
と
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
、
一
言
で
言
え
ば
道
徳
的
政
治
家
た
ら
ん
と
す
る
こ
と
へ
の
内
在
的
必
然
的
な
動
機
づ
け
は
必

的
政
治
家
ニ
リ
．

わ
け
で
は
な
い
と
。

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

（
“
）

ン
共
同
体
の
可
能
的
批
判
を
己
れ
自
身
の
反
省
の
中
で
押
し
通
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
）

だ
が
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
解
決
の
仕
方
、
つ
ま
り
道
徳
戦
略
的
行
為
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
合

理
性
と
戦
略
的
合
理
性
と
を
媒
介
す
る
責
任
倫
理
の
在
り
方
、
あ
る
い
は
、
倫
理
学
Ｂ
部
に
お
け
る
原
理
（
Ｅ
）
に
よ
る
原
理
（
Ｕ
）
の
補
完

と
い
う
在
り
方
は
、
唯
一
不
可
避
的
な
在
り
方
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ア
ー
ペ
ル
は
、
た
し
か
に
一
方
で
は
、
倫

（
〃
）

理
学
の
Ｂ
部
に
お
い
て
は
「
決
し
て
超
越
論
的
遂
行
論
的
な
設
定
が
放
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
弁
証
法
的
に
深
化
さ
れ
る
は
ず
だ
」

（
駒
》

と
言
い
、
そ
し
て
原
理
（
Ｅ
）
に
よ
る
原
理
（
Ｕ
）
の
目
的
論
的
補
完
は
「
究
極
的
基
礎
づ
け
の
意
味
に
お
い
て
さ
え
合
意
し
う
る
」
と
主
張

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
を
彼
は
、
倫
理
学
の
根
本
規
範
の
よ
う
に
遂
行
的
自
己
矛
盾
に
照
ら
し
た
「
他
の
選
択
肢
の
無
さ
」
と

い
っ
た
形
で
は
未
だ
基
礎
づ
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
例
え
ば
彼
は
、
そ
の
企
て
を
「
ポ
ス
ト
コ
ー
ル
パ
ー
グ
的
責
任
倫
醗
〕
と
称
し

つ
つ
も
、
彼
の
言
う
第
七
段
階
は
、
コ
ー
ル
簿
ハ
ー
グ
の
道
徳
発
達
論
の
意
味
に
お
け
る
、
役
割
取
得
の
可
逆
性
の
一
貫
し
た
展
開
と
し
て
の
第

（
範
》

七
篭
で
は
な
い
、
と
い
う
．
篝
ア
ー
ベ
ル
が
提
示
す
る
閥
鬮
状
況
ｌ
そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
道
徳
と
人
倫
（
歴
史
性
）
と
の
媒
介
の
闘

題
と
も
言
え
る
が
ｌ
に
対
し
て
は
、
（
後
述
す
る
よ
う
な
）
コ
ー
ル
バ
ー
グ
的
な
宗
教
的
－
－
形
爾
上
学
的
潅
簾
七
段
階
に
よ
る
解
決
も
あ

れ
ば
、
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
の
よ
う
に
脱
慣
習
的
な
段
階
に
お
い
て
も
実
践
的
賢
慮
の
働
き
を
認
め
、
生
活
世
界
の
合
理
化
を
当
て
に
し
つ
つ
、
そ

（
国
）

れ
に
よ
っ
て
普
遍
主
義
的
道
徳
を
具
体
的
状
況
に
お
け
る
行
為
へ
と
職
摸
す
る
動
機
づ
け
を
確
保
す
る
と
い
っ
た
考
え
方
も
あ
る
の
で
あ
り
、

（
勢
）

ア
ー
ペ
ル
自
身
》
」
の
こ
と
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
我
公
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
⑭
即
ち
、
道
徳

的
政
治
家
ニ
リ
ー
ト
）
に
よ
る
第
七
段
階
的
責
任
倫
理
の
立
場
は
、
そ
の
問
題
設
定
か
ら
唯
一
不
可
避
的
必
然
的
帰
結
と
し
て
導
出
さ
れ
る
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、
、
、
、
、
、
、
、
、

ず
し
Ｑ
も
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
．
そ
れ
故
彼
（
ら
）
は
、
ア
ー
ペ
ル
的
な
資
任
倫
理
へ
の
要
請
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
同
意
す
る
な
ら
、

決
断
に
よ
っ
て
そ
の
立
場
を
選
び
取
る
こ
と
に
至
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
の
中
で
の
こ
の
選
び
取
り
は
、
哲
学
的
に
正
当
化

（
＄
〉

－
‐
基
礎
づ
け
可
能
な
解
放
一
般
へ
の
参
加
と
は
異
な
り
、
哲
学
的
知
に
コ
も
科
学
的
知
に
Ｄ
も
保
証
で
き
な
い
「
冒
険
的
参
加
」
を
、
各
人
に
は
基

礎
づ
け
不
可
能
な
一
つ
の
道
徳
的
決
断
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
我
々
は
、
ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
の
倫
理
学
Ｂ
部
の
構
想
に
お
い
て
－
－
－
少
な
く
と
ｎ
も
目
下
の
と
こ
ろ
－
１
決
断
主
義
の
枠
組
の
内
を

動
い
て
い
る
と
主
張
し
た
い
。
言
う
な
れ
ぼ
－
－
－
ヴ
ェ
ー
パ
ー
も
し
く
は
実
存
主
義
的
状
況
倫
理
学
が
言
わ
ば
懐
疑
的
四
兇
段
階
で
の
決
断
主

（
篭
）

蕊
と
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
－
‐
ｌ
そ
れ
は
第
七
段
階
で
の
決
断
主
義
に
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
賢
慮
ｎ
も
判
断
力
ｎ
も
役
立
た
な
い
と
さ
れ
る
脱
慣

、
、

習
的
段
階
で
の
倫
理
学
的
根
本
規
範
の
適
用
条
件
の
打
ち
立
て
へ
の
要
舗
ｐ
も
、
適
用
問
題
へ
の
解
決
に
は
な
る
と
し
て
。
》
も
、
ア
ー
ペ
ル
的
意
味

、
、
、
勺

で
の
寅
任
倫
理
的
エ
リ
ー
ト
た
ら
ん
と
す
る
）
」
と
へ
の
動
機
づ
け
は
与
え
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

②
責
任
概
念
の
問
題
（
道
徳
と
人
倫
）

シ
ュ
ル
ッ
は
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
箕
任
倫
理
の
主
張
に
対
し
て
、
そ
れ
は
結
果
に
対
し
て
責
任
を
、
も
つ
と
い
う
結
果
責
任
だ
け
を
摘
出
し
て
お

り
、
寅
任
の
規
定
が
含
む
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
、
例
え
ば
隣
人
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
次
元
の
資
任
を
問
題
と
し
て
い
な
い
、
と
批
判
し
て
い

（
訂
）

る
。
我
合
は
、
ア
ー
ペ
ル
コ
も
又
、
彼
が
脱
慣
習
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
連
帯
軒
（
任
に
お
け
る
根
本
原
理
と
し
て
「
（
予
見
し
う

る
）
結
果
と
副
次
的
結
果
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
を
問
題
と
し
、
そ
し
て
又
、
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
代
表
者
た
る
道
徳
的
政
治
家
に
対
し
、

戦
略
的
に
振
る
舞
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
結
果
に
対
し
責
任
を
負
う
こ
と
を
要
請
す
る
限
り
、
責
任
概
念
に
対
し
て
同
様
の
限
定

化
を
行
っ
て
い
る
と
主
張
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
寅
任
問
題
の
、
従
っ
て
責
任
倫
理
の
十
全
た
る
展
開
の
た
め
に
は
、

、
、

他
の
責
任
概
念
を
提
出
し
て
い
る
諸
論
考
の
参
照
が
必
要
で
あ
る
と
言
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
責
任
倫
理
的
問
題
設
定
と

解
決
提
示
の
企
て
の
一
面
性
乃
至
限
定
化
に
由
来
す
る
問
題
性
が
副
扶
さ
れ
、
そ
れ
を
補
う
よ
う
な
視
座
が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
示
唆
的
な
の
は
、
コ
ー
ル
パ
ー
グ
の
弟
子
で
あ
る
ギ
リ
ガ
ン
の
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
（
日
。
『
巳
ご
◎
【
８
『
の
Ｐ
目

現
代
に
お
け
る
宜
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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『
の
②
冒
鼠
ワ
旨
ご
」
の
主
張
及
び
そ
れ
に
よ
る
コ
ー
ル
パ
ー
グ
（
派
）
自
身
の
理
輪
修
正
の
企
て
、
で
あ
る
。
ギ
リ
ガ
ン
に
拠
る
と
、
コ
ー
ル

バ
ー
グ
が
展
開
し
た
「
公
正
の
道
徳
（
日
。
『
巳
一
ご
◎
ご
巨
吻
屋
８
）
」
の
発
達
段
階
は
男
性
に
依
拠
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
女
性
は
そ
れ
と

は
別
の
発
達
プ
ロ
セ
ス
、
即
ち
「
配
慮
と
責
任
の
道
徳
」
の
そ
れ
を
辿
る
。
こ
こ
で
い
う
配
慮
と
資
任
と
は
、
自
己
を
世
界
と
の
関
係
に
お
い

て
、
あ
る
い
は
他
者
と
の
相
互
依
存
関
係
に
お
い
て
理
解
し
つ
つ
、
他
者
（
股
終
的
に
は
自
己
と
他
者
双
方
）
を
思
い
や
り
傷
つ
け
な
い
こ
と

〔
田
》

を
め
ざ
す
在
り
方
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
男
性
に
お
い
て
は
、
諸
個
人
の
欲
求
や
諸
櫓
利
を
巡
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
関
し
、
「
何
が
正
し
い
か
」

と
い
う
公
正
の
原
理
に
従
っ
て
そ
の
解
決
が
め
ざ
さ
れ
、
従
っ
て
そ
の
道
徳
性
の
発
達
は
、
平
等
や
相
互
性
の
論
理
の
発
達
と
関
わ
り
を
も
つ

の
に
対
し
、
女
性
は
、
「
公
正
」
の
認
知
よ
り
も
む
し
ろ
他
者
へ
の
共
感
や
同
楠
に
基
づ
い
て
、
道
徳
問
題
を
櫓
利
や
規
則
の
問
題
と
し
て
で
は

な
く
、
人
間
関
係
に
お
け
る
配
慮
と
責
任
の
問
題
と
捉
え
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
道
徳
性
の
発
達
は
、
彼
女
ら
の
人
間
関
係
と
そ
こ
に
お

け
る
責
任
の
考
え
方
の
発
達
・
変
化
と
関
わ
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。

ギ
リ
ガ
ン
に
拠
る
と
、
コ
ー
ル
パ
ー
グ
が
立
脚
す
る
、
権
利
に
重
き
を
置
く
道
徳
は
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
よ
り
も
分
離
を
、
あ
る
い
は

人
間
関
係
よ
り
も
個
人
を
第
一
鏡
的
な
も
の
と
し
て
強
鯛
す
る
が
故
に
、
配
慮
と
責
任
の
あ
ら
ゆ
る
道
徳
判
断
を
、
そ
の
段
階
図
式
に
従
っ
て

（
田
）

「
対
人
関
係
、
対
人
的
一
致
へ
の
志
向
」
と
し
て
の
慣
習
的
な
第
三
段
階
に
位
腫
づ
け
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
コ
ー
ル

パ
ー
グ
に
と
っ
て
の
発
達
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
個
人
が
自
他
を
「
分
離
」
し
、
独
立
し
た
自
律
的
で
個
別
的
な
人
格
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

段
階
の
上
昇
に
従
っ
て
個
人
は
そ
の
個
介
の
状
況
や
具
体
的
な
対
人
関
係
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
ま
す
ま
す
抽
象
的
形

式
的
に
、
つ
ま
り
具
体
的
状
況
性
を
捨
象
す
る
形
に
洗
練
さ
れ
て
い
く
。
ギ
リ
ガ
ン
は
言
わ
ば
こ
の
よ
う
な
発
達
観
の
一
面
性
を
補
う
形
に
お

い
て
、
資
任
道
徳
的
発
達
段
階
を
提
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
人
間
を
相
互
依
存
的
な
繋
り
、
あ
る
い
は
翻
和
に
お
い
て
捉
え
ん

と
す
る
視
座
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
、
人
間
関
係
の
経
験
の
深
ま
り
に
応
じ
た
、
「
人
間
の
苦
痛
と
苦
悩

．
（
⑧
）
・

の
現
実
」
へ
の
共
感
に
よ
っ
て
、
脱
慣
習
的
な
道
徳
理
解
の
う
ち
へ
と
「
再
編
成
」
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
一
一
つ
の
異

（
印
）

な
っ
た
道
徳
原
理
は
相
補
い
つ
つ
、
自
己
（
と
他
者
）
を
成
熟
に
至
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
正
し
さ
と
愛
が
融
合
」
す
る
の
だ
と
い
う
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）



9３

の
第
七
段
階
を
設
定
し
た
こ
と
、
で
あ
る
。

コ
ー
ル
パ
ー
グ
は
、
従
来
の
設
定
で
は
、
ア
ガ
ペ
ー
的
な
愛
他
心
や
配
慮
、
責
任
あ
る
愛
と
い
っ
た
原
理
が
十
分
に
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
認
め
、
道
徳
的
な
問
題
に
対
す
る
捉
え
方
に
は
ギ
リ
ガ
ン
の
言
う
二
つ
の
志
向
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
（
た
だ
し
そ
の
際

彼
は
、
心
理
学
的
研
究
の
成
果
に
従
っ
て
次
の
よ
う
な
留
保
を
行
う
、
即
ち
、
こ
の
二
つ
の
志
向
は
必
ず
し
も
性
と
は
関
連
し
て
い
な
い
こ
と
、

む
し
ろ
両
者
は
、
解
決
す
べ
き
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
状
況
や
性
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
個
人
的
領
域
に
関
し
て
は
配
嵐
の
道
徳
、

相
反
す
る
欲
求
の
解
決
に
対
し
て
は
公
正
の
道
徳
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
）
両
者
は
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
な

く
、
配
慮
と
い
う
責
務
は
、
公
正
と
い
う
一
般
的
蕊
務
を
必
要
条
件
と
し
つ
つ
も
そ
れ
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
公
正
の
感
覚
を
補
完
し
深
め

る
と
い
う
相
補
的
な
形
で
捉
え
ら
れ
る
。
特
に
、
人
間
に
関
す
る
実
存
的
ｌ
反
省
的
な
思
考
を
伴
う
成
人
期
の
心
理
発
達
の
説
明
に
対
し
て
は
、

あ
る
い
は
「
何
故
道
徳
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
「
人
生
の
意
味
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
問
い
に
対
し
て
は
、
公
正
と
い
う
合
理
的
論
理

に
よ
っ
て
は
対
処
で
き
な
い
と
し
て
、
ハ
ー
ド
な
第
六
段
階
の
上
に
、
ソ
フ
ト
な
第
七
段
階
が
仮
設
さ
れ
る
。
こ
の
、
倫
理
的
ｌ
宗
教
的
な
志

向
の
発
達
に
お
け
る
ソ
フ
ト
な
第
七
段
階
は
、
存
在
、
神
乃
至
生
と
の
一
体
化
の
感
覚
に
基
づ
い
た
宇
宙
論
的
視
座
に
お
い
て
解
決
を
な
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
分
析
的
二
元
論
的
」
な
公
正
推
論
と
異
な
り
、
宇
宙
的
秩
序
に
己
れ
が
参
与
し
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う

「
綜
合
的
非
二
元
論
的
」
な
感
覚
に
到
達
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
意
味
を
宇
宙
論
的
秩
序
の
一
部
と
し
て
そ
れ
に
参
与
す
る
と
い
う
視

点
か
ら
理
解
し
、
脱
慣
習
的
な
公
正
や
配
慮
の
原
理
を
も
、
人
間
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
広
義
で
の
自
然
法
則
の

こ
の
よ
う
な
、
ギ
リ
ガ
ソ
（
及
び
他
の
研
究
者
ら
）
か
ら
の
批
判
に
従
い
、
コ
ー
ル
パ
ー
グ
（
派
）
は
以
下
の
よ
う
な
理
論
的
改
訂
を
行
っ

（
位
）

た
、
即
ち
、
公
正
判
断
の
発
達
に
限
定
さ
れ
て
い
た
従
来
の
研
究
を
拡
大
し
、
実
生
活
の
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
に
お
け
る
配
慰
や
責
任
等
を
も
道

徳
性
の
領
域
に
含
め
入
れ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
公
正
推
論
の
「
ハ
ー
ド
な
段
階
」
に
よ
る
発
達
と
は
区
別
さ
れ
た
、
自
ら
の
意
味

を
－
－
何
ら
か
の
統
合
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
乃
至
世
界
や
他
者
に
対
す
る
関
係
性
に
お
い
て
－
－
探
ろ
う
と
す
る
自
己
の
問
題
性
に
関
わ

る
「
ソ
フ
ト
な
段
階
」
の
発
達
を
考
え
、
そ
の
段
高
段
階
と
し
て
、
人
生
に
対
す
る
宇
宙
論
的
視
点
を
も
っ
た
倫
理
的
ｌ
宗
教
的
志
向
と
し
て

現
代
に
お
け
る
寅
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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枠
組
か
ら
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
宇
宙
論
的
秩
序
や
人
間
性
の
発
展
を
統
制
す
る
こ
の
包
括
的
法
則
と
の
調
和
に
お
い
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
ソ

フ
ト
な
第
七
段
階
は
、
脱
慣
習
的
な
公
正
推
論
の
麺
得
を
前
提
と
す
る
と
共
に
、
そ
れ
を
越
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
探
究
に
よ
っ
て
従
来
の

枠
組
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
人
間
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
う
る
、
と
コ
ー
ル
パ
ー
グ
（
派
）
は
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
コ
ー
ル
パ
ー
グ
が
ギ
リ
ガ
ン
の
主
張
を
以
上
の
よ
う
に
限
定
し
つ
つ
も
受
け
入
れ
、
自
説
を
修
正
し
た
意
味
は
、
彼
が
、
公
正
（
正

蕊
）
の
次
元
へ
の
道
徳
性
の
問
い
の
限
定
化
を
反
省
し
、
人
生
の
意
味
や
自
己
実
現
と
い
う
言
わ
ば
「
よ
き
生
」
の
次
元
と
の
媒
介
、
別
冒
す

れ
ぽ
道
徳
と
人
倫
と
の
媒
介
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
主
張
に
対
す
る
検
討
に
も
影
響
を
与

え
ず
に
は
お
か
な
い
と
我
奇
は
考
え
る
。

周
知
の
よ
う
に
討
議
倫
理
学
は
、
慣
習
的
道
徳
に
お
い
て
は
結
合
し
て
い
た
二
つ
の
問
題
、
即
ち
、
正
蕊
の
問
題
と
「
よ
き
生
」
と
の
問
題

を
、
つ
ま
り
道
徳
的
に
妥
当
し
、
そ
の
正
当
性
を
合
理
的
に
決
定
し
う
る
領
域
と
、
個
奇
人
や
集
団
の
生
活
様
式
に
統
合
さ
れ
て
い
る
文
化
的

な
価
値
内
容
の
領
域
と
を
区
別
し
、
義
務
論
的
倫
理
学
と
し
て
そ
れ
自
ら
は
さ
し
当
た
り
前
者
の
糸
に
、
つ
ま
り
、
価
値
の
選
好
に
、
で
は
な

（
国
）

く
、
行
為
規
範
の
当
為
妥
当
の
歌
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
彼
ら
（
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
や
ア
ー
ペ
ル
）
が
コ
ー
ル
簿
ハ
ー
グ
の
道
徳
性
の
発
達

段
階
論
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
た
理
由
は
、
そ
の
段
階
評
定
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
が
、
利
害
の
普
遍
化
可
能
性
乃
至
正
義

の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
下
で
原
則
的
に
合
理
的
に
決
定
可
能
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
問
題
と
し
て
理
解
可
龍
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
立
論
の

展
開
の
経
過
に
お
い
て
、
い
っ
た
ん
は
、
個
台
人
の
、
乃
至
人
倫
態
の
、
合
理
的
に
は
解
明
し
え
ず
、
仮
設
化
し
え
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
の
問
題
と
し
て
、
脱
慣
習
的
な
普
遍
主
義
的
倫
理
学
に
お
い
て
分
離
し
、
そ
の
考
慮
外
の
領
域
に
置
い
た
「
よ
き
生
」
の
問
い
の
次
元

を
、
例
え
ば
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
は
「
討
議
に
よ
る
意
思
形
成
の
拡
大
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
自
分
自
身
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
な
が
ら
も
、

（
例
）

そ
れ
で
い
て
、
自
分
の
生
活
を
よ
き
生
活
と
解
釈
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
光
を
奪
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
殺
伐
た
る
正
羨
の
承
の
状
態
の
出
来

の
可
能
性
の
自
覚
と
共
に
、
討
議
へ
の
動
機
づ
け
の
次
元
の
確
立
へ
む
け
て
の
人
倫
的
な
も
の
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
捉
え
返
し
と
し
て
、
道
徳
性

の
問
い
に
媒
介
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
ー
パ
ー
マ
ス
も
、
そ
し
て
宇
宙
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
立
つ
第
七
段
階
を
設
定
し
た
コ
ー
ル

現
代
に
お
け
る
資
任
倫
理
の
可
脂
性
（
杉
本
）
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バ
ー
グ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
９
正
義
の
問
題
と
よ
き
生
乃
至
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
（
自
己
実
現
）
の
問
題
と
を
、
あ
る
い
は
道
徳
と
人

倫
と
を
そ
れ
ぞ
れ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
で
媒
介
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
た
し
か
に
ア
ー
ペ
ル
の
企
て
も
又
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
倫
理
学
Ｂ
部
に
お
い
て
、
討
議
倫
理
学
の
、
歴
史
に
関
連
づ
け

ら
れ
た
適
用
の
問
題
を
、
現
代
の
状
況
に
お
け
る
責
任
倫
理
的
補
完
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
き
、
そ
れ
は
、
歴
史
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
抽
象
に

基
づ
い
た
義
務
論
的
ｌ
普
遍
主
義
的
討
議
原
理
に
関
わ
る
道
徳
性
の
問
題
次
元
と
、
歴
史
的
人
倫
の
そ
れ
と
を
媒
介
さ
せ
ん
と
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ア
ー
ペ
ル
に
お
い
て
は
、
人
倫
的
な
も
の
は
そ
れ
自
体
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
義
に
お
い
て
捉
え
返
さ
れ
て
は
い
な
脳
何
と
な

れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
現
存
の
人
倫
態
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ー
ー
抗
－
シ
ョ
ン
共
同
体
の
実
現
の
場
と
し
て
（
の
承
）
、
そ
の
存
立

保
禁
篝
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
又
第
七
段
階
の
立
場
に
立
つ
道
徳
的
政
治
濠
か
ら
す
れ
ば
ｌ
単
刀
直
入
に
盲
え

、
、
、
、
、
Ｕ

・
ぽ
－
－
自
分
以
外
の
者
が
未
だ
脱
慣
習
的
段
階
に
達
し
て
い
な
い
現
実
と
し
て
の
承
把
握
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
歴
史
的
人
倫

籍
変
わ
ら
ず
ｌ
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
楡
え
で
實
え
ぱ
ｌ
実
践
的
討
議
と
い
う
孤
島
が
、
そ
の
襟
波
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
Ｑ
合

（
筋
》

意
に
よ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
決
が
通
用
し
な
い
営
為
の
大
海
に
す
ぎ
な
い
。
事
実
性
の
次
元
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
せ
よ
、

鬮
祷
漏
値
‐
蕊
づ
け
的
な
響
：
つ
人
倫
の
世
界
鱗
ｌ
鑓
そ
ら
く
朧
ネ
オ
ァ
リ
ス
ト
ー
ア
レ
ス
主
蘂
へ
の
愚
と
蓋
－
１
克
服
さ
れ

る
べ
き
「
被
投
的
」
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
の
承
浮
上
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
又
、
「
よ
き
生
」
の

意
味
で
の
自
己
実
現
が
相
補
的
課
題
と
し
て
承
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
討
議
倫
理
学
の
根
本
原
理
に
関
わ
る
そ
の
問
題
設
定
の
プ
ロ
グ

こ
の
よ
う
に
ア
ー
ペ
ル
が
、
基
本
的
に
は
正
義
の
問
い
に
基
づ
い
た
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
決
の
次
元
へ
と
そ
の
問
題
設
定
を
限
定
し
夕
然
も
そ

う
し
た
形
で
責
任
倫
理
を
展
開
す
る
と
き
、
我
☆
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
出
来
す
る
と
考
え
る
。
即
ち
ま
ず
、
正
義
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
下

で
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
決
と
い
う
政
治
的
文
脈
で
の
糸
責
任
（
倫
理
）
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
、
責
任
概
念
が
（
既
述
し
た
よ
う
に
）
政
治
的

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
お
け
る
結
果
責
任
（
倫
理
）
に
局
限
化
さ
れ
る
、
．
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
コ
ー
ル
パ
ー
グ
は
ギ
リ
ガ
ン
ら
の
批
判
を
受
け

（
図

ラ
ム
外
の
》
」
と
と
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）
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入
れ
て
、
他
者
（
及
び
自
己
自
身
）
の
配
慮
と
し
て
の
寅
任
と
い
っ
た
次
元
を
含
歌
入
れ
て
、
（
と
り
わ
け
ソ
フ
ト
な
第
七
段
階
と
い
う
形
で
）

道
徳
性
の
領
域
を
拡
大
し
た
の
だ
が
、
ア
ー
ペ
ル
は
彼
に
沿
っ
て
独
自
の
責
任
倫
理
を
展
開
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
点
を
全
く
考

鬮
に
入
れ
て
い
な
い
．
そ
し
て
そ
の
結
果
生
じ
て
い
る
の
砿
ｌ
こ
れ
跳
蕊
こ
の
問
題
点
で
あ
る
が
‐
－
組
着
に
配
慮
し
、
そ
の
癩
承
を
己
れ

も
、

の
痛
み
と
す
る
よ
う
な
寅
任
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
対
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
式
と
存
続
自
体
を
志
向
し
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
う
ち
で
各
自
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
自
己
実
現
の
意
味
を
感
得
す
る
よ
う
な
責
任
に
対
し
て
、
慣
習
的
段
階
と
し
て
の
位
髄
価
し
か

付
与
し
え
ず
、
脱
慣
習
的
段
階
で
の
捉
え
返
し
が
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
結
果
責
任
へ
の
限
定
化
に
基
づ
く
ア
ー
ペ
ル
的
設
定
に
お
い
て

、
ｎ

は
、
第
七
段
階
的
判
断
力
を
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
す
る
政
治
家
で
あ
っ
て
も
、
相
手
つ
ま
り
他
の
自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
代
表
者
を

そ
れ
に
よ
っ
て
同
じ
レ
ベ
ル
で
の
道
徳
的
政
治
家
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
別
言
す
れ
ば
、
己
れ
の
方
は
倫
理
学
の
根
本
原
理
に
従
っ
て
、

自
己
主
張
シ
ス
テ
ム
の
保
持
と
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
実
現
の
緊
張
の
中
で
行
為
せ
ざ
る
を
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
政
敵
」
に
対
し
て
は
脱
慣
習
的
な
振
る
舞
い
を
永
続
的
に
期
待
で
き
な
い
（
し
て
は
い
け
な
い
）
の
で
あ
っ
て
、
疑
心
は
永
遠
に
晴
れ
な
い

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
又
、
結
果
責
任
の
承
を
担
う
こ
の
道
徳
的
政
治
家
は
、
己
れ
が
代
表
す
る
シ
ス
テ
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
同
じ
脱
慣
習
的
段
階

に
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
逆
に
又
、
事
実
性
領
域
が
克
服
さ
れ
る
べ
き
被
投
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
か
見
え
て
こ
な
い
た
め
に
、
こ
の

コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
対
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
に
己
れ
を
開
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
自
己
理
解
を
変
容
、
成
長
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
。
（
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に

お
い
て
は
、
価
値
自
由
科
学
に
対
し
て
己
れ
の
究
極
的
信
念
を
も
晒
す
と
い
う
形
で
、
批
判
的
自
己
懐
疑
の
遂
行
の
次
元
が
確
保
さ
れ
て
い

（
碗
）

た
の
に
対
し
、
》
」
の
第
七
段
階
の
政
治
家
は
、
既
に
「
究
極
的
真
理
」
を
見
出
し
た
エ
リ
ー
ト
な
の
で
あ
る
。
）
こ
れ
に
対
し
、
配
慮
的
責
任
の

（
日
）

実
践
は
「
自
己
と
他
人
の
両
者
を
高
め
る
作
用
を
す
る
」
の
で
あ
り
、
そ
し
て
何
よ
り
も
対
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
存
続
そ
れ
自
体
を

志
向
す
る
が
故
に
、
自
ら
の
原
理
に
固
執
す
る
こ
と
も
な
く
、
異
他
性
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
媒
介
に
開
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
・

だ
が
第
三
の
、
そ
し
て
最
大
の
問
題
点
は
次
の
こ
と
、
即
ち
、
よ
き
生
の
次
元
の
媒
介
な
く
し
て
は
、
地
球
的
規
模
で
の
人
類
の
連
帯
責
任

、
、
、
、

を
担
う
》
」
と
へ
の
動
機
づ
け
が
十
分
に
確
保
さ
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
我
☆
の
集
合
的
行
為
の
結

現
代
に
お
け
る
宜
任
倫
理
の
可
鰭
性
（
杉
本
）
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果
と
副
次
的
結
果
に
対
す
る
連
帯
責
任
、
あ
る
い
は
脱
慣
習
的
原
理
の
適
用
条
件
の
打
ち
立
て
の
組
織
作
り
に
参
加
す
る
こ
と
に
対
す
る
責
任

（
的
）

も
又
、
》
」
の
反
事
実
的
な
原
理
の
先
取
の
う
ち
に
既
に
承
認
さ
れ
て
い
る
、
と
言
う
。
だ
が
、
遂
行
的
自
己
矛
盾
の
提
示
に
基
づ
く
究
極
的
原

理
の
認
知
乃
至
理
想
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
実
現
へ
の
訴
え
の
歌
で
は
、
人
類
と
い
う
言
わ
ば
「
遠
い
地
平
」
（
シ
ュ
ル
ッ
）
に

、
、
、
、
、
、
、

対
す
る
連
帯
責
任
を
実
際
に
担
う
行
為
（
そ
し
て
責
任
と
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
、
行
為
に
関
わ
る
』
」
と
に
よ
っ
て
意
味
を
有
す
る
）
へ
の
動

（
、
）

、
Ｕ
ｂ
、

機
づ
け
と
し
て
は
余
り
に
脆
弱
で
は
あ
る
ま
い
か
。
成
程
、
彼
が
「
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
方
法
的
唯
我
論
」
と
呼
ぶ
、
近
代
の
自
己
箕
任
概

念
、
つ
ま
り
、
各
自
は
己
れ
が
関
与
し
て
い
る
行
為
に
対
し
て
の
承
、
あ
る
い
は
己
れ
の
良
心
決
断
に
対
し
て
の
糸
責
任
を
負
う
と
い
う
在
り

方
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
範
囲
は
、
日
常
の
、
乃
至
「
近
い
地
平
」
の
私
的
領
域
を
越
え
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
人
類
の
将
来
に
対
し
個
々
人

鰍
独
り
で
妻
任
を
担
う
と
い
う
ナ
ソ
セ
ン
ス
ー
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
薑
要
だ
っ
た
が
ｌ
に
陥
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
澱
マ
ク
ロ
的

影
響
を
も
つ
現
代
の
社
会
的
Ｉ
政
治
的
実
践
の
責
任
の
概
念
た
り
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
己
責
任
は
他
者
関
係
へ
と
乗
り
越
え
ら
れ
る

（
ｕ

べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
た
し
か
に
ア
ー
ペ
ル
の
言
う
よ
う
に
、
個
的
行
為
主
体
と
し
て
の
人
間
の
責
任
性
と
自
由
は
、
倫
理
的
規
範
の
間
主
観

（
囮

的
妥
当
性
に
基
づ
い
た
連
帯
寅
任
と
ｌ
－
言
わ
ば
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
と
し
て
動
員
さ
れ
つ
つ
－
１
媒
介
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
人
類
愛
へ
む
け
て
の
「
愛
の
飛
躍
（
エ
ラ
ン
・
ダ
ム
ー
ル
）
」
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
）
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
契
機
は
あ
ほ
や
期
待
し
え
な
い
に

せ
よ
、
共
感
乃
至
は
「
ア
ガ
ペ
ー
」
と
い
っ
た
楠
緒
的
要
素
が
、
あ
る
い
は
母
性
原
理
的
箕
任
の
次
元
が
、
脱
慣
習
的
段
階
に
お
い
て
そ
の
意

蕊
が
捉
え
返
さ
れ
つ
つ
、
彼
の
立
論
の
う
ち
に
媒
介
さ
れ
補
完
さ
れ
て
こ
そ
、
連
帯
寅
任
の
脈
え
へ
む
け
て
の
ア
ー
ペ
ル
の
主
張
は
、
具
体
的

（
祠
）

な
動
機
づ
け
へ
の
手
が
か
り
を
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
（
も
ち
ろ
ん
逆
に
又
、
配
慮
的
責
任
が
そ
れ
の
承
で
「
遠
い
地
平
」
に
対
す
る
十
全

（
刊
）

な
責
任
概
念
た
り
う
る
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
直
接
的
な
人
間
関
係
に
と
ど
ま
る
配
慰
が
如
何
に
し
て
人
類
に
対
す
る
共
同
責
任

へ
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
し
う
る
か
、
が
さ
ら
に
考
究
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
娠
醇
）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
決
を
志
向
す
る
正
義
の
次
元
と
、
意
味
と
価
値
を
志
向
す
る
「
よ
き
生
」
の
次
元
と
噂
あ
る
い
は
道

徳
と
人
倫
は
、
現
代
が
直
面
す
る
マ
ク
ロ
的
問
題
の
解
決
に
む
け
て
媒
介
－
補
完
さ
れ
う
る
Ｌ
、
又
、
そ
う
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
脂
性
（
杉
本
）
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現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

そ
の
際
、
両
者
を
連
繋
さ
せ
る
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
「
責
任
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。

㈹
］
・
濡
す
の
『
日
Ｐ
、
『
三
．
『
画
一
ヶ
２
三
宮
い
の
ご
巨
己
【
◎
日
日
目
一
百
二
く
の
⑩
出
口
且
の
一
己
》
句
『
自
重
目
、
冨
凰
ョ
］
垣
囹
の
．
】
】
の

伽
□
ぐ
，
の
．
］
圏
く
的
一
・
○
口
の
．
］
農
巨
・
」
①
『
⑩
。
》
ロ
の
『
シ
ロ
闇
冨
ぐ
・
ロ
シ
ロ
の
一
（
Ⅱ
シ
シ
）
》
ご
》
ヨ
，
○
の
一
『
己
一
一
ｍ
『
（
函
碩
・
）
』
円
『
目
閏
の
己
の
。
旨
－
℃
三
ｃ
ｍ
。
□
旨
い
ｎ
房

Ｚ
。
『
目
９
ヶ
の
、
『
ご
己
目
、
目
（
Ⅱ
冨
凰
の
『
巨
一
の
ロ
圏
『
Ｚ
。
■
ョ
の
己
一
⑰
百
い
ぃ
－
８
国
』
』
）
勺
且
①
『
す
。
冒
己
葛
の
。
］
ｇ

旧
く
、
｜
・
ロ
く
・
の
．
』
ｇ
シ
ョ
ョ
・
］
＆

０２０，('＠

註

⑩
ヨ
・
の
、
言
一
Ｎ
・
勺
三
．
い
◎
ご
嵐
の
ご
＠
の
『
『
の
忌
日
：
、
ロ
ミ
⑩
一
一
・
勺
菅
一
盲
、
ｇ
画
一
②
三
ｍ
・
呂
昌

②
シ
ュ
ル
ッ
に
つ
い
て
は
前
掲
密
、
ヨ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
は
特
に
函
・
］
。
ｐ
回
切
』
ロ
色
⑩
勺
１
息
ご
く
囚
目
［
二
三
．
『
［
目
的
殉
『
自
厘
臣
耳
、
三
巴
回
】
垣
沼
、
ア
ー
ペ
ル
に

つ
い
て
は
特
に
【
・
‐
○
・
シ
ロ
、
一
・
口
⑩
百
『
⑫
巨
己
く
円
目
冨
「
。
『
巨
口
、
（
Ⅱ
ロ
く
）
・
句
『
目
貢
皀
『
（
、
冨
昌
ロ
』
①
ｇ
を
参
照
。

③
く
ぃ
一
・
三
・
国
、
』
の
｜
』
句
『
の
芹
、
】
（
目
こ
ぐ
⑱
『
目
冨
『
◎
耳
目
⑭
ご
印
西
・
三
・
口
目
日
恩
『
ｓ
⑩
『
（
田
中
）
可
『
冒
凰
ロ
ョ
『
の
忌
凰
［
》
言
冒
呂
の
口
一
②
『
垣
の
．
ｇ
屋
・

側
く
巴
・
の
。
冒
頁
画
・
色
・
○
の
．
『
貝
］
◎
目
⑩
》
回
・
Ｐ
ｐ
の
．
圏
里
・
・
シ
ロ
⑱
｝
・
ロ
く
・
の
．
ｇ

⑤
ロ
く
・
の
臼

⑥
二
回
．
』
ロ
⑩
一
・
口
一
⑫
百
『
い
の
昏
房
巴
⑫
ロ
。
旨
い
９
⑩
く
の
『
目
冒
◎
耳
目
ｍ
い
⑱
言
弄
ヨ
ロ
、
『
い
の
碗
の
目
ご
腎
二
い
の
ロ
ヨ
の
｜
［
切
言
島
。
ｐ
・
冨
画
・
国
口
晋
◎
盲
巨
・
ヨ
・

詞
ｇ
１
ｎ
母
（
四
ｍ
）
国
宮
穴
臣
且
■
◎
言
涛
ゴ
の
具
父
Ⅱ
向
宅
）
・
○
℃
旨
」
①
口
］
垣
皀
の
．
ｇ
『
・
・
□
ぐ
・
の
』
Ｐ
Ｆ
』
①
『
い
、
壹
日
司
巴
扇
島
ｏ
コ
ョ
陣
二
目
』
⑰
『
勺
冨
。
⑫
８
三
⑩
．

同
国
己
蚕
巨
『
（
、
、
冨
巳
ロ
］
ご
『
の
国
』
・
ロ
（
Ⅱ
目
勺
ロ
）
の
．
四
ｍ
四

ｍ
ぐ
、
一
・
□
く
・
⑪
・
ｇ
Ｃ

０
カ
ソ
ト
倫
理
学
と
異
な
り
、
肘
醗
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
理
性
的
肘
蟻
に
よ
っ
て
間
主
観
的
に
正
当
化
さ
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
は
、
自
己
及
び
他
者

の
人
間
的
賭
欲
求
・
賭
利
害
は
有
意
義
に
承
豚
さ
れ
る
。
（
く
画
一
・
曰
勺
Ｐ
ｍ
・
今
田
）

⑨
例
え
ば
□
く
・
の
．
］
圏
｛
．
な
お
く
い
一
・
ｑ
⑩
『
⑫
。
》
。
『
巾
員
①
ヨ
ュ
⑱
『
ロ
厨
百
『
い
の
昌
河
（
Ⅱ
。
□
）
・
旨
》
Ｎ
①
】
厨
呂
『
旨
さ
『
己
三
一
．
囚
◎
目
厨
呂
の
句
。
『
⑰
⑤
宮
口
、
『
２
．
ｓ

と
反
鶴
し
て
い
る
（
固
勺
・
印
患
）
．

く
ぃ
一
・
口
勺
・
切
禽

固
勺
・
の
・
巴
な
お
ア
ー
ペ
ル
は
、
ヨ
ー
ナ
ス
が
責
任
の
基
礎
と
し
て
相
互
性
原
理
を
却
下
し
７
そ
れ
へ
と
他
の
者
が
委
ね
ら
れ
る
者
の
も
つ
優
位
権
力

も
、
、

（
例
え
ば
乳
児
に
対
す
る
親
、
市
民
に
対
す
る
政
治
家
）
に
基
礎
を
見
出
し
て
い
る
限
り
、
ヨ
ー
ナ
ス
は
道
徳
的
発
連
の
慣
習
的
段
階
に
方
向
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
相
互
的
な
連
帯
責
任
の
次
元
に
達
し
て
い
な
い
と
批
判
す
る
（
因
勺
・
の
．
ｇ
く
ぃ
一
・
口
ぐ
・
叩
・
己
巴
｛
・
）
。
な
お
こ
れ
に
対
し
ヨ
ー
ナ
ス
は
、
責
任
の

相
互
性
は
政
治
的
領
域
で
は
幻
想
に
す
ぎ
ず
、
民
主
主
義
的
責
任
は
、
ザ
イ
ル
で
結
び
つ
い
た
登
山
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
で
戦
え
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
、

】
垣
⑭
ｍ
の
』
②

□
く
・
の
」
扇
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ぐ
、
一
・
日
勺
房
の
。
』
『
函

く
、
一
・
頭
・
㈲
且
す
ず
①
』
祠
『
卸
滉
一
の
ユ
の
『
勺
ご
－
ｃ
ｍ
。
ｂ
三
の
田
『
画
再
厨
、
こ
の
団
豈
壁
。
⑫
○
℃
三
の
。
①
⑩
ロ
ニ
ロ
言
切
昏
の
Ｃ
毎
の
こ
の
目
言
、
巴
芹
こ
『
、
ｍ
・
白
露
・

ミ
・
罰
の
の
い
の
Ｉ
の
ロ
ゴ
塵
の
『
・
罵
頁
一
’
○
一
〔
・
シ
ロ
の
一
目
『
同
旨
畳
盲
目
⑭
博
目
ロ
ケ
旨
、
】
②
ｇ
の
．
］
西
『

因
，
の
、
冒
臣
の
一
厨
ｎ
戸
言
陽
】
、
〔
ｚ
の
。
日
厨
目
①
一
一
⑩
ョ
巨
切
『
ヨ
ミ
『
・
炭
巨
冨
ご
ｐ
昌
缶
、
）
ｇ
ｏ
国
房
鮮
巨
己
の
冒
庁
蔦
①
晨
司
『
目
顔
目
、
冨
巴
曰
】
畠
の
の
・
ヨ
命
・

Ｏ
ｐ
ｍ
・
蔭
，
な
お
ア
ー
ペ
ル
は
別
の
箇
所
で
、
こ
の
次
元
の
問
題
は
超
越
論
的
遂
行
論
的
な
規
範
の
基
礎
づ
け
の
課
題
外
の
事
柄
だ
、
と
し
て
い
る
。

シ
ロ
の
一
壱
三
回
『
巨
日
【
国
己
圏
の
ロ
ユ
目
冨
一
の
の
で
国
Ｏ
宮
ご
『
、
碗
ョ
Ｐ
二
覇
旨
》
国
口
昌
己
、
⑥
『
豆
、
『
（
四
ｍ
．
）
田
・
ロ
．
。
・
の
．
９

く
巴
．
。
□
’
一

り
く
・
印
鴎
『

ロ
ー
「
。
、
。
“
つ
つ

ロ
く
・
の
．
四
囲
ぐ
、
一
・
口
・
四
・
○
の
．
←
震
玲
。

Ｗ
・
エ
ー
ル
ミ
ュ
ラ
ー
編
集
に
よ
る
前
掲
聾
参
照
。

く
い
一
・
四
号
の
ロ
ゴ
陽
・
Ｐ
Ｐ
Ｃ
の
．
】
ｇ

の
□
・
の
。
】
国
・
言
、
一
・
四
ロ
ケ
①
目
目
Ｐ
⑫
》
画
・
Ｐ
Ｃ
‐
の
．
］
】
の
Ｆ
の
．
】
垣
②

ぐ
ぃ
一
・
□
く
・
の
」
患

ぐ
、
一
・
□
く
・
の
．
］
馬
｛
・

ぐ
ぃ
一
・
□
ぐ
・
の
．
】
念
魚
・

ぐ
ぬ
一
・
□
ぐ
・
の
。
、
留
閂
．

ご
戸
一
・
○
口
の
・
ヨ

⑨
巳
・
匝
・
凶
匹
■
】
・
凶
『

く
ぃ
一
・
○
□
・
の
．
、
『

ロ
ぐ
・
の
一
ｓ

ロ
く
・
の
・
念
一

口
く
・
の
．
患

口
ぐ
・
の
』
ぢ

自
冠
目
・
の
．
一
国

帛
声
尾
声
、
』
の
②

の
⑤
ワ
ニ
貢
Ｐ
陣
・
Ｃ
ｌ

く
巴
・
の
□
・
印
・
畠

Ｌ
・
コ
ー
ル
パ
ー

ぐ
、
一
・
口
く
・
の
西
ゴ

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

コ
ー
ル
パ
ー
グ
。
Ｃ
・
レ
パ
イ
ン
．
Ａ
・
ヒ
ュ
ー
ア
ー
「
道
徳
性
の
挙
蓬
段
階
」

Ｐ
陣
．
。
・
の
．
『
ｓ
屋
・
の
．
』
沼

（
片
瀬
・
高
橋
訳
新
曜
社
一
九
九
二
年
）
七
三
頁
以
降
参
照
。
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の
⑤
与
巨
百
・
㈹
・
曲
．
。
・
の
。
。
『

Ｃ
・
ギ
リ
ガ
ン
「
も
う
ひ
と
つ
の
声
」
（
岩
男
監
訳
川
島
轡
店
一
九
八
六
年
）
例
え
ば
一
二
七
頁
以
降
参
照
。
な
お
こ
の
よ
う
な
責
任
概
念
を
我
々

は
例
え
ば
Ｅ
・
フ
ロ
ム
に
（
た
だ
し
女
性
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
）
同
様
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
・
フ
ロ
ム
「
人
間
に
お
け
る
自

由
」
（
谷
ロ
・
早
坂
訳
東
京
創
元
社
一
九
九
二
年
〔
四
六
版
〕
）
’
二
五
頁
以
降
参
照
．

ギ
リ
ガ
ソ
前
掲
密
二
六
頁
参
照
．

以
下
に
つ
い
て
は
コ
ー
ル
パ
ー
グ
他
前
掲
密
特
に
二
七
頁
以
降
及
び
一
九
一
頁
以
降
参
照
。

く
ぃ
一
・
》
｛
Ｐ
ワ
の
ゴ
ロ
■
の
ご
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
の
．
］
酉
函

田
口
ロ
の
ロ
ゴ
用
》
勺
琴
』
◎
８
℃
ゴ
ー
⑫
、
ラ
ー
ロ
ロ
｜
言
い
◎
す
⑩
勺
『
。
｛
一
一
の
・
同
『
、
己
鷺
巨
耳
、
、
冨
凹
旨
］
②
巴
の
．
』
『
、

田
島
⑩
ョ
】
回
ｍ
・
富
・
区
ヶ
２
「
畠
［
⑫
の
ご
…
ロ
・
画
・
○
の
．
】
］
⑦

□
ぐ
・
の
．
迺
冨
た
だ
し
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
未
だ
論
証
を
し
て
い
な
い
こ
と
も
同
時
に
認
め
て
い
る
。

曰
勺
自
・
の
．
』
患
く
い
一
・
Ｃ
く
・
の
．
］
畠

く
い
一
’
ロ
く
・
念
画

Ｗ
・
シ
ュ
ル
プ
タ
ー
「
価
値
自

ギ
リ
ガ
ン
前
掲
街
一
三
○
頁

ギ
リ
ガ
ソ
前
掲
密

同
番
一
八
一
頁

同
街
三
○
三
頁

ロ
ぐ
・
の
西
忠

目
勺
自
の
．
念
酊

『
『
日
巨
ヨ
（
圃
曰
闇
⑩
ロ
ロ
の
員
巳
⑩
の
ご
『
囚
◎
プ
ロ
『
角
、
日
四
二
河
②
．
Ｐ
○
・
の
’
四
四

Ｃ
Ｄ
・
の
画
勇
・

［
）
『
・
の
函
の
②

く
函
一
・
ロ
く
・
の
畠
『

ロ
ー
【
の
。
←
の
、

ぐ
、
一
・
四
ロ
ワ
ロ
ヨ
ロ
切
勺
Ｐ
口
・
○
・
の
」
】
②
巨
・
の
。
ご
望
．

く
ぃ
一
・
日
勺
自
・
叩
・
念
、

シ
シ
。
、
』
②
、

く
ぃ
一
・
日
勺
皀
の
・
亀
『

ぐ
、
一
・
国
勺
，
ｍ
・
巴
．
」
置
戸
・
の
。
】
雷

く
ぃ
一
・
口
く
・
の
・
曽
田
．

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）

「
価
値
自
由
と
責
任
倫
理
」
（
住
谷
・
樋
口
訳
未
来
社
一
九
八
四
年
）
六
○
頁
参
照
。
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⑪
く
、
一
・
の
、
盲
百
・
回
・
Ｐ
○
・
ｍ
・
『
韻
Ｆ
の
・
爵
］
な
お
青
木
隆
嘉
『
現
代
に
お
け
る
エ
ー
ト
ス
・
実
践
・
幸
福
』
（
新
岩
波
臓
座
「
哲
学
」
、
『
行
為
他
我

自
由
』
岩
波
宙
店
一
九
八
五
年
所
収
）
一
一
一
一
二
頁
参
照
．

⑫
Ｃ
く
・
の
・
ろ
も
つ
と
も
問
題
は
、
如
何
な
る
意
味
で
、
個
々
人
の
責
任
性
が
連
帯
責
任
の
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
別
言

す
れ
ば
、
個
人
的
レ
ベ
ル
で
の
道
徳
的
箕
任
が
、
。
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
圏
ソ
共
同
体
の
連
帯
責
任
に
ど
の
よ
う
に
媒
介
さ
れ
て
い
く
の
か
（
完
全
に
止
揚
さ

れ
尽
く
す
の
か
、
あ
る
い
ぼ
ｌ
「
変
容
す
る
と
し
た
ら
ｌ
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
）
離
魏
開
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
そ
し
て

こ
の
こ
と
は
、
道
徳
的
責
任
と
い
う
も
の
が
、
Ｈ
・
レ
ン
ク
が
言
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
個
人
的
」
で
「
非
分
割
的
」
な
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
な
ら

（
ぐ
巴
・
函
・
席
ご
丙
・
〔
巌
君
厨
目
目
曰
く
の
国
ご
［
三
・
『
Ｅ
畠
巴
“
凶
匡
⑭
。
旨
の
一
ケ
目
、
目
．
ご
》
国
の
一
扇
・
ラ
ュ
［
昌
胃
己
三
一
・
ｍ
。
ご
｝
局
・
冒
司
・
『
：
冒
局
国
。
。
《
］
］
畠
『

の
．
⑪
恩
）
是
非
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
事
柄
で
あ
る
。
個
々
人
の
思
惟
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
の
鯰
騒
の
「
思
考
実

験
」
で
あ
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
形
で
、
連
帯
責
任
に
対
す
る
個
別
者
の
責
任
を
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ア
ー
ペ
ル
は
、
討
譲
倫
理

学
の
根
本
原
理
は
、
個
々
人
を
、
具
体
的
規
範
の
華
礎
づ
け
に
対
す
る
た
だ
独
り
の
過
度
の
責
任
か
ら
負
担
免
除
し
て
く
れ
る
、
と
示
唆
し
て
い
る
（
□

く
め
・
急
】
）
。
だ
が
逆
に
官
え
ば
、
こ
の
こ
と
に
は
、
個
別
的
な
帰
賢
主
体
に
対
し
て
、
格
率
レ
ベ
ル
で
は
保
持
さ
れ
る
そ
の
寅
任
愈
職
を
希
薄
化
さ
せ
る

に
至
る
虞
れ
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
例
え
ば
駕
田
滑
一
『
コ
ミ
ュ
ー
ー
ヶ
ー
シ
ョ
ソ
と
規
範
』
〔
「
思
想
」
一
九
八
一
年
六
月
号
岩

、
、

波
喪
店
所
収
〕
九
二
頁
参
照
．
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ま
ず
、
「
責
任
」
現
観
自
体
が
主
題
と
し
て
体
系
的
（
及
び
歴
史
的
）
に
飴
じ
ら
れ
、
責
任
倫
理
的
主

張
に
媒
介
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
だ
が
（
残
念
な
が
ら
）
ア
ー
ペ
ル
は
未
だ
そ
れ
を
遂
行
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。

⑪
ア
ー
ペ
ル
も
又
、
「
遠
人
愛
」
と
い
う
意
味
で
の
道
徳
的
想
像
力
の
動
員
の
必
要
性
に
か
つ
て
は
言
及
し
て
い
た
．
二
両
一
・
日
勺
戸
の
．
⑭
囹

例
コ
ー
ル
パ
ー
グ
は
、
女
性
の
在
り
方
を
か
つ
て
は
こ
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
段
階
三
と
評
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

㈱
因
み
に
シ
ュ
ル
ッ
は
、
質
任
化
が
問
題
と
な
っ
た
現
代
の
倫
理
の
審
廷
と
し
て
理
性
と
同
楠
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
同
傭
が
近
い
地
平
に
対
し

て
の
象
働
く
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
の
は
不
適
当
で
あ
り
、
「
遠
き
に
及
ぶ
徳
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
主
覆
し
て
い
る
（
の
。
旨
－
Ｎ
・
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・

叩
司
、
Ｃ
［
・
）
。

現
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
の
可
能
性
（
杉
本
）


