
社
会
倫
理
の
基
礎生

命
の
不
可
侵
性

｜
｜
自
己
決
定
の
限
界
｜
｜

ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ペ
ル
ト
ナ
ー

山

田

秀

訳

「
自
己
決
定
に
基
づ
い
て
生
き
る
権
利
」は
、「
人
間
の
尊
厳
に
即
し
て
死
ぬ
」

と
い
う
表
題
を
も
っ
た「
自
己
決
定
擁
護
の
宣
言
」（
一
九
九
八
年
二
月
十
一
日
）

に
よ
る
と
、「
変
更
不
能
の
強
制
枠
内
で
の
自
己
決
定
に
基
づ
く
死
へ
の
権
利
」

を
含
ん
で
い
る
。
各
人
は
、「
自
分
の
最
期
の
時
期
と
方
法
と
を
決
定
す
る
権
利

を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
権
利
だ
け
が
人
間
の
尊
厳
に
即
し
た
死
を

保
証
す
る
」
と
い
う
。

こ
れ
ら
命
題
は
、
嘱
託
に
基
づ
く
殺
害
（
及
び
そ
の
合
法
化
）
に
関
す
る
昨

今
の
議
論
を
代
弁
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。（
安
楽
死
志
願

者
の
）
自﹅
己﹅
決﹅
定﹅
の﹅
尊﹅
重﹅
、
並
び
に
、（
多
く
は
同
情
議
論
と
関
連
し
て
い
る
）

耐﹅
え﹅
が﹅
た﹅
い﹅
苦﹅
痛﹅
か﹅
ら﹅
の﹅
解﹅
放﹅
は
、
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
を
支
持
す
る
主
要

根
拠
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
理
由
と
し
て
、
患
者
の
死
と
い
う
結
果
の

同
等
性
に
鑑
み
て
作﹅
為﹅
と﹅
不﹅
作﹅
為﹅
の﹅
間﹅
に﹅
道﹅
徳﹅
的﹅
区﹅
別﹅
を﹅
設﹅
け﹅
る﹅
重﹅
要﹅
性﹅
が﹅
な﹅

い﹅
と
の
理
由
が
導
入
さ
れ
る
。

自
己
決
定
は
、
或
る
条
件
下
で
は
（
例
え
ば
重
病
人
の
耐
え
が
た
い
苦
痛
）

殺
し
て
も
ら
う
権
利
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
か
。（
権
利
は
こ
こ
で
は
国
家
に
よ
っ

て
公
布
さ
れ
た
実
定
法
を
意
味
し
な
い
。
道
徳
的
応
分
の
義
務
づ
け
を
伴
う
道

徳
的
要
求
を
意
味
す
る
。）こ
の
権
利
が
人
間
の
尊
厳
に
即
し
て
死
ぬ
と
い
う
こ

と
に
属
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
権
利
が
否
定
さ
れ
た
者
、
即
ち
、
殺

さ
れ
な
か
っ
た
者
は
人
間
の
尊
厳
に﹅
反﹅
し﹅
て﹅
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
自
己
決
定
は
自
己
の
生
命
の
最
期
の
時
期
と
方
法
を
自
由
に
決
定
す
る
こ

と
を
含
意
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
自
己
の
死
へ
の
権
利
」と
は
何
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
か
或
る
者
を
そ
の
苦
痛
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
殺
す
の
は

人
間
の
尊
厳
の
尊
重
を
表
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。（
安
楽
死G

n
a
d
en
to
d

は
、宣

言
が
暗
に
主
張
す
る
よ
う
に
、
人
道
的
使
命
と
人
道
的
医
師
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
よ
う
に
、
人
道
性
の
な
せ
る
行
為
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。）「
ハ
ン
ス
・
キ
ュ

ン
グ
が
定
式
化
し
た
よ
う
に
、「In d

u
b
io p

ro v
ita a

u
t p
ro co

n
scien

tia
?

（
疑
わ
し
い
ば
あ
い
は
生
命
優
先
か
良
心
優
先
か
？
）」と
い
う
問
い
に
直
面
し

て
、
医
師
に
と
っ
て
も
ま
た
、（
た
と
い
何
ら
か
の
事
情
で
弱
め
ら
れ
た
自
由
で
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あ
っ
た
と
し
て
も
）
患﹅
者﹅
の﹅
良﹅
心﹅
と﹅
自﹅
己﹅
決﹅
定﹅
に﹅
対﹅
す﹅
る﹅
尊﹅
重﹅
が
優
先
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
か
。
良
心
の
尊
重
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
も
の
が
乗
り
越
え

ら
れ
た
医
療
上
の
温
情
主
義P

a
tern

a
lism

u
s

で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
」（Jen

s
/
K
u
n
g 1995,

60

）。

こ
こ
で
未
解
決
の
問
題
は
、
真
実
の
同
情
に
裏
打
ち
さ
れ
た
実
質
的
な
論
究

を
要
求
こ
そ
す
れ
、
多
義
的
な
ま
ま
の
感
情
に
基
づ
い
て
単
な
る
説
得
が
図
ら

れ
る
雰
囲
気
の
創
出
を
要
求
な
ど
し
な
い
。
討
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
事
例

に
お
い
て
は
二
つ
の
方
向
で
眺
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
一
）嘱
託
に
基

づ
く
殺
人
の
根
本
原
則
的
法
適
合
性
の
問
題
、
そ
し
て
（
二
）
そ
の
制
度
化
の

帰
結
で
あ
る
。

第
一
節

嘱
託
殺
人
の
根
本
原
則
的
法
適
合
性
の
問
題

一

患
者
の
自
己
決
定
と
そ
の
尊
重

自
己
決
定
（
自
律
）
は
、
現
代
の
医
療
・
倫
理
学
上
の
討
議
の
鍵
概
念
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
。
自
己
決
定
は
、
単
に
恣
意
的
作
為
・
不
作
為
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
つ
ま
り
、
そ
の
尊
重
は
何
で
も
従
順
に
望
み
ど
お
り
に
実
現
さ
れ
る
こ

と
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
大
抵
の
ば
あ
い
、
自
分
か
ら
何
か
を
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
、
事
象
の
客
体
で
あ
る
必
要
の
な
い
、
自
己
に
固
有
で
あ
る
よ
う
な

遂
行
の
原
因
者
で
あ
り
得
る
能
力
で
あ
る
。
自﹅
己﹅
決﹅
定﹅
は
、
更
に
、
倫
理
的
に

行
為
し
、
善﹅
と﹅
認﹅
識﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
も﹅
の﹅
を﹅
実﹅
現﹅
す﹅
る﹅
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
指
す
。

定
式
化
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
自
己
決
定
と
は
恣
意
で
は
な
く
、
最﹅
善﹅
の﹅

知﹅
と﹅
良﹅
心﹅
に﹅
従﹅
っ﹅
た﹅
行﹅
為﹅
で
あ
る
。
行
為
は
常
に
個﹅
人﹅
的﹅
並﹅
び﹅
に﹅
社﹅
会﹅
的﹅
要
因

を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
決
定
の
限
界
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
両
者

が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

嘱
託
に
基
づ
く
殺
人
の
場
合
、
問
い
は
次
の
よ
う
に
な
る
。（
一
）嘱
託
そ
れ

自
体
と
そ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
医
師
に
対
す
る
殺
人
の
要
求
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。（
そ
の
際
二
つ
の
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。（
ａ
）
耐
え
が
た
い
苦

痛
の
極
限
状
況
は
主
権
的
自
己
決
定
に
由
来
す
る
殺
害
の
委
嘱
と
は
一
致
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
か１

）

。（
ｂ
）嘱
託
自
体
、
表
明
さ
れ
た
嘱
託
と
真
に
意
欲
さ

れ
た
こ
と
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
の
で
、
解
釈
を
要
す
る
。）（
二
）
殺
人

行
為
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
両
者
と
も
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。

殺
害
行
為
、こ
れ
は
医
者
は
明
ら
か
に
自
分
で
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
正
当
化
根
拠
を
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
嘱
託
だ
け
に
根
拠
を
求
め
る
の
は
、
嘱﹅
託﹅
さ﹅
れ﹅
た﹅
も﹅

の﹅
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
関
係
上
、
十
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、

医
者
は
「
患
者
の
良
心
と
そ
の
自
己
決
定
の
尊
重
」（K

u
n
g
 
in
:
Jen

s /K
u
n
g

 
1995,

60

）に
の
み
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
義
務
拘
束
的
な
の
は
、
他
者
の
良

心
で
は
な
く
、
自
己
の
良
心
で
あ
る
。
他
者
の
良
心
決
定
を
尊
重
す
る
こ
と
に

は
内﹅
容﹅
の﹅
吟﹅
味﹅
が
含
ま
れ
る
。
即
ち
、
医
者
は
、
も
し
自
分
の
良
心
に
反
し
て

他
の
仕
方
で
行
動
す
る
の
で
な
い
限
り
、
そ
し
て
良
心
に
反
し
て
義
務
づ
け
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
限
り
、
そ
の
望
ま
れ
た
こ
と
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
以
外
は
医
師
の
自
己
決
定
行
為
で
は
な
く
他
者
決
定
行
為
で
あ
る
。
そ
の

不
条
理
な
結
果
は
、（
ど
の
よ
う
な
動
機
か
ら
で
あ
れ
、
ま
た
何
時
表
明
さ
れ
た

か
に
拘
ら
ず
）ど
ん
な
殺
害
委
嘱
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

社 会 と 倫 理
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尊
重
す
る
こ
と
の
許
容
﹇
尊
重
す
る
こ
と
を
得
﹈
と
尊
重
す
る
こ
と
の
必
要
﹇
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹈
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
患
者
の
自

己
決
定
を
無
条
件
に
尊
重
せ
よ
と
の
要
求
は
、
許
さ
れ
ざ
る
医
師
の
（
自
己
）

道
具
化
に
等
し
い
。
患
者
の
自
己
決
定
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
嘱
託
殺
人
は
基

礎
づ
け
ら
れ
な
い
。

自
己
決
定
は
他
の
自
己
決
定
の
前
に
限
界
を
有
す
る
。
限﹅
界﹅
に
よ
っ
て
意
味

さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
理
的
不
可
能
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
故
に
承
認
さ
れ

る
こ
と
を
欲
す
る
尊﹅
重﹅
﹇
が
払
わ
れ
る
べ
き
、
そ
﹈
の﹅
源﹅
泉﹅
で﹅
あ﹅
り﹅
名﹅
宛﹅
で
あ

る
。
承
認
す
る
と
は
、
或
る
も
の
が
、
事
実
上
の
承
認
と
は
無
関
係
に
既
に
存

在
す
る
も
の
と
し
て
通
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
尊
重
さ
れ
る

こ
と
も
軽
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
、
し
か
も
当
人
に
よ
っ
て
も
他
人
に
よ
っ

て
も
そ
う
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
先
在
し
基
礎
に
あ
る
要
求
に
相
応
し
い
仕

方
で
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
決
定
の
限
界
と
な
る
の
は
、
畏
敬
が
禁
ず
る

と
こ
ろ
、
保
護
に
値
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
の
長
い
伝
統
の
中
で
形
成
さ

れ
て
き
た
理
解
に
従
え
ば
、
人﹅
間﹅
の﹅
尊﹅
厳﹅
こ
そ
が
自﹅
己﹅
決﹅
定﹅
の﹅
限﹅
界﹅
を
成
す
。

尊
厳W

u
rd
e

を
有
す
る
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
価
格P

reis

を
超
越
し
て
い
る
」

（K
a
n
t,
G
ru
n
d
leg
u
n
g zu

r M
eta

p
h
y
sik d

er S
itten

,
W
W
 
IV
,
434

）

の
で
あ
っ
て
、
目
的
適
合
性
と
い
う
観
点
で
の
い
か
な
る
評
価
を
も
受
け
な
い

し
、
承
認Z

u
erk

en
n
tn
is

（
利
益
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ﹅

の﹅
意
味
に
お
い
て
人
間
的
生
命
の
条
件
づ
け
ら
れ
な﹅
い﹅
価
値
が
、
そ
し
て
不
可

侵
性
が
語
ら
れ
る
。
尊
厳
の
承
認
は
、
生
命
権
の
承
認
に
、
即
ち
、
生
き
る
こ

と
を
妨
げ
ら
れ
な
い２

）

道
徳
的
要
求
の
承
認
に
、
そ
し
て
人
間
的
生
命
の
要
保
護

性
を
考
慮
し
た
一
般
的
殺
人
禁
止
に
現
れ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
誤
っ
た
解
釈
か

ら
、
即
ち
、（
一
）功
利
主
義
的
利
益
倫
理
学
の
旗
の
下
で
の
相
対
化
、
並
び
に
、

（
二
）
絶
対
化
か
ら
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
に
対
し
て
。
ヘ
ル
ス
タ
ー３

）

に
し
て
み
れ
ば
、
殺
人
禁
止
は
表
明
さ
れ

た
あ
ら
ゆ
る
望
み
に
含
ま
れ
て
い
る
、
生
き
な
が
ら
え
よ
う
と
す
る
利
益
の
擁

護
に
役
立
つ
。
希
望
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
生
き
つ
づ
け
る
利
益
を
有

す
る
。
何
と
な
れ
ば
、
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
こ
そ
、
そ
れ
な
く
し
て
は
実
現
が

不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
手
段
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
無
抑
制
の
殺
人
可
能
な
状

態
は
、
万
人
の
利
益
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
｜
も
ち
ろ
ん
自
己
犠
牲
を
払

う
こ
と
は
可
能
で
は
あ
ろ
う
が
｜
、
殺
人
禁
止
は
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と

い
う
不
安
を
打
ち
消
す
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
き
存
ら
え
る
と
い

う
利
益
が
存
在
し
な
い
か
、
或
い
は
存
在
し
な
い
と
仮
定
さ
れ
得
る
ば
あ
い
で

あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
何
ら
利
益
が
毀
損
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
殺
人
は

非
難
さ
れ
な
い
。
こ
の
根
拠
づ
け
は
、
人
間
の
生
命
を
利
益
の
手
段
に
す
る
も

の
と
し
て
働
く
。

（
二
）
に
対
し
て
。
一
般
的
効
力
は
殺
人
禁
止
の
例
外
排
除
性
を
意
味
す
る

も
の
で
は
な
い
。
生
命
は
基
本
的
善
で
あ
る
。
し
か
し
、「
生
命
は
善（
き
も
の
）

の
う
ち
の
最
高
の
も
の
で
は
な
い
」（S

ch
iller,

B
ra
u
t v
o
n M

essin
a

）。
順

境
の
自
己
犠
牲
、
及
び
、
正
当
防
衛
は
例
外
の
古
典
的
事
例
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
し
か
し
、
決
し
て
死
は
意
図
さ
れ
て
い
な
い
。
殉
教
者
は
自
ら
の
死
を
目

指
す
の
で
は
な
く
、
よ
り
よ
き
善
の
た
め
に
死
を
引
き
受
け
る
の
で
あ
る
。
正

当
防
衛
を
行
う
者
も
死
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
攻
撃
者
の
攻
撃
能
力
の
無
力

化
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
正
当
化
の
必
要
性
が
示
す
よ
う
に
、
例
外
は
一
般
的

殺
人
禁
止
の
制
約
と
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
補
強
と
な
っ
て
い
る
の

生命の不可侵性
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で
あ
る
。

尊
厳
は
、
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
を
選
択
す
る
ば
あ
い
に
も
語
ら
れ
る
。
望

ま
れ
た
殺﹅
人﹅
は
、
患﹅
者﹅
の﹅
尊﹅
厳﹅
の﹅
尊﹅
重﹅
の
表
現
、
即
ち
、
尊
厳
喪
失
状
態
、
例

え
ば
、
耐
え
が
た
い
苦
痛
、
或
い
は
生
き
る
に
値
す
る
延
命
へ
の
見
込
み
の
無

さ
と
い
う
状
態
に
対
す
る
正
当
化
さ
れ
た
答
え
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
要
求
に

基
づ
く
尊﹅
厳﹅
喪﹅
失﹅
状﹅
態﹅
の﹅
終﹅
結﹅
は
特
殊
な
る
も
の
を
擁
し
て
い
る
。
即
ち
、
生

き
る
に
値
す
る
人
生
を
再
興
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て

主﹅
体﹅
の﹅
殺﹅
害﹅
と
い
う
方
法
で
し
か
終
結
が
実
施
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

こ
の
選
択
肢
は
尊
厳
と
い
う
こ
と
で
価
値
に
満
た
さ
れ
た
と
見
な
さ
れ
る
或
る

状
態
を
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
二
つ
の
前
提
に
基
づ
く
。
第
一
前
提
は
、
人

間
と
は
原
理
的
に
尊
厳
を
失
う
も
の
で
あ
り
、
尊
厳
は
特
定
の
属
性
、
能
力
、

状
況
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
前
提
は
、
人
間
的
生
命
は
条

件
づ
け
ら
れ
、
即
ち
、
道
具
的
価
値
し
か
有
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
経
験
の

た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
生
命
価
値
は
（
自
己
に
よ
る
評
価

で
あ
れ
他
者
に
よ
る
評
価
で
あ
れ
）、
愉
快
・
不
愉
快
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ

る
生
命
価
値
の
評
価
に
存
す
る
積
極
的
経
験
貸
借
表
を
も
つ
生
命
は
価
値
が
あ

り
、
消
極
的
そ
れ
を
も
つ
生
命
は
価
値
が
な
い４

）

、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
前
提
は
、
第
一
に
、
生
命
の
時
間
的
・
歴
史
的
統
一
は
諸
状
態
か

ら
成
る
継
接
ぎ
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
根
拠
薄
弱
な
人
間
学
的
テ
ー
ゼ
に
基
づ

い
て
い
る
。
そ
の
前
提
は
、
生
命
の
す
べ
て
の
段
階
に
全
生
命
が
現
存
し
て
い

る
と
い
う
認
識
を
有
し
な
い
。
人
間
の
生
命
の
局
面
を
否
定
す
る
者
は
、
そ
の

生
命
を
否
定
す
る
。
即
ち
、
こ
の
人
間
を
彼
は
殺
す
の
で
あ
る
。
こ
の
前
提
は
、

第
二
に
、
尊
厳
概
念
に
、
即
ち
、﹇
世
界
﹈
人
権
宣
言
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

全
世
界
に
及
ぶ
エ
ー
ト
ス
の
一
部
と
な
っ
た
最
高
の
道
徳
原
理
の
要
素
に
、
矛

盾
す
る
。
人
権
宣
言
に
よ
る
と
、
人
間
に
尊
厳
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
人

間
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
実
存
に
基
づ
く
の

で
あ
っ
て
、
特
定
の
能
力
、
功
績
、
あ
る
い
は
状
態
に
基
づ
く
か
ら
と
い
う
の

で
は
な
い
。
た
だ
そ
う
し
て
の
み
尊
厳
の
普
遍
性
と
平
等
性
は
保
証
さ
れ
る
。

尊
厳
は
全
体
と
し
て
の
人
間
的
生
命
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間

は
ど
の
生
命
局
面
に
お
い
て
も
尊
厳
な
し
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
尊
厳

は
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
無
視
は
、
他
者
に
よ
る
場

合
で
あ
れ
自
己
に
よ
る
場
合
で
あ
れ
、
そ
の
強
奪
で
は
な
い
。
尊
重
は
、
こ
れ

ま
た
、
授
与
で
は
な
い
。

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
人﹅
間﹅
の﹅
尊﹅
厳﹅
に﹅
即﹅
し﹅
て﹅
死﹅
ぬ﹅
こ﹅
と﹅
と
の
関
連
で
は
以

下
を
意
味
す
る
。
即
ち
、
苦
悩
、
抑
圧
、
苦
痛
は
、
人
間
か
ら
そ
の
尊
厳
を
剥

ぎ
取
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
反
対
の
見
解
で
行
動
す
る
こ
と
こ
そ
尊
厳
を
毀

損
す
る
表
現
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る５

）

。
苦
し
み
に
満
ち
た
状
況
、
非
人

間
的
な
取
り
扱
い
は
、
自
己
尊
重
と
自
己
受
容
な
い
し
他
者
に
よ
る
尊
重
と
受

容
｜
両
者
は
相
互
に
条
件
づ
け
合
う
の
で
あ
る
が
｜
を
困
難
に
し
、
な
い
し
は

無
視
を
助
長
す
る
。
そ
れ
故
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
同
胞
兄
弟
の
ご
と
く
接
し
、

以
上
の
ご
と
き
状
態
に
変
更
を
加
え
、
可
能
な
枠
内
で
そ
の
者
の
自
己
受
容
に

際
し
て
援
け
と
な
っ
て
や
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
死﹅
に﹅
逝﹅
く﹅
事﹅
態﹅
を
尊
重
す

る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
に
即
し
て
死
に
逝
く
の
は
、（
ａ
）尊﹅
厳﹅
に﹅
即﹅
し﹅

て﹅
死
に
逝
く
に
任
さ
れ
る
者
で
あ
る
か
、（
ｂ
）尊
厳
に
即
し
て
死﹅
に﹅
逝﹅
く﹅
に﹅
任﹅

さ﹅
れ﹅
る﹅
者
で
あ
る
か
の
何
れ
か
で
あ
る
。

（
ａ
）
に
対
し
て
。
尊﹅
厳﹅
に﹅
即﹅
し﹅
て﹅m

en
sch
en
w
u
rd
ig

と
は
、
こ
の
場
合
、
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死
へ
の
援
助
（
死
の
介
添
え
）S

terb
eb
eista

n
d

に
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。（
こ
れ
は
同
胞
人
間
的
な
思
い
遣
り
、
緩
和
医
療
措
置
を
含
ん
で
お
り
、
配

慮
対
象
へ
の
軽
蔑
や
患
者
の
子
ど
も
扱
い
を
禁
ず
る
。
一
人
で
放
置
さ
れ
て
は

い
な
い
と
の
感
情
を
与
え
、
あ
な
た
が
い
て
よ
か
っ
た
、
と
感
じ
さ
せ
る６

）

。）望

ん
だ
通
り
の
殺
害
を
拒
絶
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
者
が
人
間
の
尊
厳
に﹅
反﹅

し﹅
て﹅m

en
sch

en
u
n
w
u
rd
ig

死
ぬ
の
で
は
な
い
。
同
胞
人
間
と
の
様
々
な
可
能

性
の
な
か
で
死
へ
の
援
助
を
拒
絶
さ
れ
た
者
こ
そ
尊
厳
に
反
し
て
死
ぬ
の
で
あ

る
。
生
命
保
護
と
生
命
へ
の
権
利
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
何
が
何
で
も
延
命
と

い
う
の
で
は
な
く
、
死﹅
に﹅
逝﹅
く﹅
に﹅
際﹅
し﹅
て﹅
必
ず
し
も
妨﹅
げ﹅
ら﹅
れ﹅
る﹅
こ﹅
と﹅
が﹅
な﹅
い﹅

と
い
う
権
利
で
あ
る
。（
こ﹅
れ﹅
だ
け
が
「
自
己
決
定
に
よ
る
死
へ
の
権
利
」
と
い

う
主
題
が
有
意
味
に
語
ら
れ
る
。）生
命
保
護
は
、
死
が
他
の
仕
方
で
の
生
の
一

局
面
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
身
死﹅
の﹅
保﹅
護﹅
で
あ
る
。
従
っ
て
、
死
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
を
（B

eista
n
d

傍
ら
に
控
え
て
援
助
す
る
、
と
い
う
形

式
で
）
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

殺
害
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
死
に
逝
く
者
の
尊
厳
に
対
す
る
抵
触
で
あ
る
だ

ろ
う
。
人
間
の
尊
厳
に
即
し
た
死
は
、
嘱
託
殺
人
を
排
除
す
る
。
何
と
な
れ
ば
、

嘱﹅
託﹅
内﹅
容﹅
は﹅
倫﹅
理﹅
的﹅
に﹅
許﹅
さ﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
か
ら
で
あ
る
。
殺
人
は
、
死
に
逝
く
者
に

払
わ
れ
る
に
相
当
な
保
護
に
矛
盾
す
る
。（
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
存
す

る
者
の
み
が
保
護
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。）死
に
際
し
て
必
ず
し
も
妨
げ
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
権
利
は
、
終﹅
焉﹅
を﹅
迎﹅
え﹅
さ﹅
せ﹅
る﹅
権﹅
利﹅
（R

ech
t
 
a
u
f
 
ein

 
E
n
d
en
-la
ssen

）
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
要
求
は
帰
結
し
な﹅

い﹅
。
終
焉
を
迎
え
さ
せ
る
と
は
意
図
的
に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の

上
、
上
引
の
殺
害
根
拠
｜
安
楽
死
志
願
者
の
生
命
は
彼
に
と
っ
て
す
べ
て
の
価

値
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｜
は
生
命
価
値
の
無
条
件
性
を
「
好
ま
し
い
、
好

ま
し
く
な
い
」
と
い
う
（
消
極
的
）
決
算
価
値B

ila
n
zw
ert

に
基
づ
い
て
相
対

化
す
る
。

殺
害
さ
れ
る
権
利
は
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い

こ
と
に
対
し
て
は
、
意
味
あ
る
仕
方
で
原
理
的
に
は
道
徳
的
要
求
な
ど
存
在
し

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
安
楽
死
を
望
む
者
の
同﹅
意﹅
は
こ
れ
を
何
ら
変
え
は
し
な

い
。
尊
厳
は
放
棄
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
放
棄
は
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
で
あ

る
。
自
己
決
定
は
尊
厳
自
身
に
限
界
づ
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
自
由
は
尊
厳
を
譲

渡
し
、
他
者
の
自
由
処
理
に
委
ね
る
こ
と
を
禁
ず
る
（
例
え
ば
、
自
己
奴
隷
化

の
禁
止７

）

）。同
意
は
殺
害
か
ら
一
般
的
殺
害
禁
止
の
正
当
化
さ
れ
た
例
外
を
作
り

出
さ
な
い
。
そ
れ
と
言
う
の
も
、
殺
害
に
よ
っ
て
自
己
の
死
が
意﹅
図﹅
さ﹅
れ﹅
て﹅
い

る
の
で
あ
っ
て
、
｜
自
己
犠
牲
の
ば
あ
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
｜
甘
受
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
決
定
の
尊
重
は
｜
キ
ュ
ン
グ
が
要
求
す

る
よ
う
に
は
｜
殺
人
禁
止
に
優
越
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

二

殺
害
す
る
こ
と
と
死
に
逝
か
せ
る
こ
と

（
b
）
に
対
し
て
。
人
間
の
尊
厳
に
即
し
て
死
ぬ
の
は
尊
厳
に
即
し
て
死﹅
に﹅

逝﹅
く﹅
に﹅
委﹅
ね﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅sterben gelassen w

erd
en

者
で
あ
る
。
積
極
的
直
接
的

安
楽
死
の
擁
護
者
の
議
論
に
よ
る
と
、
死
に
逝
く
に
委
ね
る
こ
と
と
殺
す
こ
と

の
区
別
は
道
徳
的
に
重
要
で
な
い
、
何
故
な
ら
両
形
態
と
も
そ
の
帰
結
が
同
じ

死
で
あ
る
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
死
に
逝
く
に
委
ね
る
こ
と
を
倫
理
的

に
正
当
化
さ
れ
る
と
見
る
者
は
、
嘱
託
殺
人
の
ば
あ
い
に
も
こ
れ
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
﹇
即
ち
、
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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理
屈
に
な
る
﹈。
第
二
の
議
論
は
、
概
念
的
に
可
能
な
区
別
と
事
実
上
の
行
為
の

中
間
領
域
と
の
不
一
致
を
槍
玉
に
上
げ
る
。
現
場
で
は
、
直
接
的
積
極
的
安
楽

死
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
死
を
惹
起
す
る
か
も
知
れ
な
い
苦
痛
緩
和
か
ら
区
別

さ
れ
得
な
い
。

後
者
﹇
第
二
の
議
論
﹈
に
つ
い
て
は
次
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
霧
の
中
で
道
標

が
全
く
見
え
な
か
っ
た
り
殆
ど
見
え
な
い
と
し
て
も
、
道
標
が
重
要
で
な
い
と

い
う
こ
と
の
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
道
徳
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
作
為
と
不
作

為
、
人
工
的
技
術
的
と
自
然
的
、
積
極
的
と
消
極
的
そ
れ
自
体
と
い
う
こ
れ
ら

の
区
別
で
は
な
く
、（
ａ
）
何﹅
が﹅
、
そ
し
て
（
ｂ
）
い﹅
か﹅
な﹅
る﹅
状﹅
況﹅
下﹅
で﹅
何
が
為

さ
れ
若
し
く
は
差
し
控
え
ら
れ
る
か
、
で
あ
る
。（
従
っ
て
、
倫
理
的
に
主
張
可

能
な
不
作
為
と
義
務
違
反
の
不
作
為
と
の
区
別
を
可
能
に
す
る
、
よ
り
一
層
正

確
な
規
準
の
探
求
が
重
要
な
の
で
あ
る
。）行
為
の
判
断
に
際
し
て
は
、
行﹅
為﹅
構﹅

造﹅
全﹅
体﹅
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
｜
功
利
主
義
側
か
ら
要
求
さ
れ
る
よ

う
に
｜
諸
要
素
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
、
行
為
の
結
果
だ
け
が
考
慮
さ
れ
れ
ば
よ

い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
行
為
の
構
造
は
、
結
果
と
並
ん
で
選
択
さ
れ
た
手
段
、

状
況
、
動
機
さ
ら
に
意
図
を
も
包
含
す
る
。（
動
機
と
意
図
を
外
側
か
ら
探
求
す

る
こ
と
の
困
難
は
事
態
を
何
ら
変
え
は
し
な
い
。）

殺
す
こ
と
と
死
に
逝
く
に
任
せ
る
こ
と
の
区
別
は
、
三
重
の
仕
方
で
、
即
ち
、

（
一
）
死
の
原
因
、（
二
）（
行
為
目
標
の
）
意
図
、（
三
）
動
機
づ
け
な
い
し
態

度
に
関
し
て
示
さ
れ
る８

）

。（
一
）に
対
し
て
。
死
の
原
因
は
、
或
る
ば
あ
い
に
は

生
物
の
不
可
逆
的
な
崩
壊
過
程
で
あ
る
。
或
る
者
を
し
て
死
に
逝
く
に
任
せ
る

と
は
、
こ
の
過
程
に
そ
の
展
開
を
任
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
殺
人
の
ば
あ
い

に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
患
者
は
﹇
上
述
と
は
異
な
る
﹈
他
の
原
因
に
よ
っ
て

死
ぬ
の
で
あ
る
。
キ
ャ
ラ
ハ
ン９

）

は
こ
の
区
別
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
見
せ
た
。

致
死
量
の
注
射
は
病
人
の
生
命
も
健
康
な
者
の
生
命
も
絶
っ
て
し
ま
う
が
、
そ

れ
に
対
し
て
、
治
療
の
限
定
や
中
断
は
死
に
瀕
し
た
病
人
を
死
に
到
ら
し
め
る

も
の
の
、
健
康
な
者
に
対
し
て
は
そ
う
で
は
な
い
。（
二
）に
対
し
て
。
死
に
逝

く
に
任
せ
る
と
い
う
形
態
に
は
、
治
療
の
制
限
や
治
療
中
断
が
属
す
る
。
こ
こ

で
重
要
な
の
は
、
作
為
と
不
作
為
の
抽
象
的
区
別
で
も
な
け
れ
ば
積
極
的
と
消

極
的
の
抽
象
的
区
別10

）

で
も
な
く
｜
そ
れ
ら
は
一
致
し
な
い
｜
、
行﹅
為﹅
目﹅
標﹅
で
あ

る
。
治
療
の
制
限
や
中
断
は
作
為
の
ば
あ
い
も
不
作
為
の
ば
あ
い
も
行
わ
れ
得

る
が
、
何
れ
に
せ
よ
或
る
特
定
の
意
図
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
殺
人
の
目
標
は

た
だ
一
つ
、
死
で
あ
る
。
治
療
断
念
の
目
標
は
死
に
逝
く
こ
と
を
可
能
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
意
図
さ
れ
る
の
は
死
で
は
な
く
、
患
者
に
と
っ
て

無
意
味
な
延
命
の
回
避
で
あ
る
。
無
意
味
と
い
う
の
は
、
単
な
る
延
命
が
問
題

と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。（
三
）に
対
し
て
。
い
わ
ゆ
る
機
器
依
存
医
療A

p
p
a
r-

a
tem

ed
izin

に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
延
命
の
意
味
の
な
さ
は
、
嘱
託
殺
人
支

持
の
議
論
の
論
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
機
器
依
存
医
療
は
大
抵
は
不
当
に
評

価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
措
い
て
も
、
実
現
可
能
な
延
命
へ
の
不

安
を
伴
う
直
接
的
積
極
的
安
楽
死
へ
の
覚
悟
は
内
心
で
は
同
じ
考﹅
え﹅
方﹅
、即
ち
、

実
行
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
共
有
し
て
い
る
。
或
る
者
を
し
て
死
に
逝
か

せ
る
者
は
、
医
療
行
為
可
能
性
の
限
界
を
、
そ
し
て
そ
の
限
界
と
並
ん
で
死
を

｜
患
者
の
死
も
自
分
自
身
の
死
を
も
!

｜
彼
の
本
質
と
し
て
、
即
ち
、
人
間

に
と
っ
て
畢
竟
操
作
不
可
能
な
力
と
し
て
受
け
容
れ
る
の
で
あ
る
。
死﹅
に﹅
逝﹅
く﹅

に﹅
任﹅
せ﹅
る﹅
と
い
う
の
は
、
包﹅
括﹅
的﹅
な﹅
現﹅
存﹅
在﹅
受﹅
容﹅
の﹅
エ﹅
ー﹅
ト﹅
ス﹅
に
依
存
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
殺
人
は
正
反
対
の
態
度
を
、
即
ち
、
端
的
に
操
作
不
可
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能
な
も
の
を
操
作
し
て
や
ろ
う
と
い
う
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
死

が
不
可
避
な
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
死
は
技
術
的
に
予
防
さ
れ
る
と
い
う
仕
方

で
少
な
く
と
も
「
作
ら
れ
」
る
に
違
い
な
い
。
死
に
対
す
る
力
（
支
配
力
）
と

い
う
形
で
生
命
に
対
す
る
力
（
支
配
力
）
は
完
成
す
る
。

最
後
に
語
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
「
人
間
的
な
安
楽
死
」
と
い
う
異
論
が

提
起
さ
れ
る
。
誰
か
或
る
者
を
意
味
な
く
苦
し
め
る
と
い
う
の
は
冷
笑
主
義
で

あ
る
と
い
う
。
嘱
託
殺
人
は
自
己
決
定
議
論
と
並
ん
で
同
情
議
論
に
依
拠
し
て

い
る
。
患
う
者
の
殺
害
は
そ
れ
自
体
同
情
と
い
う
人
間
的
な
行
為
な
の
だ
ろ
う

か
？

他
人
の
同
情
か
ら「
自
分
の
死
へ
の
権
利
」が
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？

第
二
節

制
度
化
の
諸
帰
結

耐
え
が
た
い
苦
痛
に
関
し
て
は
、
現
代
の
緩
和
医
療
が
参
照
さ
れ
得
る11

）

。
同

情
は
、
す
べ
て
の
感
情
同
様
、
多
義
的
で
あ
る
。
同
情
に
よ
っ
て
我
々
は
倫
理

的
問
題
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
、
倫
理
的
決
断
を
促
さ
れ
は
す
る
が
、
答
え
を
既

に
与
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い12

）

。
同
情
議
論
（「
人
間
的
安
楽
死
」）
を
吟
味

す
る
に
際
し
て
は
、
真
の
同
情
と
、
自
己
同
情
と
い
う
意
味
で
の
｜
我
々
の
表

現
で
は
｜「
安
っ
ぽ
い
」同
情
と
を
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。真
の
同
情
は
、

共
に＝

担
う
こ
と

へ
と
、
そ
し
て
「
苦
し
む
者
と
感
情
移
入
に
よ
っ
て
共

に
歩
む
と
い
う
意
味
で
真
に
同
情
す
る
﹇
共
に
苦
し
む
﹈
こ
と
へ
」（V

irt 1998,

19

）と
成
る
。
同
情
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
拒
絶
反
応
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
だ
っ

て
あ
り
得
る
。
苦
痛
に
対
す
る
自
分
の
不
安
が
苦
し
む
者
に
投
射
さ
れ
る
。
不

安
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
た
め
苦
し
む
者
を
見
な
く
て
済
む
よ
う
に
し
む
け
、

果
て
は
こ
の
者
の
生
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
ま
で
急
進
化
し
て
し
ま
う
。

苦
痛
は
そ
れ
を
回
避
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
。
し
か
し
、
苦
し
む
者
を
殺
し
て

で
も
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
同
情
に
発
す
る
殺
人
を
原
則
的
に
法
適
合
的

で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
自
己
決
定
思
想
の
過
激
化
に
由
来

す
る
社﹅
会﹅
倫﹅
理﹅
的﹅
諸﹅
帰﹅
結﹅
を
受
け
て
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
受
容
し
が
た
い
結

果
の
指
摘
は
、「
未
来
」と
い
う
不
確
定
要
因
の
た
め
に
確
か
に
注
意
深
く
対
処

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ダ
ム
決
壊
議
論
と
い
う
線
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な

い
。
嘱
託
殺
人
の
事
例
に
お
い
て
社
会
倫
理
的
諸
帰
結
は
単
な
る
未
来
の
粗
書

き
な
ど
で
は
少
し
も
な
く
｜
オ
ラ
ン
ダ
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
｜
既
に
参

照
可
能
で
あ
る
。
更
に
、
人
間
の
生
命
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
社
会

で
優
勢
で
あ
る
か
は
、
ど
う
で
も
い
い
問
題
で
は
な
い
。

嘱
託
殺
人
の
制
度
化
は
、
第
一
に
、
医
師
に
対
す
る﹇
過
大
な
﹈期
待
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
何
百
年
も
試
練
に
耐
え
て
き
た
医
師
の
エ
ー
ト
ス
と
一
致
し
得
な

い
。
医
師
の
使
命
は
治
療
で
あ
り
、
こ
れ
が
無
理
な
と
き
は
苦
痛
の
緩
和
で
こ

そ
あ
れ
、
殺
害
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
﹇
安
楽
死
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
﹈

証
明
責
任
を
負
う
べ
き
は
、
実
証
さ
れ
た
エ
ー
ト
ス
の
側
で
は
な
く
、
反
対
に
、

そ
れ
を
破
り
殺
害
を
「
職
業
上
の
常
態
の
要
素
」
に
高
め
よ
う
と
す
る
過
大
要

求
を
す
る
側
に
こ
そ
あ
る
（F

u
ch
s,
in
:
S
p
a
em
a
n
n
/
F
u
ch
s 1997,

86

）。

合
法
化
す
る
な
ら
ば
、
更
に
、
国
家
に
疑
わ
し
い
保
証
人
的
地
位
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
国
家
は
行
為
す
る
人
員
の
準
備
を
配
慮
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
者
が
｜
オ
ラ
ン
ダ
の
例
が
示
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
く
｜
問
題
が
そ
う
し
た
仕
方
で
は
全
く
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
法
哲

学
者
G
・
ル
ー
フ
が
「
安
楽
死
議
論
の
法
倫
理
的
諸
側
面
」
に
関
す
る
講
演
で
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述
べ
た
よ
う
に
、
何
ら
異
論
に
な
っ
て
い
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
こ
で
は
構

造
的
な
法
問
題
も
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
制
度
化
は
、
第
二
に
、
医

者
と
患
者
の
信
頼
関
係
の
基
礎
を
掘
り
崩
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
患
者
は
、
医

者
の
中
に
援
助
者
の
代
わ
り
に
場
合
に
よ
っ
て
は
殺
害
者
を
見
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
第
三
に
、
患
者

に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
こ
と
へ
と
自
ら
決
定
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
排
除
さ
れ

得
な
い
周
囲
や
社
会
か
ら
の
圧
力
が
患
者
に
か
か
っ
て
く
る
。
社
会
的
な
（
例

え
ば
経
済
的
な
）
功
利
性
考
量
が
苦
し
む
者
と
の
連
帯
に
代
わ
っ
て
同
情
議
論

の
外
套
を
ま
と
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
第
四
に
、
原
則
是
認
に
基
づ
く
と
、
自

由
意
志
に
よ
る
安
楽
死
と
そ
れ
に
よ
ら
な
い
安
楽
死
と
自
由
意
志
に
反
す
る
安

楽
死
（
安
楽
殺
）
と
の
区
別
が
｜
し
か
も
実
質
的
な
理
由
か
ら
｜
解
消
し
て
し

ま
う
。
安
楽
死
志
願
者
の
仲
間
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
も

し
も
殺
害
が
最
重
度
患
者
に
と
っ
て
そ
の
者
の
幸
福
に
な
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
の
幸
福
を
他
者
に
差
し
控
え
る
べ
き
理
由
は
原
則
的
に
全
く
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
安
楽
死
志
願
者
の
自
己
決
定
に
道
徳
的
義
務
づ
け

を
対
応
す
る
も
の
と
考
え
る
者
は
、
抑
鬱
状
態
に
あ
る
者
や
生
活
に
疲
れ
た
者

を
も
こ
の
安
楽
死
志
願
者
名
簿
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
何
ら
反
対
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
許
容
条
件
の
厳
格
化
は
役
に
立
た
な
い
。
原
則
的
な（
即

ち
、
単
に
利
益
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
）
禁
止
の
承
認
と
そ
の
法
制
度
へ
の
根

づ
き
と
が
有
益
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
正
に
上
と
は
逆
に
、
安
楽
死
を
歓
迎

す
る
風
土
の
阻
止
に
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
死
に
対
す
る
構
え
は
生
に
対
す
る

構
え
で
も
あ
り
、
ま
た
逆
も
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
嘱
託

殺
人
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
上
で
の
許
容
条
件
の
ば
あ
い
よ
り
も
、﹇
上
述
方
針

で
の
﹈
許
容
条
件
は
誤
濫
用
に
よ
り
強
く
晒
さ
れ
、
そ
の
制
御
は
よ
り
困
難
に

な
る
。
条
件
が
厳
格
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
遵
守
は
ま
す
ま
す
官
僚
的
に
な

り
、
そ
の
結
果
、「
道
徳
は
こ
う
し
て
行
政
手
続
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ

う
か
」（V

irt 1998,
29

）
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。

極
端
状
況
か
ら
嘱
託
殺
人
に
も
通
用
す
る
行
為
規
則
が
導
出
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。
両
者
の
過
大
な
要
求
が
ぶ
つ
か
り
、
望
ま
れ
た
死
が
最
終
的
に
見
ら
れ

る
悲
劇
的
な
葛
藤
状
況
は
確
か
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
苦

痛
緩
和
の
量
が
そ
の
ま
ま
で
致
死
量
に
な
る
か
な
ら
ぬ
か
予
測
で
き
な
い
悲
劇

的
な
事
例
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
う
し
た
行
為

は
許
容
さ
れ
て
い
る
と
の
結
論
は
生
じ
な
い
。
せ
い
ぜ
い
そ
う
し
た
行
為
は
免

責
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
寛
大
な
措
置
に
値
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
例

外
は
例
外
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
合
法
化
は
例
外
か
ら
こ
う
し
た
性
格

を
奪
い
、
そ
れ
ら
に
社
会
倫
理
的
に
正
当
化
さ
れ
得
な
い
偽
正
常
性
を
与
え
ら

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

嘱
託
殺
人
の
合
法
化
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
｜
権
威
あ
る
政
治
の
側

か
ら
も
医
師
会
側
か
ら
も
最
近
出
さ
れ
た
こ
の
問
題
に
関
連
す
る
表
明
に
よ
れ

ば
｜
積
極
的
意
味
で
は
全
く
主
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
こ
れ
で

よ
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
社
会
意
識
を
そ
れ
相
応
に
強
化

す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対
の
動
き
が
知
識
人

の
軽
率
さ
で
助
長
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
決
定
を

個
人
主
義
的
に
急
進
化
し
て
い
っ
た
先
に
あ
る
の
は
、
脱
連
帯
化
だ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
他
者
に
よ
る
決
定
に
転
化
し
て
し
ま
う
。
自
己
決
定
を

是
認
し
、
或
い
は
た
だ
甘
受
す
る
と
い
う
だ
け
で
も
、
そ
ん
な
社
会
は
人
間
的
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で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

註

１
）

「
よ
り
に
よ
っ
て
端
的
に
弱
っ
て
い
る
状
況
下
で
、
そ
れ
も
特
に
、
貧
し
い
者
、

孤
独
な
者
、
そ
れ
に
女
性
と
い
っ
た
何
れ
に
し
て
も
生
活
し
て
い
く
上
で
不
利
な
立

場
に
あ
る
者
と
の
関
連
で
、
主
権
的
意
志
決
定
を
擬
制
す
る
の
は
冷
笑
的
で
あ
る
。」

（S
paem

an
n
,
in
:
S
paem

an
n
/
F
u
ch
s 1997,

26

）「
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
こ

の
前
提
（＝

自
律
、
Ｇ
・
Ｐ
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
方
針
が
要
求
す
る
よ
う
に
は
第
二

前
提
、
即
ち
、
苦
痛
の
耐
え
が
た
さ
と
調
和
し
な
い
。
殺
し
て
欲
し
い
と
の
希
望
は
、

主
権
性
、
慎
重
な
考
慮
、（
他
者
の
）影
響
を
受
け
て
い
な
い
自
己
決
定
だ
け
は
優
遇

し
な
い
極
端
状
況
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

（F
u
ch
s
,
in
:
S
paem

an
n
/
F
u
ch
s 1997,

55

）.

２
）
「
生
命
権
は
、
誰
か
あ
る
者
に
対
す
る
要
求
権
﹇
債
権
﹈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
｜
所

有
権
に
よ
う
に
｜
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
い
よ
う
と
も
常
に
有
す
る
も
の
を
奪﹅

わ﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
と
い
う
権
利
で
あ
る
。
…
…
生
命
権
は
、
そ
れ
故
、
生﹅
き﹅
つ﹅
づ﹅
け﹅
る﹅
こ﹅
と﹅

を﹅
妨﹅
げ﹅
ら﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
権
利
で
あ
る
。」（M

u
ller 1997,

134
）.

３
）

H
oerster

1991

）,19ff,
69 ff.

４
）

v
g
l.
M
u
ller

1997

）,78 ff.

５
）

「
ど
の
よ
う
な
種
類
で
あ
れ
、
人
間
の
苦
痛
や
貧
困
が
尊
厳
を
傷
つ
け
る
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
受
容
﹇
の
あ
り
方
﹈
が
具
体
化
し
て
現
わ
れ
る
思
考
と

行
動
、
苦
痛
と
貧
困
が
尊
厳
を
貶
め
る
の
で
あ
る
。
…
…
苦
痛
に
満
ち
た
状
況
下
で

人
間
の
尊
厳
を
問
題
に
す
る
者
は
そ
れ
を
低
く
考
え
る
。
そ
れ
故
、
苦
し
む
者
を
処

理
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
助
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
人
間
の
尊
厳
を
実
は
攻
撃

し
て
い
る
の
で
あ
る
。」（M

u
ller 1997,

94

）.

６
）

こ
れ
に
関
す
る
詳
細
は
、
会
議
の
他
の
報
告
が
提
供
し
て
い
る
。

７
）

「
自
由
の
原
理
は
、
自
由
を
他
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。
逆
に
、
他
者
の

自
由
権
の
尊
重
は
、
他
者
を
殺
害
し
、
か
く
し
て
こ
の
自
由
の
主
体
を
処
理
す
る
こ

と
を
最
終
的
帰
結
と
は
な
し
得
な
い
。
殺﹅
さ﹅
れ﹅
る﹅
権
利
に
ま
で
絶
対
化
さ
れ
た
な
ら

ば
、
自
律
自
体
は
パ
ラ
ド
ク
ス
に
陥
る
。」（F

u
ch
s
,
in
:
S
paem

an
n
/
F
u
ch
s 1997,

65

）.

８
）

以
下
の
記
述
は
、V

irt
1998

）,36 f.

に
よ
る
。

９
）

S
paem

an
n
/
F
u
ch
s

1997

）,68.

か
ら
の
間
接
引
用
。

10
）

「『
積
極
的
』
安
楽
死
と
『
消
極
的
』
安
楽
死
を
語
る
の
は
誤
解
を
招
き
が
ち
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
身
体
的
行
動
の
存
在
な
い
し
欠
如
が
区
別
の
基
準
と
さ
れ
、

そ
の
都
度
の
行
為
の
意
味
が
基
準
と
な
る
の
で
は
な
い
と
の
誤
っ
た
印
象
を
与
え
て

し
ま
う
限
り
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。」（F

u
ch
s
,
in
:
S
paem

an
n
/
F
u
ch
s 1997,

68

）.

11
）

実
効
的
な
苦
痛
と
の
闘
い
の
可
能
性
の
描
写
は
能
力
の
理
由
か
ら
行
わ
な
い
。
そ

れ
は
他
の
学
術
報
告
に
委
ね
ら
れ
る
。

12
）

自
発
的
な
感
情
の
反
応
は
多
義
的
で
あ
る
。「
我
々
が
『
安
っ
ぽ
い
』
同
情
に
つ
い

て
も
語
っ
た
の
は
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
苦
し
む
者
、
そ
れ
ば
か
り
か
苦

し
み
の
中
に
あ
る
動
物
に
出
会
っ
て
、
先
ず
共
感
の
感
情
と
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、

倫
理
的
形
態
及
び
決
断
へ
の
挑
戦
で
あ
る
。」（V

irt 1998,
19

）.

「
し
か
し
同
情
は

そ
れ
自
体
…
…
何
ら
倫
理
的
答
え
で
は
な
い
。
同
情
に
よ
っ
て
む
し
ろ
人
は
初
め
て

倫
理
的
状
況
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
根
絶
で
き
な
い
苦
痛
を
前
に
し
て
、
同
情

は
選
択
肢
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
苦
痛
を
共
に
担
う
か
、
｜
そ
れ
と
も
、
苦
し
む
者

を
な
き
者
に
す
る
か
。」（S

p
lett 1996,

57

）.
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著
者G

u
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er P

o
ltn
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一
九
四
二
年
生
れ
。
哲
学
博
士
。
ヴ
ィ
ー
ン
大
学
哲
学
部
教
授
。

翻
訳
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諾
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び
謝
辞

二
〇
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四
年
九
月
十
六
日
付
け
電
子
メ
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に
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Ｉ
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事
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局
長
の
エ
ン
リ
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戴
い
た
。
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