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ク
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ザ
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ビ
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チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
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応
答

第
二
章　

決
疑
論
と
行
為
者
中
心
主
義

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
の
決
疑
論

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
批
判

　

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
決
疑
論
の
積
極
的
展
開

　

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
行
為
者
中
心
主
義

む
す
び―

方
法
論
論
争
が
含
意
す
る
も
の

は
じ
め
に

　

応
用
倫
理
学
に
固
有
の
方
法
は
あ
り
う
る
の
か
。
応
用
倫
理
学
も
ま
た
哲
学

の
営
み
の
一
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
哲
学
同
様
固
有
の
方
法
は
な
い
と
言
う
べ

き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
学
」
の
看
板
を
掲
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
学
に
固
有
の
方
法
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
思
考
の
集
合
で
あ
っ
て
、
何
も
大
学
と
い
う
制
度
の

中
に
ご
大
層
な
講
座
を
わ
ざ
わ
ざ
構
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
疑
念
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
い
や
ま
た
再
び
逆

に
、
そ
う
し
た
制
度
化
さ
れ
た
学
に
絡
め
と
ら
れ
な
い
思
考
の
自
由
な
運
動
を

あ
え
て
大
学
と
い
う
制
度
の
中
で
学
と
し
て
営
む
こ
と
に
こ
そ
、
哲
学
が
応
用

倫
理
学
と
し
て
現
代
に
臨
む
こ
と
の
意
義
で
あ
る
、と
嘯
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
応
用
倫
理
学
の
方
法
は
、
い
か
に
論
じ
ら
れ
よ
う
と
も
結
局

は
問
題
に
取
り
組
む
個
々
の
研
究
者
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味

で
、
基
本
的
に
自
由
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
応
用
倫
理
学
が
社
会
運
動
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
は
な
く

学
問
で
あ
り
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
一
定
程
度
の
方
法
的
類
型
が
必

要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
類
型
は
、
お
そ
ら
く
絶
対
的
な
拘

束
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
研
究
に
取
り
組
む
個
々
の
応
用
倫
理
学
者
が
そ

れ
ぞ
れ
目
安
に
し
な
が
ら
、
一
定
の
幅
を
も
つ
学
術
的
妥
当
性
を
確
認
す
る
よ
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う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
類
型
を
発
見
し
て
い
く
に
あ
た
っ

て
は
、
す
で
に
過
去
約
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
応
用
倫
理
学

の
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
英
語
圏
に
お
け
る
応
用
倫
理
学
の
方
法
に
関
す
る
議
論
は
、
応

用
倫
理
学
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
始
め
た
一
九
七
〇
年
代
に
す
で
に
さ
ま
ざ
ま

な
形
で
開
始
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
応
用
倫
理
学
の
方
法
と
し
て
直
接
的

に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
生
命
倫
理
や
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
、
技
術
者
倫
理

と
い
っ
た
特
定
領
域
の
方
法
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、

結
局
そ
れ
ら
は
総
じ
て
、
哲
学
・
倫
理
学
者
が
現
代
社
会
の
喫
緊
の
倫
理
的
諸

問
題
に
い
か
に
取
り
組
み
う
る
か
／
取
り
組
む
べ
き
か
、
と
い
う
応
用
倫
理
学

の
方
法
に
関
す
る
議
論
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
問
題
圏
に
関
し
て
、

強
い
関
心
と
一
定
程
度
の
議
論
の
蓄
積
が
あ
る
の
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
や
は

り
生
命
倫
理
領
域
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
国
に
お
け
る
生
命
倫
理
学
の
総

本
山
的
存
在
で
あ
る
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
ケ
ネ
デ
ィ
倫
理
研
究
所
の
ト
ム
・

L
・
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
に
よ
っ
て
、
研
究
所
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
で
の
特
集
そ
の
他
を

舞
台
と
し
て
、
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
精
力
的
な
論
争
が
展
開
さ
れ
て
き
て

い
る

）
1
（

。
本
稿
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
足
跡
を
た
ど
り
つ
つ
応
用
倫
理
学
の
方
法

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

一
般
に
、
応
用
倫
理
学
の
方
法
論
の
典
型
的
な
あ
ら
す
じ
は
、
ト
ッ
プ
・
ダ

ウ
ン
型
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
紹
介
し
そ
れ
ぞ
れ

の
不
備
を
指
摘
し
た
後
に
、
折
衷
型
の
調
和
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す

る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
2
（

。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
正
・
反
・
合
」
的
な
理

論
史
構
築
か
ら
は
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
論
を
進
め
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、

本
稿
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
ば
現
実
の
倫
理
性
や
道
徳
性
を
的
確
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、と
い
う
倫
理
学
の
理
論
的
な
問
題
意
識
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
自
ら
の
方
法
論
を
綴
り
出
す
に
至
っ
た
要
因
に
こ
そ
着
目

し
た
い
と
い
う
倫
理
学
者0

と
し
て
の
実
践
的
な
問
題
意
識
に
定
位
し
て
書
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
論
者
の
主
張
と
批
判
に
つ
い
て
は

比
較
的
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
記
述
を
心
が
け
て
、
サ
ー
ベ
イ
論
文
的
に
論
争
状
況

の
提
示
を
試
み
た
い
。

第
一
章　

原
則
主
義
論
争

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
が
一
九
七
九
年
に
『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原

則
（P

rinciples of B
iom

edical E
thics

）』
を
世
に
問
い
、
哲
学
・
倫
理
学
者

と
し
て
生
命
倫
理
の
諸
問
題
に
取
り
組
む
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
。

も
ち
ろ
ん
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
は
、
現
代
の
古
典
の
一
つ
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と

も
あ
る
こ
の
著
書
の
中
で
、「
原
則
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
（principle-based 

approach

）」
と
い
う
独
自
の
立
場
を
明
確
に
し
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
、
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
本
当
の
意
味
で
論
争
の
表
舞
台
に
登
場
す
る
の

は
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
が
次
々
と
現
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
八
一
年
に
発
表
さ
れ
た
「
原

則
の
暴
虐
」
と
銘
打
た
れ
た
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
論
考
［Toulm

in 1981

］
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
対
し
て
公
式
に
挑
戦

状
を
叩
き
付
け
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
一
九
九
〇
年
の
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の

論
考
［C

louser and G
ert 1990

］
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
ク
ラ
ウ

ザ
ー
と
ガ
ー
ト
が
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
「
原
則
主
義



社 会 と 倫 理

156

（principlism

）」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
こ
と
で
、「
原
則
」
の
倫
理
学
方
法

論
上
の
位
置
づ
け
問
題
と
い
う
応
用
倫
理
学
の
一
つ
の
論
争
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が

明
確
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る

）
3
（

。

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
そ
の
後
、『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原
則
』
を

改
訂
す
る
形
で
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
批
判
に
応
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
応
答
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
が
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
「
原

則
主
義
」
批
判
論
文
と
同
じ
一
九
九
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の

論
考
［R

ichardson 1990

］
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
、
こ
の
論
考
の
中

で
「
詳
述
化
（specification

）」
と
い
う
モ
デ
ル
を
提
起
し
、
原
則
主
義
を
補

強
し
て
「
詳
述
化
原
則
主
義
（specified principlism

）」
へ
と
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
さ
せ
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス

は
、
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原
則
』
の
第
四
版
に

お
い
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
「
詳
述
化
」
の
議
論
を
自
ら
の
原
則
主
義
に
取

り
込
む
こ
と
を
明
言
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
翌
一
九
九
五

年
、K

ennedy Institute of E
thics Journal

誌
上
で
、「
詳
述
化
」
を
取
り
込
み

つ
つ
あ
っ
た
「
原
則
主
義
」
の
ビ
ー
チ
ャ
ム
［B

eaucham
p 1995

］、
そ
の
批

判
者
で
あ
り
「
共
通
道
徳
理
論
」
を
掲
げ
る
ク
ラ
ウ
ザ
ー
［C

louser 1995
］、

次
章
で
述
べ
る
決
疑
論
の
論
客
ジ
ョ
ン
セ
ン
［Jonsen 1995

］
ら
が
相
見
え
、

原
則
主
義
論
争
の
構
図
が
明
確
化
す
る

）
4
（

。
そ
の
後
も
活
発
な
論
戦
が
継
続
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
本
章
で
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
対
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と

ガ
ー
ト
の
対
立
軸
か
ら
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
よ
る
原
則
主
義
批
判
、
彼

ら
の
積
極
的
な
主
張
で
あ
る
「
共
通
道
徳
理
論
」、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
「
詳

述
化
」
モ
デ
ル
に
つ
い
て
や
や
詳
細
に
紹
介
し
、
最
後
に
、『
生
命
医
学
倫
理

の
諸
原
則
』
第
五
版
［B

eaucham
p and C

hildress 2001

］
で
の
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
見
解
に
簡
潔
に
言
及
す
る
。

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
よ
る
原
則
主
義
批
判

　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
、
論
考
の
冒
頭
で
、
お
手
軽
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ

れ
た
形
で
も
て
は
や
さ
れ
て
き
た
米
国
に
お
け
る
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
二
十

年
間
に
及
ぶ
生
命
倫
理
学
の
状
況
を
批
判
し
、
そ
こ
か
し
こ
で
「
善
行
…
自
律

…
正
義
…
」
と
い
う
マ
ン
ト
ラ
（
呪
文
）
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と
皮
肉
を
浴
び

せ
る
［C

louser and G
ert 1990: 219

］。
彼
ら
の
批
判
の
要
点
は
、「
原
則
」

の
内
容
で
は
な
く
て
そ
の
使
わ
れ
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
原
則
主
義
で
用
い

ら
れ
て
い
る「
原
則
」の
概
念
的
・
体
系
的
な
地
位
が
問
題
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
、
自
分
た
ち
の
批
判
の
矛
先
は
生
命
倫
理
学
に
お
い

て
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
思
潮
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
厳

密
に
は
個
々
の
論
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
な
い
、
と
断
り
を
入
れ
て
い
る

［220

］。

　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、「
原
則
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、

道
徳
理
論
の
代
替
物
た
り
え
な
い
し
行
為
の
指
針
と
も
な
り
え
な
い
。
伝
統
的

な
倫
理
学
の
原
則
は
、
そ
れ
を
補
強
す
る
包
括
的
な
理
論
を
効
果
的
に
要
約

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
理
論
的
裏
づ
け
を
有
す
る
ロ
ー
ル
ズ
や
J
・

S
・
ミ
ル
の
原
則
と
は
異
な
り
、
原
則
主
義
の
提
示
す
る
「
原
則
」
は
そ
の
中

に
い
く
つ
も
の
相
拮
抗
す
る
問
題
群
を
抱
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
原
則
主
義
の

「
原
則
」
の
機
能
は
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
倫
理
的
価
値
が
存
在
す
る
こ
と
を
行

為
者
に
思
い
出
さ
せ
る
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
ど
の
よ
う
に
考
え
行
為
す
べ
き
か
と
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い
う
行
為
の
指
針
を
示
す
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
局
は
行
為
者
が

手
前
味
噌
の
や
り
方
や
解
釈
で
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
原

則
」
だ
け
で
は
判
断
を
決
定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
「
原
則
」

に
は
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
解
消
、
優
先
度
決
定
な
ど
に
関
す
る
理
論
的
基
礎
が

欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
原
則
主
義
が
「
原
則
」
を
論
じ
る
場
所
で

は
、
実
際
に
は
た
と
え
ば
「
善
行
を
考
慮
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
よ
」
と
い
っ

た
程
度
の
こ
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
有
益
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
提
示
と

い
う
目
標
に
反
し
て
羊
頭
狗
肉
の
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
要
す
る
に
大
き
な
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
「
原
則
」
が
確
立
さ
れ
正
当
化
さ

れ
た
も
の
だ
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
行
為
者
が
自
分
の
道
徳
的

決
定
に
際
し
て
依
拠
す
べ
き
根
拠
に
気
づ
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
の
二

点
で
あ
る
。
原
則
主
義
は
、
難
し
い
倫
理
問
題
を
前
に
し
て
理
論
的
裏
づ
け
の

あ
る
「
原
則
」
を
適
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、
実
際
の
と
こ
ろ

は
「
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
事
例
を
考
え
ま
し
ょ
う
」
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
。

原
則
主
義
は
、
善
行
に
つ
い
て
は
ミ
ル
の
、
自
律
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
の
、
正

義
に
つ
い
て
は
ロ
ー
ル
ズ
の
、
無
危
害
に
つ
い
て
は
ガ
ー
ト
の
理
論
を
そ
れ
ぞ

れ
密
輸
入
し
て
店
を
開
い
て
い
る
だ
け
、
と
い
う
疑
い
を
払
拭
で
き
な
い
の
で

あ
る
。［221― 223

］

　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
、
こ
う
し
た
原
則
主
義
が
蔓
延
っ
て
き
た
生
命
倫

理
学
の
状
況
に
対
し
て
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
症
候
群
」
と
い
う
診
断
を
下
す
。
生

命
倫
理
学
の
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
ほ
と
ん
ど
で
は
、
ま

ず
功
利
主
義
、
カ
ン
ト
主
義
、
契
約
主
義
な
ど
の
理
論
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
ら

が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
具
体
的
な
諸
問
題
に
つ
い

て
、
そ
う
し
た
不
十
分
と
さ
れ
る
理
論
を
用
い
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」ア
プ
ロ
ー
チ
は
原
則
主
義
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
他
な
ら
な
い
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
原
則
主
義
は
、
倫
理

学
理
論
の
内
実
を
捉
え
損
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
複
数
の
異
な
る
理
論
が
そ

れ
ぞ
れ
正
当
化
の
序
列
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
て
そ
れ
ら
の
間
で
適
切
性
の
判

断
が
で
き
な
い
と
い
う
一
種
の
相
対
主
義
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。［232

］

　

さ
ら
に
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
、
批
判
の
標
的
で
あ
る
生
命
倫
理
学
に

お
け
る
主
要
な
思
潮
に
絶
大
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
の
原
則
主
義
に
対
し
て
も
批
判
を
加
え
て
い
る

）
5
（

。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
が
提
示
す
る
「
善
行
」
の
原
則
の
中
に
は
、「
危
害
を
予
防
し
排
除
せ
よ
」

と
「
利
益
を
与
え
よ
」
と
い
う
か
な
り
異
な
る
指
令
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
差
異
を
度
外
視
し
て
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
「
原
則
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、

難
し
い
理
論
的
問
題
が
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム

と
チ
ル
ド
レ
ス
は
確
か
に
道
徳
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
拾
い
上
げ
よ
う
と
心

が
け
て
は
い
る
が
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
批
判
の
要
点
は
、「
原
則
」
そ

れ
自
体
お
よ
び
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
説
明
が
欠
け
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
単
に
緩
や
か
に
関
わ
り
合
っ
て
い
そ
う
な
問
題
群
を「
原
則
」

の
名
の
下
に
括
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、あ
た
か
も
個
別
事
例
に
「
応
用
」

で
き
る
「
原
則
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
、
実
践
的
に
も
理
論
的
に

も
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
、
と
彼
ら
は
難
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
則
主

義
は
、
体
系
的
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
実
践
的
・
理
論
的
な
問
題
を

生
み
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
原
則
」
を
結
び
つ
け
る
道
徳
理
論
が
不
在

で
あ
る
た
め
、「
明
確
で
、
首
尾
一
貫
し
た
、
包
括
的
で
、
特
殊
な
行
為
の
規
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則
（clear, coherent, com

prehensive and specific rules of action

）」
を
も

た
ら
す
こ
と
も
そ
れ
ら
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。［226―

227
］

　

さ
て
、
原
則
主
義
に
よ
れ
ば
、「
倫
理
学
理
論
」
は
、
正
当
化
の
序
列
の
頂

点
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
個
々
の
現
実
的
問
題
に
は
対
処
し
き
れ
な

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
道
徳
的
な
「
原
則
」
が
事
実
上
最
終
審
級
の

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
、
こ
う
し
た
原
則
主

義
の
理
論
観
を
批
判
し
、
複
数
の
競
合
す
る
理
論
の
相
互
関
係
と
状
況
に
応
じ

た
理
論
間
の
優
劣
関
係
を
統
一
的
に
示
す
こ
と
の
で
き
る
包
括
的
な
理
論
の
提

示
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
共
通
す
る
道
徳
直
観
の
説
明

と
正
当
化
の
継
続
的
な
試
み
に
他
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
理
論
か

ら
現
実
的
で
な
い
結
論
が
出
た
な
ら
ば
、
理
論
に
立
ち
戻
っ
て
理
論
を
改
訂
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
原
則
主
義
で
は
そ
う
し
た
不
整
合
の
要
因
を
探
る

こ
と
が
そ
も
そ
も
で
き
な
い
、
と
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
は
批
判
す
る
。
そ
う

し
た
原
則
主
義
に
対
す
る
代
替
案
と
し
て
、彼
ら
は
、道
徳
規
則
、道
徳
的
理
想
、

規
則
違
反
の
正
当
化
に
関
す
る
決
定
手
続
き
、
見
解
不
一
致
を
説
明
す
る
道
徳

理
論
な
ど
か
ら
な
る
道
徳
シ
ス
テ
ム
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。［233― 234
］

共
通
道
徳
理
論―

ガ
ー
ト
と
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

痛
烈
な
原
則
主
義
批
判
を
打
ち
出
し
た
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
自
身
の
積
極

的
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
提
示
す
る
モ
デ
ル
に
つ
い

て
、
一
九
九
五
年
の
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
論
考
［C

louser 1995

］
に
依
拠
し
つ
つ

概
観
し
て
み
る
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
自
分
た
ち
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
原
則
主
義

の
源
泉
と
な
っ
た
『
ベ
ル
モ
ン
ト
・
レ
ポ
ー
ト
』
の
発
表
よ
り
も
十
年
以
上
前

の
一
九
六
六
年
頃
か
ら
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ガ
ー
ト
が
打
ち
出
し
た
基
本
的
な
立
場

を
更
新
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
原
則
主
義
へ
の
反
動
か
ら
生
ま
れ
た
も

の
で
は
な
い
、
と
注
意
を
促
す
。
さ
ら
に
、
彼
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
般
的

な
倫
理
学
理
論
で
あ
り
、
生
命
倫
理
学
に
特
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
さ

れ
る
。［C

louser 1995: 226

］
こ
う
し
た
包
括
性
へ
の
指
向
は
、
取
り
扱
い

領
域
を
生
命
倫
理
に
限
定
す
る
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
姿
勢
と
の
最
も

根
本
的
な
違
い
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
ら
の
強
調
点
は
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

道
徳

（m
orality as a system

）
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
規
則
、
道
徳
的
理
想
、
状

況
に
関
す
る
道
徳
的
に
重
要
な
特
徴
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
取
り
組
む
き
め
細
か

い
手
続
き
、
と
い
う
四
つ
の
主
要
素
か
ら
な
る
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、

各
要
素
が
規
則
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
に

よ
れ
ば
、
道
徳
理
論
の
役
割
は
、
日
々
実
践
さ
れ
て
い
る
日
常
の
道
徳
に
つ
い

て
体
系
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

道
徳
理
論
は
、
共
通
の
道
徳
直
観
を
説
明
し
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
継
続
中
の

試
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
常
の
道
徳
経
験
こ
そ
が
ク
ラ
ウ
ザ
ー
ら

の
理
論
の
始
点
で
あ
り
、
そ
う
し
た
日
常
の
道
徳
は
一
般
に
、
道
徳
規
則
（
欺

く
な
か
れ
、
殺
す
な
か
れ
、
嘘
を
つ
く
な
）
や
道
徳
的
理
想
（
苦
痛
を
和
ら
げ

よ
、
自
由
を
促
進
せ
よ
、
貧
者
を
助
け
よ
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
の
中
に

現
れ
て
い
る
。［227― 228

］

　

そ
う
し
た
日
常
の
道
徳
は
、
い
く
ら
か
混
乱
し
て
い
た
り
矛
盾
し
て
い
た
り

曖
昧
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
、
道
徳
理
論
は
、
そ
れ
を
習
慣
や
信
念
に
照
ら
し
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て
解
決
、
解
釈
、
調
停
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
の
役
割
は
、
道
徳
が
、

す
べ
て
の
人
々
に
適
用
さ
れ
る
公
共
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
受
け
入
れ
可
能
で

あ
る
と
不
偏
的
で
合
理
的
な
人
々
が
考
え
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
さ
ら
に
詳
し
く
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
何
で
あ
れ
、
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
道
徳
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
た
り

禁
じ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
、
同
じ
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
つ
状
況
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
べ
て
の
人
々
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
た
り
禁
じ
ら
れ
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
道
徳
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
に
自
分
が
従
い
、
か
つ
、
他
者
に

も
同
様
の
こ
と
を
す
る
よ
う
に
強
い
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
よ
う
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
の
シ
ス
テ
ム
は
、
す
べ
て
の
人
に

理
解
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
受
け
入
れ
な
い
こ
と
が
不
合
理

で
あ
る
よ
う
な
信
念
（
人
が
苦
し
ん
で
い
る
／
人
が
死
ぬ
／
人
が
苦
痛
を
経
験

し
て
い
る
／
人
が
苦
し
み
、
無
力
、
死
に
苦
し
め
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い

る
／
人
間
の
認
知
能
力
に
は
限
界
が
あ
るetc...

）
に
の
み
基
づ
い
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
公
共
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
道
徳
に
お
い
て
は
、

道
徳
規
則
の
違
反
が
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
道
徳
的
な
重
要
性
を
も

つ
状
況
に
お
い
て
そ
の
違
反
が
自
分
た
ち
に
も
許
さ
れ
る
と
誰
も
が
知
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
合
理
的
で
不
偏
的
な
人
が
そ
れ
を
許
す
場
合

に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。［228― 229

］

　

こ
う
し
た
道
徳
理
論
の
構
想
の
下
に
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
消

の
た
め
に
原
則
の
「
均
衡
化
（balancing

）」
を
持
ち
出
す
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ

ル
ド
レ
ス
の
路
線
は
事
柄
を
単
純
化
し
す
ぎ
で
あ
り
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
で
あ

る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
道
徳
理
論
の
中
で
は
、
コ

ン
フ
リ
ク
ト
解
消
の
た
め
の
「
分
析
」
と
「
手
続
き
」
が
提
供
さ
れ
て
い
る
と

言
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
「
分
析
」
に
よ
っ
て
、
当
該
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
道
徳

的
に
重
要
な
特
徴
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
「
手
続
き
」
に
よ
っ
て
、
同
じ
道
徳
的

な
重
要
性
を
も
つ
状
況
に
置
か
れ
た
誰
も
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
仕
方
で
コ
ン
フ
リ

ク
ト
を
解
消
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
合
理
的
で
不
偏
的
な
人
々
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
。［230

］

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
「
均
衡
化
」
路
線
と
の
違
い
を
述
べ
た
上
で
、

ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
道
徳
規
則
、
道
徳
的
理
想
、
そ
し
て
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
消

に
伴
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
道
徳
規
則
違
反
の
正
当
化
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る

［230― 232

］。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
諸
規
則
間
を
統
一
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム

へ
と
結
び
つ
け
る
も
の
は
、
合
理
性
で
あ
る
。
す
べ
て
の
合
理
的
な
人
々
は
、

そ
の
合
理
性
ゆ
え
に
、
そ
う
し
な
い
適
切
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
自
他
に
対
す

る
死
、
痛
み
、
無
力
、
自
由
喪
失
な
ど
の
危
害
を
避
け
る
こ
と
を
選
ぶ
。
道
徳

規
則
は
、
そ
う
し
た
避
け
ら
れ
る
べ
き
危
害
を
め
ぐ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
危
害

を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
対
す
る
禁
止
規
則
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
い
つ
で
も
誰

に
対
し
て
も
等
し
く
不
偏
的
に
遵
守
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
道
徳
的
理
想
は
、
誰
も
が
避
け
た
い
と
思
う
危
害
そ
れ
自
体
を
予

防
・
除
去
す
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
危
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を

避
け
る
よ
う
に
と
要
求
す
る
道
徳
規
則
の
場
合
と
は
異
な
り
、
道
徳
的
理
想
は

単
に
推
奨
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
い
つ
で
も
誰
に
対
し
て
も
等
し
く
実
行
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
合
理
的
な
人
々
は
そ
の
合
理

性
ゆ
え
に
、
道
徳
規
則
や
道
徳
的
理
想
か
ら
構
成
さ
れ
る
道
徳
の
シ
ス
テ
ム
を

支
持
し
、
か
つ
、
他
者
が
道
徳
的
に
振
る
舞
う
こ
と
を
望
む
よ
う
に
要
求
さ
れ
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る
こ
と
に
な
る
。

　

新
た
な
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
道
徳
規
則
に
対
す
る
例
外
や
違
反
を
正
当

化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
公
共
的
シ
ス
テ

ム
と
し
て
の
道
徳
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
特
定
の
状
況
下
で
生
じ
る
善
と

危
害
の
バ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
種
の
例
外
が
す
べ
て
の
人
々
に
認
め
ら

れ
、
か
つ
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
す
べ
て
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合

に
付
随
す
る
は
ず
の
善
と
危
害
の
バ
ラ
ン
ス
を
も
考
慮
に
入
れ
る
よ
う
要
求
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
多
様
な
危
害
を
多
様
な
側
面
か
ら
比
較
考
量
し
、
か
つ
、
同

じ
道
徳
的
な
重
要
性
を
も
つ
状
況
を
構
成
す
る
も
の
を
理
論
的
に
サ
ポ
ー
ト
さ

れ
た
形
で
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
手
続
き
を
踏
ん
で
道
徳
規
則

の
例
外
を
正
当
化
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
危
害
の
比
較

考
量
に
つ
い
て
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
そ
れ
を
道
徳
的
議
論
の
見
解
不
一
致
の
主
た

る
要
因
で
あ
る
と
考
え
、危
害
の
重
み
づ
け
に
つ
い
て
唯
一
の
解
は
存
在
せ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
に
唯
一
の
解
が
存
在
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
、
と
留
保
を
付
け
て
い
る
［233

］。

　

最
後
に
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
一
般
的
な
道
徳
理
論
に
お
け
る
道

徳
規
則
が
、
生
命
倫
理
に
関
わ
る
よ
う
な
具
体
的
な
場
面
で
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
見
解
［234

］
を
手
短

に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
道
徳
規
則
が
、
具

体
的
な
制
度
と
組
合
わ
せ
ら
れ
た
り
多
様
な
文
脈
に
適
合
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る

こ
と
で
、
個
別
的
な
道
徳
規
則
が
生
み
出
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
欺
く
な
か

れ
」
と
い
う
一
般
的
な
道
徳
規
則
は
、
結
婚
制
度
と
の
組
み
合
わ
せ
で
「
姦
淫

す
る
な
か
れ
」
と
い
う
個
別
的
な
道
徳
規
則
を
も
た
ら
す
。
同
様
に
、
特
定
の

専
門
職
倫
理
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
、
一
般
的
な
道
徳
規
則
か
ら
個
別
的
な
道
徳

規
則
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
自
由
を
奪
う
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う

一
般
的
な
道
徳
規
則
か
ら
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
得
る
べ
し
」

と
い
う
個
別
的
な
道
徳
規
則
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
般
的
な
道
徳
規
則
か
ら
個
別
的
な
道
徳
規
則
へ
の
移
行
は
、

ビ
ー
チ
ャ
ム
や
チ
ル
ド
レ
ス
の
原
則
主
義
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
は
い
る

が
、
し
か
し
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
共
通
道
徳
理
論

）
6
（

で
は
、
道
徳
は
、
個
々

の
専
門
職
の
特
殊
な
状
況
を
反
映
し
て
様
々
な
仕
方
で
述
べ
ら
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
統
一
的
な
全
体
を
有
し
て
い
る
［236

］、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
点
に
彼
ら
の
理
論
重
視
の
姿
勢
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
現
代

の
具
体
的
な
倫
理
問
題
に
立
ち
向
か
う
応
用
倫
理
学
の
方
法
を
論
じ
る
際
に

は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
一
般
的
な
も
の
と
個
別
的
な
も
の
と
の
つ
な
が
り
が

中
心
的
な
争
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
重
要
争
点
に
つ
い
て
、
ク
ラ
ウ

ザ
ー
ら
は
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
道
徳
と
い
う
理
論
に
基
づ
い
て
一
応
の
回
答
を

提
示
し
た
。
で
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
こ
の
争
点
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
回
答
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
ク
ラ
ウ

ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
対
す
る
応
答
を
見
る
前
に
、
こ
の
争
点
に
関
し
て
原
則
主
義

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
議
論
を
な
ぞ
っ
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。

詳
述
化

　

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
、「
応
用
（application

）」、「
直
観
的
均
衡
化
（intuitive 

balancing

）」
に
代
わ
る
第
三
の
道
と
し
て
「
詳
述
化
（specification

）」
を
掲
げ
、
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こ
れ
を
中
心
と
し
た
「
詳
述
化
モ
デ
ル
」
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
［R

ichardson 

1990: 280

］。
デ
ュ
ー
イ
由
来
の
倫
理
に
関
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（ethical 

pragm
atism

）
や
ロ
ー
ル
ズ
由
来
の
広
い
反
照
的
均
衡
（w

ide reflective 

equilibrium
）
の
考
え
方
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
規
範
は
修
正
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
詳
述
化
モ
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
修
正
可
能
性
（revisability

）
を
認
め

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
反
照
的
均
衡
で
は

含
意
さ
れ
て
い
な
い
あ
る
種
の
恒
常
性
（constancy

）
や
安
定
性
（stability

）

を
再
構
築
す
る
こ
と
を
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
［290

］。

　

そ
う
し
て
提
出
さ
れ
る
詳
述
化
モ
デ
ル
の
中
心
的
な
主
張
は
、
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
［294

］。
わ
れ
わ
れ
の
規
範
を
詳
述
化
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
な

倫
理
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
の
最
も
重
要
な
局
面
で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
、い
っ

た
ん
わ
れ
わ
れ
の
規
範
が
特
定
の
文
脈
へ
と
適
切
に
詳
述
化
さ
れ
れ
ば
、
何
を

な
す
べ
き
か
は
十
分
に
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
詳
述
化
さ
れ
た
規

範
は
、
そ
れ
以
上
の
考
察
を
経
ず
と
も
す
で
に
行
為
の
指
針
と
な
り
う
る
。
さ

ら
に
、
そ
う
し
て
詳
述
化
さ
れ
た
規
範
は
、「
お
お
よ
そ
の
場
合
に
」「
一
般
に
」

と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
「
緩
み
（looseness

）」
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、「
常
に
」
で
語
ら
れ
る
規
範
は
、そ
の
規
範
の
「
絶
対
版
（absolute 

counterpart

）」
と
呼
ば
れ
る
。

　

詳
述
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
［295― 297

］。

規
範 

p
が
規
範 

q
の
詳
述
化

0

0

0

で
あ
る
（
あ
る
い
は
、p
が 

q
を
詳
述
化
し
て

い
る
）
の
は
、
次
の
場
合
か
つ
そ
の
場
合
に
限
る
。

⒜　

規
範 

p
と
規
範 

q
は
、
規
範
タ
イ
プ
が
同
じ
で
あ
る
。

⒝　

p
の
絶
対
版
の
考
え
う
る
例
で
あ
れ
ば
す
べ
て
、q
の
絶
対
版
の
一

例
と
み
な
さ
れ
る
。（
換
言
す
れ
ば
、p
の
絶
対
版
を
満
た
す
行
為
は

す
べ
て 

q
の
絶
対
版
を
も
満
た
す
。）

⒞　

p
は
、
実
質
的
な
手
段
で
、
す
な
わ
ち
、（
単
に
全
称
量
化
子
を
存

在
量
化
子
に
変
換
す
る
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
な
く
）
何
が
、
ど
こ
で
、

い
つ
、
な
ぜ
、
い
か
に
、
何
に
よ
っ
て
、
誰
に
よ
っ
て
、
誰
に
対
し
て
、

そ
の
行
為
が
な
さ
れ
る
の
か
、
な
さ
れ
な
い
の
か
、
な
さ
れ
う
る
の
か
、

記
述
さ
れ
る
の
か
な
ど
を
支
持
す
る
節
を
追
加
す
る
こ
と
で
、q
を
条

件
付
け
る
。

⒟　

そ
う
し
た
追
加
さ
れ
た
節
は
す
べ
て 

q
と
無
関
係
で
は
な
い
。

　

⒝
に
よ
っ
て
、
選
言
に
よ
る
詳
述
化
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え

ば
、「
あ
な
た
が
誰
か
か
ら
身
に
余
る
大
き
な
利
益
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
は
、

あ
な
た
は
そ
の
人
に
感
謝
の
念
を
表
明
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
を
、「
あ

な
た
が
誰
か
か
ら
身
に
余
る
大
き
な
利
益
を
受
け
取
っ
た
と
き
に
は
、
あ
な
た

は
、
そ
の
人
に
感
謝
の
念
を
表
明
す
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
の
人
の
子
供
を
密
か

に
援
助
す
る
べ
き
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
に
す
る
の

は
、
詳
述
化
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
⒞
に
よ
っ
て
、「
拷
問
は
常
に
不
正
で
あ
る
」

と
い
う
規
範
か
ら
「
拷
問
は
時
折
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
規
範
へ
の
推
移
を
詳

述
化
と
み
な
さ
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
⒟
に
よ
っ
て
、

連
言
に
よ
る
詳
述
化
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
と
え
ば
、「
わ
た
し
の

患
者
の
健
康
を
促
進
す
べ
し
」
と
い
う
規
範
を
、「
わ
た
し
の
患
者
の
健
康
を

促
進
し
、
か
つ
、
大
作
歌
劇
を
書
く
べ
し
」
と
い
う
規
範
に
す
る
の
は
、
詳
述
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化
で
は
な
い
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詳
述
化
モ
デ
ル
は
、
最
初
の
詳
細
化
の

対
象
と
な
る
初
期
規
範
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
重
み
を
拾

い
上
げ
て
い
る
。
初
期
規
範
の
力
と
詳
述
化
の
更
新
に
つ
い
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド

ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
詳
述
化
は
、
さ
ら
な

る
詳
述
化
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
う
る
が
、
そ
う
し
た
さ
ら
な
る
詳
述
化
は
、
初

期
規
範
の
重
要
性
か
ら
そ
の
力
を
得
て
お
り
、
初
期
規
範
は
そ
の
意
味
で
そ
の

後
も
残
存
し
続
け
る
。［297― 299
］
詳
述
化
の
更
新
を
駆
動
す
る
の
は
、
他

な
ら
ぬ
初
期
規
範
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
重
み
な
の
で
あ

る
。
こ
の
初
期
規
範
は
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
原
則
に
対
応
し
う
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
重
視
す
る
の
は
原
則
主
義
に
通
じ
る
姿
勢
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
さ
ら
に
、
複
数
の
詳
述
化
の
う
ち
い
ず
れ
が
よ
り
優
越

す
る
の
か
を
明
確
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
詳
述
化
は
直
観
の
使

用
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
述
べ
て
、
広
い
反
照
的
均
衡
を
念
頭
に
置

き
な
が
ら
、「
詳
述
化
の
合
理
性
の
一
貫
性
基
準
（a coherence standard for 

the rationality of specification

）」［300

］
を
提
示
す
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

に
よ
れ
ば
、
詳
述
化
モ
デ
ル
の
合
理
性
に
は
、
単
に
複
数
の
規
範
間
に
論
理
的

な
一
貫
性
が
欠
如
し
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
規
範
間
に
論
争

上
の
相
互
支
持
関
係
を
築
く
こ
と（
一
方
が
他
方
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
）

が
不
可
欠
で
あ
る
［ibid.

］。
で
は
、
な
ぜ
論
理
的
な
一
貫
性
だ
け
で
は
詳
述

化
の
合
理
性
を
測
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

規
範
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
は
、
論
理
的
な
不
整
合
が
な
い
と
し
て
も
、
実
践
的

な
方
向
性
の
違
い
と
い
う
形
で
偶
発
的
に
生
じ
う
る
。
規
範
の
実
践
的
な
コ
ン

フ
リ
ク
ト
の
孕
む
複
雑
さ
に
つ
い
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
論
じ

る
［300― 301

］。
複
数
の
規
範
が
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
陥
っ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

ら
の
規
範
の
両
立
が
現
実
的
に
不
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
方
に
従
う
べ

き
だ
と
要
求
す
る
規
範
そ
の
も
の
を
修
正
す
る
理
由
が
わ
れ
わ
れ
に
は
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
事
実
に
基
づ
く
規
範
の
修
正
と
い
う
局
面
で

あ
る
。
ま
た
逆
に
、
依
拠
す
る
事
実
の
偶
発
性
ゆ
え
に
、
一
見
相
並
び
立
た
な

い
と
思
わ
れ
る
規
範
で
あ
っ
て
も
変
更
せ
ず
に
そ
の
両
方
に
従
う
も
っ
と
も
な

理
由
が
あ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
わ
れ

わ
れ
を
導
く
目
的
を
事
細
か
に
詳
述
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
た
目
的
の

詳
述
化
に
導
か
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
両
方
の
規
範
が
並
び
立
ち
う
る
よ
う
に
現

実
を
変
え
る
こ
と
を
促
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
目
的
の
詳
述
化
に
よ
っ

て
偶
発
的
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
実
際
に
回
避
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
ま
さ
に
、

そ
の
よ
う
に
詳
述
化
す
る
こ
と
の
理
由
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

詳
述
化
モ
デ
ル
が
扱
う
の
は
、
規
範
間
の
論
理
的
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で
は
な

く
て
む
し
ろ
、偶
発
的
な
実
践
的
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で
あ
る
［310

］。
そ
れ
ゆ
え
、

規
範
間
の
直
観
的
な
均
衡
化
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
し
て
詳
述
化
を
可
能

に
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
合
理
性
の
基
準
と
し
て
、
論
理
的
一
貫
性
の
み
な
ら

ず
、
規
範
間
の
論
争
上
の
相
互
支
持
関
係
の
有
無
を
用
い
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
論
争
上
の
相
互
支

持
関
係
は
、
一
定
程
度
の
安
定
性
を
も
つ
理
論
に
依
拠
し
た
、
合
理
的
で
公
共

的
な
討
論
と
評
価
（rational public debate and assessm

ent

）
を
通
じ
て
構

築
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る［305

］。
別
の
論
考
に
お
い
て
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
、



応用倫理学の方法

163

生
命
倫
理
学
の
役
割
に
つ
い
て
、
現
実
の
世
界
に
お
い
て
事
例
に
影
響
を
及
ぼ

す
規
範
を
も
た
ら
す
こ
と
に
関
わ
る
、
と
述
べ
、
そ
れ
ゆ
え
に
必
要
と
さ
れ
る

の
は
正
し
い
理
論
そ
の
も
の
で
は
な
く
理
論
家
と
実
践
家
の
連
携
で
あ
る
、
と

説
く
こ
と
に
な
る
［R

ichardson 2000: 304

］。
そ
し
て
、
行
為
の
指
針
と
な

る
諸
原
則
を
徐
々
に
発
展
さ
せ
て
い
く
取
り
組
み
全
体
に
対
し
て
規
範
の
詳
述

化
と
解
釈
を
提
供
す
る
こ
と
に
、
詳
述
化
の
優
位
性
が
あ
る
、
と
主
張
す
る
の

で
あ
る
［ibid.

］。

　

さ
て
、
す
で
に
本
章
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
詳
述
化

モ
デ
ル
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
歓
迎
さ
れ
、
原
則
主
義
は
「
詳
述

化
原
則
主
義

）
7
（

」
へ
と
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
は
、
原
則
主
義
の
中
に
広
い
反
照
的
均
衡
を
よ
り
自
覚
的
な
仕

方
で
盛
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
が
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
た
詳
述
化
モ
デ
ル
を
提
出
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
内
容
的
に
は
こ
れ
以
上
付
け
加
え
る
も
の
は
な
い
。
と

は
い
え
、
原
則
主
義
論
争
の
基
本
軸
を
捉
え
る
た
め
に
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
が
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
批
判
に
応
え
る
際
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
経

由
の
詳
述
化
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。ビ

ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
応
答

　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
に
対
す
る
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
応
答
の
基

本
方
針
は
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
批
判
は
自
分
た
ち
の
真
意
を
捉
え
て
お

ら
ず
的
外
れ
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ザ
ー
は
、
原
則
主
義
者

の
短
絡
傾
向
を
指
摘
し
て
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
ら
の
考
え
る
「
規
則
」
を
自
分
た
ち

の
考
え
る
「
原
則
」
と
同
じ
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
と
単
純
化
し
て
捉
え
て
し

ま
う
原
則
主
義
者
の
習
性
は
も
は
や
驚
く
に
値
し
な
い
、
と
皮
肉
を
浴
び
せ
て

い
る
［C

louser 1995: 227

］。
こ
の
皮
肉
に
動
ず
る
こ
と
な
く
ビ
ー
チ
ャ
ム

は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
が
掲
げ
る
無
危
害
原
則
に
基
づ
く
四
つ
の
規

則
が
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
が
掲
げ
る
十
の
基
本
規
則
の
う
ち
の
四
つ
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
掲
げ
る
規
則
が
自

分
た
ち
の
そ
れ
に
比
べ
て
格
別
に
詳
述
化
さ
れ
て
も
い
な
い
し
行
為
指
示
的
で

も
な
い
と
主
張
す
る
［B

eaucham
p 1995: 188

］。
ま
た
、
批
判
が
集
中
し
た

善
行
の
原
則
に
つ
い
て
も
、ガ
ー
ト
自
身
が
「
あ
な
た
の
義
務
を
為
し
な
さ
い
」

と
い
う
規
則
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
内
容
は
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
が
善

行
の
原
則
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
る
、
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
［B

eaucham
p and C

hildress 2001: 390

］。

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
言
う
「
規
則
」

と
自
分
た
ち
の
「
原
則
」
の
内
実
に
大
き
な
差
が
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
い

て
、
双
方
の
見
解
の
優
劣
を
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
と
し
て
の
成
功
度
の
違
い
に
求

め
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
主

張
す
る
「
回
答
を
導
く
た
め
の
単
一
で
明
白
で
一
貫
し
た
包
括
的
な
決
定
手
続

き
（a single, clear, coherent, and com

prehensive decision procedure for 

arriving at answ
ers

）」［C
louser and G

ert 1990: 233

］
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
試
み
は
、
そ
も
そ
も
倫
理
学
理
論
の
モ
デ
ル
と
し
て
そ
の
成
功
が
疑
わ
し

い
［B

eaucham
p and C

hildress 2001: 389

］。
さ
ら
に
、ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー

ト
は
、
複
数
の
規
範
間
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
消
の
論
拠
を
示
し
う
る
点
を
自
ら
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の
理
論
の
強
み
と
し
て
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
成
立
す

る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ど
ん
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
枠
組
み
で
あ
っ
て
も
、

す
べ
て
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
対
処
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と

ガ
ー
ト
の
理
論
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル

ド
レ
ス
は
、
包
括
性
を
指
向
す
る
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
よ
り

も
、
詳
述
化
の
必
要
性
を
明
確
に
指
摘
す
る
自
分
た
ち
の
原
則
主
義
の
方
が
コ

ン
フ
リ
ク
ト
解
消
に
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
だ
、
と
自
ら
の
立
場
の
優
位

性
を
主
張
す
る
［389

］。

　

こ
う
し
て
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
包
括

性
指
向
を
批
判
し
て
、
不
統
一
、
葛
藤
、
不
明
瞭
が
道
徳
的
生
活
の
あ
り
ふ
れ

た
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
事
実
を
理
論
の
中
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
指
摘
す
る
［390

］。
そ
れ
ゆ
え
、「
原
則
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は

一
般
的
な
倫
理
学
理
論
を
提
示
で
き
な
い
」
と
い
う
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の

批
判
は
、
確
か
に
正
し
い
が
ま
っ
た
く
見
当
違
い
な
の
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム

と
チ
ル
ド
レ
ス
は
そ
う
し
た
理
論
の
提
示
を
目
指
し
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
包
括

的
な
理
論
構
築
に
対
す
る
幾
ば
く
か
の
懐
疑
を
表
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
応
答
に
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、

明
ら
か
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
詳
述
化
モ
デ
ル
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

こ
で
無
視
で
き
な
い
存
在
感
を
放
つ
の
は
、
広
い
反
照
的
均
衡

）
8
（

で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
よ
る
詳
述
化
モ
デ
ル
を
取
り
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
原
則
主
義
は
広
い
反
照
的
均
衡

に
対
し
て
よ
り
明
確
か
つ
自
覚
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
自
身
が
、『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原

則
』の
初
版
の
頃
か
ら
道
徳
的
推
論
の
弁
証
法
的
性
格
を
指
摘
し
て
は
い
た
が
、

第
四
版
で
そ
れ
を
広
い
反
照
的
均
衡
に
結
び
つ
け
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た

［B
eaucham

p 1995: 192

］と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ビ
ー

チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
調
和
主
義
的
正
当
化
に
ま
と
わ
り
つ
く
「
海
賊

の
信
条
（P

irates’ C
reed

）」
問
題
に
言
及
し
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
採
用
す

る
広
い
反
照
的
均
衡
は
単
な
る
調
和
主
義
的
正
当
化
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
な
く
、

出
発
点
と
し
て
の
「
熟
慮
さ
れ
た
判
断
（considered judgm

ents

）」
に
そ
れ

自
体
と
し
て
の
正
当
性
を
さ
し
あ
た
り
認
め
、
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
調
和
を

目
指
す
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
述
べ
る
［B

eaucham
p and C

hildress 

2001: 400

］。「
熟
慮
さ
れ
た
判
断
」
は
す
で
に
一
定
の
豊
か
な
歴
史
的
蓄
積

を
経
た
信
頼
に
値
す
る
判
断
で
あ
っ
て
単
な
る
個
々
人
の
直
観
で
は
な
い
の

で
、
そ
こ
に
さ
し
あ
た
り
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
を
初
め
多
く
の
論
者
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
次
々

と
自
説
を
改
訂
し
て
い
っ
た
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
姿
勢
そ
れ
自
体

が
、
ま
さ
に
広
い
反
照
的
均
衡
を
体
現
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
批
判
者
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
主
張
の
中

に
広
い
反
照
的
均
衡
の
契
機
を
看
て
取
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
た
と
え

ば
彼
ら
は
、
仮
に
理
論
か
ら
現
実
的
で
な
い
結
論
が
出
た
な
ら
ば
、
理
論
に
立

ち
戻
っ
て
理
論
を
改
訂
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
［C

louser and G
ert 1990: 

234

］
と
述
べ
た
り
、
ま
た
、
一
見
演
繹
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
て

い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
道
徳
的
ジ
レ
ン
マ
に
唯
一
の
解
が
存
在
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い［G

louser 1995: 233

］と
指
摘
し
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
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道
徳
理
論
に
つ
い
て
、「
共
通
の
道
徳
直
観
を
説
明
し
正
当
化
し
よ
う
と
す
る

継
続
中
の
試
み
」［228

］
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
決
し
て
固
定
的

な
演
繹
シ
ス
テ
ム
を
構
想
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て

見
れ
ば
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
陣
営
と
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
陣
営
に

よ
る
原
則
主
義
論
争
は
、
実
質
的
に
は
、「
広
い
反
照
的
均
衡
」
的
な
着
想
を

軸
に
、
初
期
の
争
点
に
つ
い
て
は
一
定
程
度
の
収
斂
に
至
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
も
ク
ラ
ウ
ザ
ー

と
ガ
ー
ト
も
、
規
則
や
原
則
あ
る
い
は
共
通
道
徳
と
い
っ
た
規
範
か
ら
語
り
起

こ
す
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

原
則
主
義
論
争
は
、
仲
間
内
で
の
闘
争
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
次
章
で
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ト
ム
・
ア
ッ

プ
型
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
代
表
格
で
あ
る
決
疑
論
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

第
二
章　

決
疑
論
と
行
為
者
中
心
主
義

　

応
用
倫
理
学
の
方
法
に
関
す
る
議
論
で
は
一
般
に
、
決
疑
論
は
、
必
ず
触
れ

ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ビ
の
生
え
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
比
較
的
手
短

に
批
判
さ
れ
た
上
で
通
過
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
日
本
の
応
用
倫
理
学
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
積
極
的
な
受
け
入
れ
も

骨
太
の
批
判
も
な
い
ま
ま
決
疑
論
は
あ
る
意
味
で
等
閑
視
さ
れ
、
折
衷
型
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
比
較
的
無
批
判
に
流
通
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
）
9
（

。
し
か
し
、
英
語
圏
で
の
決
疑
論
に
関
す
る
議
論
は
ま
だ
衰
え
て
お
ら
ず
、

論
点
も
出
尽
く
し
た
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
先
行
研
究
と
し
て
有
名
な

と
こ
ろ
で
は
、
決
疑
論
の
歴
史
的
な
検
討
と
将
来
的
展
望
を
綴
っ
た
ジ
ョ
ン
セ

ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
の
手
に
よ
る
一
九
八
八
年
の
労
作
［Jonsen &

 Toulm
in 

1988

］
が
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
道
徳
哲
学
者
た
ち
が
、
現
代
社
会

に
お
け
る
数
々
の
喫
緊
の
倫
理
問
題
に
対
し
て
自
分
た
ち
の
受
け
て
き
た
哲
学

的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
に
役
立
つ
の
か
に
つ
い
て
悩
ま
さ
れ
る
中
、

ジ
ョ
ン
セ
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
は
、
人
体
実
験
に
関
す
る
国
家
委
員
会
で
の
経

験
を
通
じ
て
、
決
疑
論
的
な
道
徳
推
論
の
歴
史
と
哲
学
の
研
究
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
カ
ー
ソ
ン
・
ス
ト
ロ
ン
グ
や
ク

ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
、
ブ
ロ
デ
ィ
と
い
っ
た
論
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
決
疑
論

の
積
極
的
な
展
開
を
試
み
て
お
り
、
そ
の
潜
在
的
魅
力
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
い

う
動
き
は
続
い
て
い
る
。
本
章
で
は
、
そ
う
し
た
動
向
を
少
し
で
も
フ
ォ
ロ
ー

す
べ
く
、
ま
ず
は
ジ
ョ
ン
セ
ン
に
よ
る
決
疑
論
の
概
観
を
な
ぞ
り
、
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
決
疑
論
批
判
を
見
た
後
、
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
決
疑

論
の
共
同
体
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
紹
介
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
現
代

の
技
術
者
倫
理
教
育
の
文
脈
で
行
為
者
中
心
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
掲
げ
る

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
見
解
を
簡
単
に
確
認
す
る
。

ジ
ョ
ン
セ
ン
の
決
疑
論

　

決
疑
論
の
概
略
を
知
る
た
め
に
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ジ
ョ
ン
セ
ン
が
一
九
九
五

年
に
発
表
し
た
論
考
［Jonsen 1995

］
を
見
て
お
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
決
疑
論
と
そ
の
他
の
道

徳
哲
学
の
異
同
を
巧
み
に
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
決
疑
論
を
「
道
徳
的
問
題
に
適
用
さ
れ
た
レ
ト
リ
カ
ル
な
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推
論
」
と
捉
え
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
ト
ピ
ッ
ク
の

指
定
と
い
う
決
疑
論
の
第
一
ス
テ
ッ
プ
を
説
明
す
る
。
か
つ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は

人
々
に
正
し
い
決
断
を
促
す
技
法
で
あ
り
、
偶
発
的
な
事
実
に
つ
い
て
推
論
し

て
そ
こ
そ
こ
確
か
ら
し
い
結
論
を
導
く
技
法
で
あ
っ
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
事
例

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
唯

一
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
タ
イ
プ
と
し
て
相
互
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
相
互

に
比
較
・
対
照
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
古
典
的
な
修
辞
家
（
レ
ト
リ

シ
ャ
ン
）
は
、
事
例
の
語
り
方
、
他
者
を
説
得
す
る
た
め
の
事
例
の
作
り
方
を

教
え
る
専
門
家
で
あ
っ
た
。
ト
ピ
ッ
ク
は
、
修
辞
家
に
よ
っ
て
心
の
場
所
・
空

間
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
記
憶
の
宮
廷
の
中
の
部
屋
に
喩
え
ら
れ
る
。
異
な
る
主

題
に
は
異
な
る
宮
廷
が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
事
例
を
語
る
に
は
ま
ず
ト
ピ
ッ

ク
の
指
定
が
必
要
と
な
る
。［Jonsen 1995: 241― 242
］

　

ト
ピ
ッ
ク
が
指
定
さ
れ
た
後
、
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
事
例
の
状
況

（circum
stances

）、
委
細
が
記
述
さ
れ
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
状
況
は
い

わ
ば
記
憶
の
宮
廷
の
部
屋
に
備
え
ら
れ
る
調
度
品
で
あ
る
。「
状
況
が
事
例
を

作
る
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
事
例
に
と
っ
て
状
況
は
重
要
で
あ
る
の

だ
が
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
道
徳
哲
学
者
た
ち
は
状
況
の
道
徳
的
重
要
性
に
ほ
と

ん
ど
注
意
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
さ
ら
に
、
決
疑
論
は
、
問
題
に
関
す

る
事
実
や
特
徴
を
思
い
出
す
方
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
評
価
し
、

提
起
さ
れ
た
問
題
の
解
決
を
探
る
道
筋
で
も
あ
る
。
ト
ピ
ッ
ク
ご
と
に
仕
分

け
ら
れ
た
諸
状
況
に
即
し
て
、「
省
略
三
段
論
法
（enthym

em
es

）」
や
「
格

律
（m

axim
s

）」
を
用
い
て
短
縮
さ
れ
た
議
論
を
行
な
う
こ
と
に
な
る
。［243―

244

］

　

決
疑
論
的
思
考
の
最
後
の
ス
テ
ッ
プ
は
、
諸
事
例
の
比
較
で
あ
る
。
い
か
な

る
倫
理
問
題
も
ま
っ
た
く
前
代
未
聞
だ
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
、
新
し
い
事

例
に
は
そ
れ
に
類
似
し
た
事
例
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
事
例
の
類
似

事
例
を
探
す
比
較
作
業
で
は
、
状
況
の
類
似
点
と
相
違
点
の
探
索
が
行
な
わ
れ

る
。
決
疑
論
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
道
徳
推
論
と
は
そ
も
そ
も
類
推
に
よ
る
推

論
（reasoning by analogy

）
で
あ
り
、
検
討
中
の
事
例
に
類
似
し
た
事
例
を

同
定
し
、
変
化
し
た
諸
状
況
ゆ
え
に
新
事
例
に
お
け
る
判
断
が
従
来
の
も
の
と

異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
を
識
別
す
る
試
み
に
他

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
決
疑
論
の
推
論
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
同
様
に
、
あ
る
事

例
に
対
し
て
そ
の
特
殊
性
と
特
異
性
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
向
き
合
い
、
そ

の
事
例
に
つ
い
て
の
正
し
い
判
断
を
支
持
す
る
説
得
的
な
議
論
を
発
見
し
よ
う

と
す
る
、
と
い
う
形
式
の
道
徳
推
論
で
あ
る
。
そ
し
て
決
疑
論
は
、
そ
う
し
た

特
徴
を
も
つ
道
徳
推
論
の
理
論
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
問
題
の
委
細
を
調

べ
上
げ
る
た
め
に
道
徳
推
論
に
必
要
と
さ
れ
る
補
助
具
で
あ
る
。［245― 246

］

　

以
上
の
よ
う
に
、
決
疑
論
の
概
略
を
説
明
し
た
後
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
論
考

の
タ
イ
ト
ル
に
提
示
さ
れ
た
問
い
、す
な
わ
ち
、「
決
疑
論
は
原
則
の
代
替
物
か
、

そ
れ
と
も
補
完
物
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
木
目
の
細
か
い
回
答
を
提
示
す

る
。
道
徳
の
言
葉
や
議
論
は
、
通
常
は
格
律
や
省
略
三
段
論
法
の
形
を
と
っ
て

あ
ら
ゆ
る
事
例
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
原
則
が
な
く
て
も

決
疑
論
を
う
ま
く
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
決
疑
論

は
原
則
の
代
替
物
で
は
な
い
。
他
方
、
決
疑
論
者
の
仕
事
は
理
論
指
向
の
道
徳

哲
学
者
の
仕
事
と
は
別
種
の
学
術
的
な
仕
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
決
疑

論
は
原
則
（
主
義
）
の
代
替
物
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
う
る
。
い
わ
ば
、
道
徳
哲
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学
者
が
道
徳
の
「
記
憶
の
宮
廷
」
の
設
計
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
決
疑
論
者

は
室
内
装
飾
家
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、理
論
や
原
則
で
設
計
さ
れ
た
宮
殿
は
、

状
況
と
い
う
内
装
や
調
度
品
が
な
け
れ
ば
空
っ
ぽ
の
味
気
な
い
空
間
に
他
な
ら

な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
決
疑
論
は
原
則
の
補
完
物
で
も
あ
る
。［247― 248

］

　

ジ
ョ
ン
セ
ン
は
さ
ら
に
、
決
疑
論
が
原
則
の
補
完
物
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

詳
し
く
述
べ
て
い
る
［248― 249

］。
第
一
に
、
事
例
の
諸
状
況
に
よ
っ
て
原
則

の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
は
多
々
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ビ
ー
チ
ャ
ム

と
チ
ル
ド
レ
ス
が
掲
げ
る
四
原
則
が
生
命
医
学
倫
理
の
領
域
に
お
い
て
重
要
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
医
療
と
医
療
従
事
者
の
役
割
の
長
年
に
わ
た
る

伝
統
、
お
よ
び
、
現
代
米
国
の
医
療
を
構
成
す
る
制
度
や
実
践
に
関
わ
る
諸
状

況
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
状
況
の
読
み
取
り
は
、
他
な
ら

ぬ
決
疑
論
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、
あ
る
原
則
を
特
定
の
仕
方
で

詳
述
化
す
る
こ
と
が
適
切
か
否
か
は
、
諸
状
況
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る

他
は
な
い
。
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
諸
状
況
を
最
も
う
ま
く
取

り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
決
疑
論
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
原
則
を

用
い
る
た
め
に
は
決
疑
論
の
助
け
が
必
要
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
は
、
事
例
こ
そ
原
則
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
強
い
決

疑
論
は
支
持
し
な
い
。
ジ
ョ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
状
況
の
相
互
補
完
的

な
あ
り
方
は
複
雑
か
つ
微
妙
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
理
論
指

向
の
道
徳
哲
学
者
と
事
例
指
向
の
決
疑
論
者
と
が
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。［249― 250

］

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
批
判

　

こ
う
し
た
決
疑
論
に
対
し
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
決
疑
論
と

原
則
主
義
が
そ
れ
ほ
ど
遠
い
位
置
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な

が
ら
も
、
手
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
第
一
の
批
判
点
は
、「
結
合
の
規

範
（connecting norm

）」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド

レ
ス
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
決
疑
論
者
が
事
例
か
ら
事
例
へ
と
建
設
的
に
移
行
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
事
例
が
道
徳
的
な
重
要
性
（m

oral relevance

）
に

関
す
る
何
ら
か
の
認
知
さ
れ
た
規
則
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
事
例
間
の
あ
ら
ゆ
る
類
推
的
推
論
は
、
一
方
の
も
の

と
他
方
の
も
の
が
重
要
な
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
類
似
し

て
い
な
い
）
こ
と
を
示
す
「
結
合
の
規
範
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
規
範
は
類

推
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
発
見
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。［B

eaucham
p &

 

C
hildress 2001: 394

］
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
批
判
の
要
点
は
、
決

疑
論
が
そ
う
し
た
結
合
の
規
範
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
決
疑
論
と
は
別
の
道

徳
的
価
値
を
め
ぐ
る
理
屈
が
必
要
に
な
る
、と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
第
二
の
批
判
は
、「
決
疑
論
の
正
当
化
能
力
（justificatory pow

er 

of casuistry

）」
問
題
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ

ス
に
よ
れ
ば
、
決
疑
論
者
も
ま
た
、
他
の
論
者
が
原
則
な
ど
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト

解
消
問
題
を
何
ら
か
の
仕
方
で
抱
え
て
い
る
の
と
同
様
に
、
類
推
、
判
断
、
事

例
解
釈
に
つ
い
て
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
消
問
題
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
、コ
ン
フ
リ
ク
ト
解
消
の
過
程
で
、事
例
が
偏
っ
た
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ

た
り
、
事
例
の
重
要
な
特
徴
が
無
視
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
だ

が
、
そ
う
し
た
事
態
を
回
避
す
る
た
め
の
明
確
な
方
法
論
が
決
疑
論
に
は
欠
け
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て
い
る
。
決
疑
論
で
は
、た
と
え
ば
事
例
の
道
徳
的
に
重
要
な
特
徴
の
同
定
は
、

事
例
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
者
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
判
断
者
が

偏
り
の
な
い
観
点
か
ら
判
断
を
下
し
て
い
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
以
上
を

踏
ま
え
て
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
決
疑
論
を
、
最
初
の
道
徳
的
前
提

を
欠
い
た
「
中
身
な
き
方
法
（m

ethod w
ithout content

）」
で
あ
る
と
し
て

批
判
す
る
の
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
決
疑
論
的
な

方
法
は
、
事
例
比
較
や
類
推
を
行
な
う
た
め
の
基
盤
と
な
る
知
識
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
結
局
は
、
道
徳
的
重
要
性
に
関
す
る
原
則
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
。［395― 396

］

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
る
決
疑
論
の
積
極
的
展
開

　

ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
、
批
判
を
浴
び
せ
つ
つ
も
最
終
的
に
は
、
自

ら
の
原
則
主
義
と
決
疑
論
と
の
相
違
を
強
調
点
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
認
め
る

［B
eaucham

p &
 C

hildress 2001: 396― 7

］
の
だ
が
、
そ
の
強
調
点
の
違
い
が

方
法
論
と
し
て
は
重
大
な
違
い
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド

レ
ス
が
指
摘
し
た
批
判
内
容
を
も
含
む
よ
う
な
形
で
独
自
の
視
点
か
ら
決
疑
論

の
建
設
的
再
構
築
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
仕
事
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
一
九
九
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
考
［K

uczew
ski 

1994

］
の
中
で
、
共
同
体
主
義
的
な
観
点
か
ら
の
決
疑
論
の
再
構
築
を
試
み
て

い
る
。
そ
こ
で
ク
シ
ェ
フ
ス
キ
が
取
り
組
む
の
は
、
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
な
ど
の

共
同
体
主
義
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
る
決
疑
論
批
判
で
あ
る
。
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー

は
、
共
同
体
主
義
か
ら
の
決
疑
論
批
判
を
次
の
二
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
共
同

体
主
義
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
個
別
事
例
の
解
決
は
、
善
き
生
に
関
す
る
共
有

さ
れ
た
理
解
の
文
脈
の
中
で
の
み
合
理
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
善
き
生
は
、
善

や
価
値
の
共
有
さ
れ
た
序
列
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
決
疑
論
は
、
中
世
自
然

法
の
全
盛
期
に
絶
頂
を
迎
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
当
時
に
お
け

る
善
の
共
有
さ
れ
た
序
列
を
前
提
し
て
い
る
し
、
そ
う
し
た
世
界
観
に
よ
っ
て

恣
意
性
や
素
朴
な
形
而
上
学
的
実
在
論
、
現
状
肯
定
へ
と
傾
か
ず
に
済
ん
で
き

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
決
疑
論
に
は
、
中
世
の
自
然
法
を
適

用
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
現
状
を
批
判
す
る
た
め
の
善
の
共
有
さ
れ
た
序
列

が
欠
け
て
い
る
。
こ
れ
が
第
一
の
批
判
点
で
あ
る
［K

uczew
ski 1994: 100

］。

第
二
の
批
判
点
は
、
そ
う
し
た
善
の
共
有
さ
れ
た
序
列
へ
の
目
配
り
の
欠
落
ゆ

え
に
、
決
疑
論
は
結
局
、
個
人
主
義
と
自
律
尊
重
に
傾
く
滑
り
や
す
い
坂
へ
と

生
命
倫
理
や
社
会
を
押
し
出
し
て
い
く
こ
と
に
荷
担
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
［101

］。
な
お
、
こ
れ
ら
二
つ
の
批
判
点
は
、
共
同
体
主
義
特

有
の
価
値
観
か
ら
の
含
意
を
差
し
引
け
ば
、決
疑
論
に
お
け
る
「
結
合
の
規
範
」

と
「
正
当
化
能
力
」
の
欠
落
を
指
摘
し
た
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
批
判

に
大
筋
の
点
で
一
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
う
し

た
批
判
に
応
え
て
、
現
代
の
決
疑
論
を
建
設
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
る
の

で
あ
る
。

　

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
決
疑
論
者
の
一
般
的
な
傾
向
を
述
べ
る
た
め
に
、

カ
ー
ソ
ン
・
ス
ト
ロ
ン
グ
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
と
い
っ
た
代
表

的
な
論
者
の
立
場
を
整
理
す
る
。
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ン

グ
は
、
模
範
事
例
（paradigm

）
に
よ
っ
て
中
間
レ
ベ
ル
の
原
則
（m

id-level 

principles

）
の
適
切
な
使
用
が
例
示
化
さ
れ
る
、
と
考
え

）
10
（

、
ジ
ョ
ン
セ
ン
と
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ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
は
、
中
間
レ
ベ
ル
の
原
則
は
事
後
的
考
慮
の
産
物
な
の
で
個
々

の
行
為
そ
れ
自
体
が
重
要
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
決
疑
論
者
た

ち
は
、
事
例
に
取
り
組
む
た
め
に
善
の
共
有
さ
れ
た
序
列
は
必
要
な
い
、
と
論

じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
決
疑
論
者
た
ち
も
実
際
に
は
、
ご

く
一
般
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
善
の
共
有
さ
れ
た
共
通
理
解
に
依

拠
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
指
摘
す
る
。
む
し
ろ
問
題
は
、

そ
う
し
た
共
通
理
解
が
素
朴
な
形
而
上
学
的
実
在
論
に
基
づ
い
て
い
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。［105
］

　

こ
の
問
い
に
対
す
る
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
回
答
は
、
否
で
あ
る
。
現
代
の
決

疑
論
者
た
ち
は
、
あ
る
事
例
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
重
要
な
善
を
同
定

す
る
能
力
と
し
て
「
実
践
知
（practical w

isdom

）」
を
想
定
し
て
い
る
。
決

疑
論
に
お
い
て
、
正
し
い
行
為
は
、
そ
の
行
為
で
促
進
さ
れ
る
善
の
認
知
に
基

づ
い
て
い
る
。こ
う
し
た
考
え
方
は
確
か
に
一
種
の
道
徳
実
在
論
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
、
そ
こ
に
は
善
の
本
性
に
関
す
る
形
而
上
学
的
思
弁
も
善
の
存
在
論
的

地
位
に
関
す
る
理
論
も
介
在
し
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例

が
大
小
様
々
な
重
要
な
考
慮
事
項
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
思
慮
深
い

人
物
（prudent person

）
が
そ
の
う
ち
の
ど
れ
が
ど
れ
な
の
か
を
同
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の
主
張
の
み
で
あ
る
。［106

］

　

た
だ
し
、
現
代
社
会
で
は
、
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
複
数
の
価
値
観
の
間

の
重
み
づ
け
は
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ス
ト
ロ
ン
グ
の
考
え
る

よ
う
な
模
範
事
例
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
中
間
レ
ベ
ル
の
原
則
の
順

位
づ
け
は
、
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
変
化
し
て
い
く
も
の

で
あ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
確
実
な
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
決
疑
論
が
現
在
共
有
さ
れ

て
い
る
価
値
観
に
し
た
が
っ
て
事
例
比
較
を
行
な
う
と
す
れ
ば
、
判
例
法
が
時

に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
決
疑
論
も
ま
た
、
現
時
点
の
文
化
に
お
け
る
価
値
序

列
を
補
強
す
る
現
状
肯
定
の
方
向
に
強
く
傾
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
批
判
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
じ
決
疑
論
者
の
ジ
ョ

ン
セ
ン
は
、そ
う
し
た
決
疑
論
の
あ
り
方
は
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
と
考
え
る
。

ジ
ョ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
価
値
や
善
の
重
み
は
、
共
同
体
で
共
有
さ
れ
た
理
解

に
対
し
て
よ
り
む
し
ろ
、
事
例
を
取
り
巻
く
状
況
に
対
し
て
相
対
的
で
あ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。［106― 107

］

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
決
疑
論
を
用
い
て
も
、
事
例
に
よ
っ
て
は
模
範
事
例
と
模

範
事
例
の
間
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
陥
っ
て
数
多
く
の
解
決
の
あ
り
方
を
許
す
こ

と
が
あ
る
の
で
、
決
疑
論
者
は
決
疑
論
と
い
う
方
法
が
不
可
謬
で
は
な
い
こ
と

を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
決
疑
論
が
可
謬
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な

ら
ば
、
そ
れ
を
補
う
べ
く
、
ど
う
す
れ
ば
決
疑
論
が
現
状
に
対
し
て
批
判
的
で

あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
決
疑
論
そ
れ
自
体
が
説
明
で
き
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
決
疑
論
が
現
状
肯
定
に
与
す
る
方
法
で
あ
る

と
い
う
批
判
に
応
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
決

疑
論
の
現
状
批
判
力
を
示
す
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
必

要
と
な
る
。（
一
）
本
物
の
模
範
事
例
（genuine paradigm

s

）
と
中
間
的
な

模
範
事
例
（interm

ediate paradigm
s

）
の
二
種
類
の
認
知
が
存
在
す
る
。（
二
）

個
別
事
例
の
文
脈
と
道
徳
的
に
重
要
な
特
徴
と
を
同
定
す
る
上
で
実
践
知
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。（
三
）
道
徳
的
分
類
学
（m

oral taxonom
y

）
が
発

展
す
る
。［107― 108

］
こ
れ
ら
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
考
慮
し
な
が
ら
、
ク
ツ
ェ

フ
ス
キ
ー
は
、
決
疑
論
者
に
求
め
ら
れ
る
徳
と
し
て
の
実
践
知
に
つ
い
て
以
下
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の
よ
う
に
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

決
疑
論
者
は
、
自
分
た
ち
の
結
論
が
恣
意
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
た

め
に
、
な
ぜ
あ
る
解
決
が
他
の
解
決
よ
り
重
視
さ
れ
る
の
か
を
説
明
し
、
そ
の

重
み
づ
け
の
変
化
に
つ
い
て
明
確
な
理
由
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
際
に
は
、
決
疑
論
の
文
脈
依
存
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
説
明
し

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
第
一
ス
テ
ッ
プ
に
関
す
る
こ
と
だ
が
、
本
物
の

模
範
事
例
は
、
移
ろ
い
や
す
い
社
会
的
文
脈
か
ら
は
独
立
に
そ
れ
自
体
と
し
て

存
立
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
中
間
的
な
模
範
事
例
は
そ
れ
よ
り
も
幾
分
曖
昧
な

状
態
に
あ
る
。
腕
の
良
い
決
疑
論
者
で
あ
れ
ば
、
本
物
の
模
範
事
例
を
中
間
的

な
そ
れ
か
ら
区
別
し
た
上
で
、
中
間
的
な
模
範
事
例
の
扱
い
方
、
お
よ
び
、
そ

れ
を
問
題
視
す
べ
き
場
面
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中
間

的
な
模
範
事
例
を
問
題
視
す
る
際
に
は
、
そ
の
模
範
事
例
が
編
み
込
ま
れ
て
い

る
社
会
的
文
脈
や
個
人
的
文
脈
を
明
示
化
し
て
、
新
た
な
行
為
を
論
争
中
の
価

値
観
と
う
ま
く
調
和
さ
せ
ら
れ
る
方
途
を
示
す
こ
と
と
な
り
、
ま
た
他
方
、
中

間
的
な
模
範
事
例
を
扱
う
際
に
は
、
そ
の
制
度
的
背
景
、
そ
こ
で
育
ま
れ
た
価

値
観
、
個
々
の
状
況
が
そ
れ
ら
に
及
ぼ
す
影
響
の
あ
り
方
に
関
し
て
一
定
の
共

有
さ
れ
た
理
解
が
あ
る
、
と
想
定
す
る
。［109

］

　

決
疑
論
者
は
、
個
々
の
事
例
を
扱
う
際
に
常
に
明
示
的
に
そ
う
し
た
制
度
的

背
景
、価
値
観
な
ど
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
背
景
に
あ
る
想
定
が
い
つ
問
題
視
さ
れ
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
を
知
っ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
が
実
践

知
を
備
え
た
人
物
の
証
し
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
決
疑
論
者
は
特
定

の
価
値
の
密
輸
入
を
避
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
決
疑
論
者
は
、
実
践
的
推

論
（practical reasoning

）
と
い
う
能
力
に
よ
っ
て
、
本
物
の
模
範
事
例
と
中

間
的
な
模
範
事
例
が
適
切
に
区
別
さ
れ
、
か
つ
、
中
間
的
な
模
範
事
例
を
問
題

化
す
べ
き
適
切
な
場
面
が
認
知
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ク

ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
能
力
を
発
展
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
賢
慮
や
実

践
知
と
い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
徳
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。［ibid.

］

　

た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
セ
ン
と
ト
ゥ
ー
ル
ミ
ン
が
医
師
の
実
践
知
を
「
パ
タ
ー
ン

認
知
（pattern recognition

）」
と
称
す
る
［Jonsen and Toulm

in 1988: 40

］

よ
う
に
、
そ
も
そ
も
実
践
知
と
は
、
経
験
を
要
求
す
る
パ
タ
ー
ン
認
知
の
一
種

で
あ
る
。
こ
の
種
の
パ
タ
ー
ン
認
知
は
、
道
徳
的
に
重
要
な
特
徴
を
主
題
化
さ

せ
る
状
況
の
物
語
（narrative

）
と
し
て
結
実
す
る
。
し
か
し
、
ク
ツ
ェ
フ
ス

キ
ー
は
、
物
語
記
述
の
単
な
る
プ
ロ
セ
ス
よ
り
む
し
ろ
、
事
例
の
道
徳
的
に
重

要
な
特
徴
を
同
定
す
る
合
理
的
能
力
（rational faculty

）
と
い
う
徳
、
す
な

わ
ち
実
践
知
を
重
視
す
る
。
こ
の
実
践
知
に
よ
り
、
単
一
の
事
例
に
つ
い
て
い

か
よ
う
に
で
も
記
述
で
き
る
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
実
践
知
は
、
既
存
の
制
度
の
最
善
の
伝
統
の
中
に
あ
る
も
の
を
決

定
し
、
か
つ
、
当
該
の
諸
関
係
や
個
々
の
人
々
に
適
合
し
た
行
為
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
中
間
的
な
模
範
事
例
の
発
展
に
よ
っ
て
、
特
定
の

状
況
に
即
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
新
し
い
価
値
観
が
認
知
さ
れ
う
る
。
こ
う
し

て
、
個
々
の
事
例
の
物
語
を
解
釈
す
る
際
に
実
践
知
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
こ
と
で
、
決
疑
論
が
滑
り
や
す
い
坂
を
回
避
す
る
見
込
み
が
有
望
な
も

の
と
な
る
。［K

uczew
ski 1994: 110― 111

］

　

実
践
知
と
そ
れ
が
紡
ぎ
だ
す
物
語
的
な
歴
史
に
よ
っ
て
、
よ
り
幅
広
く
て
豊

か
な
暗
黙
の
共
有
価
値
群
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
な
る
。
既
存
の
制
度
に
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埋
め
込
ま
れ
た
暗
黙
の
共
有
価
値
群
は
、
決
疑
論
の
方
法
を
導
入
す
る
た
め

の
始
点
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
の
適
用
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と

で
、
決
疑
論
者
は
、
先
例
を
蓄
積
し
、
微
妙
な
差
異
を
見
抜
く
経
験
を
積
む
。

こ
う
し
た
蓄
積
の
産
物
が
、「
発
展
す
る
道
徳
分
類
学
（an evolving m

oral 

taxonom
y

）」
で
あ
る
。
こ
の
分
類
学
に
よ
っ
て
、
決
疑
論
の
始
点
を
形
成
す

る
共
有
さ
れ
た
理
解
が
明
示
化
さ
れ
始
め
る
。
こ
う
し
た
発
展
す
る
構
造
の
中

に
こ
そ
、
滑
り
や
す
い
坂
や
慣
習
主
義
に
対
す
る
決
疑
論
者
の
防
波
堤
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
、
と
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
述
べ
る
。［111

］

　

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
道
徳
分
類
学
に
は
、
現
在
主
流
の
価
値
を
反

映
し
た
事
例
の
み
な
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
が
含
ま
れ
る
。
滑
り
や
す
い
坂

の
危
険
性
は
、
一
方
の
価
値
観
に
傾
い
た
解
決
を
み
る
事
例
の
数
が
増
え
る
に

つ
れ
て
、
そ
の
価
値
観
が
他
の
価
値
観
を
駆
逐
す
る
ま
で
増
殖
す
る
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
決
疑
論
者
の
道
徳
分
類
学
は
、
そ
の
発
展
す
る
構

造
ゆ
え
に
、現
時
点
で
の
善
の
み
な
ら
ず
多
く
の
種
類
の
善
に
場
所
を
与
え
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
特
定
の
時
点
で
優
勢
な
位
置
に
な
い
善
を
も
評
価
す
る
可
能

性
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
分
類
学
は
、
決
疑
論
の
批

判
的
機
能
の
鍵
で
あ
る
。
決
疑
論
者
は
、
多
様
な
道
徳
的
考
慮
に
精
通
す
る
こ

と
で
、
特
定
の
制
度
や
実
践
の
中
で
の
伝
統
に
対
す
る
狭
す
ぎ
る
見
方
を
批
判

す
る
一
連
の
視
点
を
身
に
つ
け
る
の
で
あ
る
。［112

］

　

決
疑
論
に
は
、
個
人
的
な
物
語
や
制
度
的
な
物
語
へ
の
依
拠
、
模
範
事
例
や

事
例
の
微
妙
な
差
異
を
考
慮
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
む
分
類
学
の
展
開
と
い
っ

た
形
で
、
共
同
体
主
義
的
な
要
素
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
こ
で
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
再
構
築
さ
れ
た
自
ら
の
決

疑
論
を
「
共
同
体
主
義
的
決
疑
論
（com

m
unitarian casuistry

）」［113

］
と

称
す
る
。
ま
た
、
後
の
論
考
に
お
い
て
は
、「
道
徳
知
識
を
も
つ
共
同
体
主
義

者
（the com

m
unitarian person of m

oral know
ledge

）」
と
「
実
践
知
を
も

つ
決
疑
論
者
（the casuist of practical w

isdom

）」
は
本
質
的
に
同
一
で
あ

る
、
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
［K

uczew
ski 1998: 431

］。
こ
う
し
た
ク

ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
決
疑
論
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
に
よ
る
「
中
身
な

き
方
法
」
と
い
う
批
判
に
対
し
て
十
分
対
抗
し
う
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
実
際
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
は
、
原
則
主
義
と
決
疑
論
の
関
係
に
つ
い

て
、
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
不
毛
さ
が
両
者
の
共
通
認
識
で
あ
り
、

ま
た
、
決
疑
論
が
実
践
知
を
重
視
す
る
よ
う
に
、
原
則
主
義
も
、
原
則
を
結
び

つ
け
る
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
倫
理
学
者
の
判
断
を
重
ん
じ
て
い
る
、
と
両

者
の
間
の
共
通
点
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
原
則
主
義
が
決
疑
論

に
何
か
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
述
べ
て
、
原

則
主
義
に
よ
る
決
疑
論
の
補
強
と
い
う
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
提
案
を

あ
っ
さ
り
退
け
て
い
る
［430

］。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
決
疑

論
の
積
極
的
展
開
の
試
み
は
、
事
例
に
根
を
生
や
し
な
が
ら
現
状
肯
定
に
終
わ

ら
な
い
批
判
力
を
備
え
た
新
し
い
決
疑
論
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る

と
思
わ
れ
る

）
11
（

。

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
行
為
者
中
心
主
義

　

本
章
を
締
め
く
く
る
に
当
た
っ
て
、
一
九
九
八
年
に
発
表
さ
れ
た
ウ
ィ
ト

ベ
ッ
ク
の
仕
事
［W

hitbeck 1998a&
b

／
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク 

二
〇
〇
〇
］
に
言

及
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
論
者
た
ち
の
主
た
る
フ
ィ
ー
ル
ド
が
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生
命
倫
理
の
領
域
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
携
わ
る
主
た
る

領
域
は
技
術
者
倫
理
（engineering ethics

）
12
（

）、
と
り
わ
け
技
術
者
倫
理
教
育

で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
議
論
が
こ
れ
ま
で
の
方
法
に
関
す
る
議
論
と
異
な

る
最
大
の
点
は
、
倫
理
学
者
の
仕
事
の
重
心
を
倫
理
教
育
と
い
う
側
面
に
置
い

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
決
疑
論
が
、
医
師
の
実
践
知
と
決
疑
論
者
の
実
践
知
と

を
あ
る
意
味
で
は
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
見
て
い
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、

倫
理
問
題
を
技
術
的
な
設
計
問
題
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
て
、
新
た
な
方
法

論
の
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
や
事
例
を
重
視

す
る
姿
勢
は
両
者
に
相
通
ず
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
決
疑
論
者
の
視
点
が
あ
く

ま
で
も
倫
理
問
題
を
解
く
専
門
家
の
視
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ

ク
が
重
視
す
る
の
は
、
実
際
に
倫
理
問
題
に
直
面
し
た
個
々
の
行
為
者
の
視
点

で
あ
る
、
と
い
う
点
で
両
者
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
が

と
る
応
用
倫
理
学

）
13
（

の
方
法
は
、
い
わ
ば
「
行
為
者
中
心
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

で
あ
る
。
こ
の
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
坪
井
雅
史
の
最

近
の
論
考
［
坪
井 

二
〇
〇
五
］
な
ど
、
詳
細
な
検
討
を
試
み
た
仕
事
が
す
で

に
い
く
つ
か
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
あ
ま
り
深
入
り
は
し
な
い

で
お
き
た
い
。

　

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、
従
来
型
の
応
用
倫
理
学
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
批
判
す

る
［W

hitbeck 1998b: http://onlineethics.org/bib/appcw
-pt2.htm

l

］。

行

為
者
は
、
ひ
と
た
び
選
択
肢
が
定
式
化
さ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
ら
の
選
択
肢
の
重

み
づ
け
を
行
な
う
批
判
的
判
断
の
ス
キ
ル
を
必
要
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

そ
う
し
た
ス
キ
ル
は
、
倫
理
問
題
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
を
熟
慮
す
る
上
で

行
為
者
に
必
要
と
さ
れ
る
ス
キ
ル
の
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
は
『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原
則
』
に
お
い
て
こ
の
点
を
見
落

と
し
て
お
り
、
彼
ら
が
行
為
者
の
熟
慮
を
話
題
に
す
る
際
に
は
、
行
為
者
の
熟

慮
の
も
つ
、正
当
化
の
枠
を
超
え
出
る
側
面
が
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
抽
象
的
な
原
則
を
定
式
化
す
る
こ
と
に
関

心
を
寄
せ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
、
現
場
の
実
践
者
が
体
験
す
る
諸
問
題
を
顧
み

な
い
こ
と
に
つ
な
が
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
哲
学
者
た
ち
に
倫
理
問
題

の
実
際
の
特
徴
へ
の
留
意
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
、
そ
う
し
た
問
題

に
関
す
る
虚
偽
の
陳
述
に
つ
な
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
虚
偽
の
陳

述
は
、
医
療
に
関
す
る
決
定
や
そ
の
準
備
と
い
っ
た
事
柄
に
関
し
て
公
衆
を

誤
っ
た
方
向
に
導
く
が
ゆ
え
に
、深
刻
な
帰
結
を
も
た
ら
し
う
る
。ウ
ィ
ト
ベ
ッ

ク
の
指
摘
す
る
応
用
倫
理
学
の
欠
陥
は
、
倫
理
問
題
が
分
析
の
み
に
よ
っ
て
解

決
さ
れ
う
る
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者

の
視
点
に
立
っ
た
綜
合
的
な
推
論
が
無
視
さ
れ
る
こ
と
で
、
倫
理
問
題
の
性
格

が
歪
め
ら
れ
、
ま
た
、
実
際
の
問
題
状
況
を
そ
れ
ほ
ど
知
ら
ず
に
そ
の
こ
と
に

関
す
る
論
文
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
と
哲
学
者
た
ち
が
信
じ
込
む
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
、
多
く
の
倫
理
学
者
た
ち
が
倫
理
問
題
に
関
す
る

公
衆
の
理
解
を
促
進
す
る
と
い
う
自
分
た
ち
の
義
務
を
怠
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
き
た
、
と
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
応
用
倫
理
学
の
現
状
を
診
断
す
る
。
そ
う
し
た

倫
理
問
題
に
関
す
る
間
違
っ
た
理
解
の
主
た
る
原
因
は
、
応
用
倫
理
学
に
お
け

る
道
徳
的
行
為
者
の
視
点
の
欠
落
に
あ
る
。ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、「
審
判
の
視
点
、

つ
ま
り
「
ど
こ
に
も
な
い
」
場
所
か
ら
関
係
の
な
い
立
場
で
問
題
を
眺
め
、
そ

れ
を
「
人
間
に
関
す
る
数
学
の
問
題
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
評
論
家
の
視

点
」［
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク 

二
〇
〇
〇: 

九
二
頁
］
か
ら
倫
理
問
題
を
論
じ
る
こ
と
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を
強
く
戒
め
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
な
事
柄
を
め
ぐ
る
意
見
の
不
一
致
は
、

異
な
る
価
値
観
の
対
立
と
い
う
場
面
よ
り
も
む
し
ろ
、
共
通
の
何
か
を
目
指
し

た
り
避
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
中
で
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
や
る
か
が
問
題
に
な

る
、と
い
う
場
面
で
頻
繁
に
生
じ
る
［
七
六
頁
］。
し
た
が
っ
て
、倫
理
問
題
は
、

一
定
の
制
約
の
中
で
一
定
の
目
的
に
向
か
っ
て
ど
の
よ
う
に
設
計
す
べ
き
か
と

い
う
設
計
問
題
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
把
握
さ
れ
る
の
が
相
応
し
い
と
さ
れ
る
。

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、「
何
重
も
の
制
約
を
受
け
る
」
と
い
う
工
学
設
計
の
問
題

の
特
質
を
強
調
し
、
そ
れ
が
倫
理
問
題
の
た
め
の
モ
デ
ル
と
な
り
う
る
と
主
張

す
る
。
厄
介
な
倫
理
問
題
で
は
道
徳
的
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
多
様
な
事
柄
が

絡
み
合
っ
て
お
り
、
行
為
者
は
そ
れ
ら
を
可
能
な
限
り
す
べ
て
考
慮
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
倫
理
問
題
は
何
ら
か
の

対
立
状
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
実
際
に
生
ず
る
倫
理
問

題
の
多
く
は
、
多
様
な
要
求
と
倫
理
的
制
約
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
制
約
を
同
時
に
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
も
あ
れ
ば
で
き
な
い
場
合
も

あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
［
九
二
頁
］。
そ
う
し
た
倫
理
問
題
を
、
実
際
に
そ

れ
に
直
面
す
る
行
為
者
の
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の

ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、
具
体
的
に
は
、
設
計
問
題
か
ら
倫
理
問
題
が
獲
得
す
る

教
訓
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

一
、
ま
ず
置
か
れ
た
状
況
の
中
の
未
知
の
要
素
お
よ
び
不
確
か
な
要
素
の

検
討
を
考
察
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
。［
七
九
頁
］

二
、
実
行
可
能
な
さ
ま
ざ
ま
な
解
決
策
を
探
る
と
い
う
こ
と
は
問
題
を
明

確
化
す
る
こ
と
と
は
別
で
あ
り
、
解
決
策
を
探
る
た
め
に
は
よ
り
多

く
の
情
報
を
必
要
と
す
る
。［
八
〇
頁
］

三
、
時
間
の
制
約
の
も
と
で
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、多
く
の
場
合
、

最
初
か
ら
い
く
つ
か
可
能
な
解
決
策
を
同
時
進
行
的
に
進
め
て
い
く

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。［
八
三
頁
］

四
、
問
題
状
況
に
は
動
的
性
質
が
あ
り
、
問
題
状
況
と
そ
れ
に
対
す
る
わ

れ
わ
れ
の
理
解
は
、
ど
ち
ら
も
時
間
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
発
展

し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。［
八
四
頁
］

　

坪
井
の
言
う
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
が
提
示
し
た
の
は
、「
私
た
ち
が
現

実
の
倫
理
問
題
に
取
り
組
む
ま
さ
に
そ
の
時
点
・
現
場
で
必
要
と
さ
れ
る
、
対

処
法
に
つ
い
て
の
方
法
論
」［
坪
井
二
〇
〇
五: 

七
三
頁
］
に
他
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
従
来
型
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
魅
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で

提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
現
場
で
賢
く
振
る
舞
う
方
法
に
す
ぎ
ず
、

わ
れ
わ
れ
が
問
題
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す

る
べ
き
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
印
象
は

拭
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
決
疑
論
に
対
す
る
「
中
身
な
き
方
法
」
と
い

う
批
判
が
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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む
す
び―

方
法
論
論
争
が
含
意
す
る
も
の

　

以
上
、
原
則
主
義
を
め
ぐ
る
論
争
、
決
疑
論
、
行
為
者
中
心
主
義
と
い
っ
た

応
用
倫
理
学
の
主
要
な
方
法
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
本
稿
を
結
ぶ
に
当
た

り
、
こ
う
し
た
方
法
論
論
争
が
含
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

概
し
て
、
方
法
論
と
し
て
洗
練
さ
れ
抽
象
度
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
方

法
自
体
が
、
応
用
倫
理
学
的
研
究
に
取
り
組
む
具
体
的
場
面
に
う
ま
く
適
用
で

0

0

0

き
る
0

0

の
か
、
と
い
う
疑
念
が
か
え
っ
て
強
ま
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
倫

理
学
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
実
効
性
に
つ
い
て
の
批
判
が
、
メ
タ
レ
ベ

ル
で
は
あ
る
が
同
じ
形
で
、
応
用
倫
理
学
の
方
法
論
に
対
し
て
も
再
び
浴
び
せ

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
批
判
の
ル
ー
プ
か
ら
抜
け
出
す
た

め
に
は
、
応
用
倫
理
学
の
方
法
は
常
に
、
具
体
的
な
テ
ー
マ
に
即
し
た
研
究
を

念
頭
に
置
き
、
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
並
行
か
つ
往
復
す
る
仕
方
で
論
じ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
個
々
の
テ
ー
マ
の
研
究
遂
行
の
実

例
を
方
法
論
の
単
な
る
例
証
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
道
徳
と
理
論
の
関
係
に
つ
い
て
の
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
言
い
回

し
、「
道
徳
が
理
論
の
錨
な
の
で
あ
っ
て
、
理
論
が
道
徳
の
錨
な
の
で
は
な
い
」

［B
eaucham

p &
 C

hildress 2001: 405

］
は
、
方
法
論
と
応
用
倫
理
学
的
研
究

の
遂
行
の
関
係
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。
応
用
倫
理
学
の
方
法

論
は
、
最
終
的
に
は
、
応
用
倫
理
学
的
な
研
究
に
取
り
組
む
者
の
た
め
に
為
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
・
倫
理
学
者
好
み
の
理
屈
遊
び
の
玩
具
箱
に
収
納

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
回
避
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
本
稿
で
採
り
上
げ

て
き
た
、
米
国
で
の
論
争
の
中
心
の
一
つ
に
位
置
す
る
ビ
ー
チ
ャ
ム
や
ジ
ョ
ン

セ
ン
た
ち
は
、
方
法
を
論
じ
る
際
に
も
常
に
個
々
の
倫
理
問
題
に
取
り
組
む
文

脈
へ
の
目
配
り
を
怠
っ
て
い
な
い
。
他
方
で
ガ
ー
ト
や
ク
ラ
ウ
ザ
ー
ら
も
ま

た
、
倫
理
学
者
と
し
て
個
々
の
倫
理
問
題
に
対
し
て
発
言
し
て
い
く
際
の
自
ら

の
依
っ
て
立
つ
「
専
門
性
」
を
常
に
意
識
す
る
形
で
方
法
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

そ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
ガ
ー
ト
の
見
解
の
相

違
の
根
に
あ
る
の
は
、
学
と
し
て
の
応
用
倫
理
学
の
あ
り
方
に
対
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
、
あ
る
い
は
、
倫
理
学
者
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ビ
ー
チ
ャ
ム
の
想
定
し
て
い
る
生
命
倫
理
学
者
の
足
場
は

医
療
や
行
政
に
お
け
る
実
践
的
議
論
の
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
合
意
形
成
を
い
か

に
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
て
い
く
か
が
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
や
ガ
ー
ト
は
、
あ
く
ま
で
も
倫
理
「
学
」

の
立
場
か
ら
、
日
常
的
な
道
徳
の
現
実
性
と
感
受
性
を
明
ら
か
に
し
て
一
貫
し

た
実
践
的
指
針
を
導
き
出
す
理
論
モ
デ
ル
の
構
築
に
力
点
を
置
い
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ン
セ
ン
ら
決
疑
論
者
は
、
基
本
的
に
は
ビ
ー
チ
ャ

ム
と
同
じ
く
、
実
際
の
議
論
の
場
で
の
合
意
形
成
に
対
し
て
照
準
を
絞
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
決
疑
論
の
場
合
に
は
、
決
疑
論
者
自
身
が
、
個
々
の

事
例
に
対
し
て
具
体
的
な
判
断
を
下
す
主
体
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
主
体
に
は
一

定
の
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
た
専
門
家
（
あ
る
い
は
賢
人
）
で
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
専
門
家
や
賢
人
の
中
に
応
用
倫
理
学
に
取
り
組
む
者

も
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
決
疑
論
支
持
者
の
倫
理
学
者
と
し
て
の
ス
タ

ン
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

行
為
者
中
心
主
義
を
支
持
す
る
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
場
合
は
、
上
記
の
論
者
た

ち
と
は
少
し
毛
色
が
違
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
は
、
技
術
者
倫
理
教
育
0

0
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を
念
頭
に
置
き
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
個
々
の
人
間
が
ど
の
よ
う
に
倫
理
的
・
道

徳
的
思
考
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
応
え
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
設
計
問
題
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
倫
理
問
題
を
捉
え
る
と
い
う

ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
回
答
に
は
、
な
か
な
か
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま

た
、
彼
女
自
身
の
取
り
組
み
の
主
た
る
目
的
は
、
技
術
者
倫
理
の
具
体
的
な
諸

問
題
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で

は
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
自
身
が
、
哲
学
・
倫
理
学
者
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ど
の
よ
う
な
社
会
的

役
割
を
果
た
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
。
た
だ
し
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
が
技
術
者
倫
理
の
諸
問
題
を
倫
理
教

育
の
観
点
か
ら
丁
寧
に
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ト

ベ
ッ
ク
の
構
想
す
る
哲
学
・
倫
理
学
者
の
社
会
的
役
割
は
、
倫
理
問
題
の
本
質

を
歪
曲
し
な
い
よ
う
に
行
為
者
の
視
点
を
組
み
込
ん
だ
理
論
構
築
を
行
な
っ
た

上
で
、
医
療
従
事
者
、
技
術
者
、
弁
護
士
と
い
っ
た
専
門
職
に
従
事
す
る
こ
と

に
な
る
学
生
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
教
育
に
即
し
た
形
で
実
効
的
な
倫
理
教

育
を
施
す
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
主
張
を
敷
衍
す
れ
ば
、
哲
学
・
倫

理
学
者
の
役
割
は
、個
々
の
事
例
に
対
し
て
回
答
を
与
え
る
こ
と
で
は
な
い
し
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
だ
と
思
い
違
い
を
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
む
し
ろ
社

会
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、

審
議
委
員
会
等
の
政
策
決
定
に
か
か
わ
る
場
面
で
倫
理
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
に
、
ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
の
提
示
す
る
方
法
は
、
そ
の
場
に
置
か
れ
た

哲
学
・
倫
理
学
者
に
ど
の
よ
う
な
具
体
的
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か

）
14
（

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
場
に
身
を
置
く
こ
と
を
慎
む
べ

き
だ
と
い
う
回
答
も
十
分
可
能
で
は
あ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
で
は
主
に
、
生
命
倫
理
や
技
術
者
倫
理
の
領
域
に
お
け
る
方
法

に
つ
い
て
観
て
き
た
の
だ
が
、
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
や
情
報
倫
理
そ
の
他
の
さ
ま
ざ

ま
な
応
用
倫
理
学
的
研
究
に
お
け
る
方
法
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
も
の
と
は
幾
分

異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
生
命
倫
理
や
技
術
者
倫
理

な
ど
の
専
門
職
倫
理
に
関
わ
る
領
域
に
比
べ
て
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
の
場
合
に
は
、

問
題
に
関
わ
る
の
は
倫
理
学
者
の
他
に
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
携
わ
る
当
事
者
（
企
業

経
営
者
、
従
業
員
、
そ
の
他
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
な
ど
）、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関

す
る
研
究
者
（
主
と
し
て
経
営
学
者
）、
経
済
に
関
す
る
研
究
者
（
経
済
学
者
）

な
ど
、
視
点
の
異
な
る
複
数
の
種
類
の
人
々
で
あ
る
。
環
境
倫
理
に
な
れ
ば
、

問
題
に
関
わ
る
人
々
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
多
様
性
は
さ
ら
に
増
大
す
る
。

ま
た
、
そ
う
し
た
系
に
括
ら
れ
な
い
と
は
い
え
応
用
倫
理
学
が
関
わ
り
う
る
問

題
（
死
刑
存
廃
問
題
、
教
育
問
題
な
ど
）
で
は
、
問
題
に
応
じ
て
関
わ
る
人
々

の
性
質
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
人
が
問
題
に
深
く
関
わ

る
の
か
に
応
じ
て
、
そ
こ
に
参
与
す
る
応
用
倫
理
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
変
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
方
法
論
の
問
題
は
、
実
は
、
個
々
の
論
者
の
応
用
倫
理
学

的
な
研
究
に
取
り
組
む
ス
タ
ン
ス
、
自
ら
の
依
っ
て
立
つ
専
門
性
に
関
す
る
理

解
の
あ
り
方
、
さ
ら
に
は
、
論
者
が
取
り
組
む
問
題
に
深
く
関
わ
る
人
々
の
性

質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、ウ
ィ
ト
ベ
ッ
ク
が
ト
マ
ス
・
ネ
ー

ゲ
ル
の
言
葉
を
引
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、「
ど
こ
に
も
な
い
」
場
所
か
ら
関
係

の
な
い
立
場
で
問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
方
法
論
に
つ
い
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

で
き
な
い
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
法
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
多
様
性
は
、
応
用
倫
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理
学
者
の
役
割
の
多
様
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

応
用
倫
理
学
的
な
思
考
を
導
く
お
お
よ
そ
の
筋
道
と
し
て
は
、
す
で
に
述
べ

て
き
た
方
法
論
の
す
べ
て
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多

様
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
安
易
な
相
対
主
義
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

な
る
。「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
症
候
群
」
と
い
う
診
断
を
メ
タ
レ
ベ
ル
で
再
び
下
さ

れ
な
い
た
め
に
も
、
多
様
な
方
法
の
う
ち
い
っ
た
い
ど
れ
が
特
定
の
問
題
領
域

に
お
い
て
適
切
な
方
法
な
の
か
に
つ
い
て
、あ
る
程
度
の
説
明
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
い
さ
さ
か
乱
暴
に
、
ど
の
方
法
を
支
持
す
る
者
に
も
に
わ

か
に
否
定
し
が
た
い
説
得
力
を
も
つ
「
反
照
的
均
衡
」
の
考
え
方
を
さ
ら
に
広

く
す
る
、
と
い
う
提
案
を
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
問
わ
れ
て
い
る
問
題
と
そ
れ

に
ま
つ
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
直
観
、
特
定
の
方
法
で
遂
行
さ
れ
る
応
用
倫
理

学
的
研
究
、
そ
し
て
、
他
領
域
の
知
の
営
み
、
こ
れ
ら
三
者
の
間
で
相
互
に
擦

り
合
わ
せ
を
行
な
う
と
い
う
、「
さ
ら
に
広
い
反
照
的
均
衡
」
で
あ
る
。
も
は

や
「
反
照
的
均
衡
」
と
い
う
言
葉
が
イ
ン
フ
レ
を
起
こ
し
て
い
て
無
意
味
だ
と

言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
、
取
り
組
む
問
題
を
共
有
す
る
他
領
域
の
知
と

の
ぶ
つ
か
り
合
い
を
通
じ
て
、
当
該
の
問
題
に
適
切
な
応
用
倫
理
学
の
方
法
が

練
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
、
と
述
べ
直
し
て
も
構
わ
な
い
。
応
用
倫
理
学
の
方
法

は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
し
か
論
じ
る
こ
と
も
確
か
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

す
る
と
、
次
に
、
他
領
域
の
知
と
ぶ
つ
か
り
合
う
た
め
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ

ス
が
応
用
倫
理
学
の
側
に
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
の
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
、
概
略
を
述

べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
従
来
型
の
哲
学
・
倫
理
学
が
得

意
と
す
る
学
説
史
・
思
想
史
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
る
歴
史
的
な
概
念
理
解
、
お

よ
び
、
概
念
の
批
判
的
分
析
と
い
っ
た
も
の
を
応
用
倫
理
学
者
の
「
基
礎
教

養
」
と
し
、
そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
、
方
法
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
を
遂
行
す
る
。
そ

う
し
た
こ
と
が
、
他
領
域
の
知
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
構
築
に
つ
な
が
る
一

つ
の
方
途
に
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）　

こ
の
論
争
に
関
し
て
日
本
語
で
読
め
る
も
の
と
し
て
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
自
身
の
来

日
時
の
講
義
録
［
ビ
ー
チ
ャ
ム
一
九
九
九
］、
お
よ
び
、
東
京
大
学
医
学
部
の
人
材

養
成
ユ
ニ
ッ
ト
Ｃ
Ｂ
Ｅ
Ｌ
に
よ
る
医
療
倫
理
の
テ
キ
ス
ト
［
赤
林
二
〇
〇
五
］、
さ

ら
に
生
命
倫
理
の
成
立
史
を
綴
っ
た
香
川
知
晶
の
著
書
［
香
川
二
〇
〇
〇
］
な
ど
が

あ
る
。

（
2
）　

そ
の
典
型
例
と
し
て
、［B

eaucham
p and C

hildress 2001

］お
よ
び［B

eaucham
p 

2003

］
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）　

一
九
八
四
年
のT

he M
onist

誌
上
に
お
い
て
応
用
倫
理
学
を
再
考
す
る
特
集

が
組
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
お
い
て
す
で
に
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
ガ
ー
ト
が

肩
を
並
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
論
考
を
発
表
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
、

ビ
ー
チ
ャ
ム
が
ガ
ー
ト
や
ク
ラ
ウ
ザ
ー
を
強
く
意
識
し
た
論
述
を
展
開
し
て
い
る

［B
eaucham

p 1984

］
の
に
対
し
て
、
ガ
ー
ト
は
ビ
ー
チ
ャ
ム
を
そ
れ
ほ
ど
意
識
し

て
い
な
い
［G

ert 1984

］。
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、ガ
ー
ト
自
身
の
ア
イ
デ
ィ

ア
が
原
則
主
義
に
対
す
る
反
動
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
こ
こ
か

ら
も
伺
い
知
れ
る
。

（
4
）　

さ
ら
に
言
え
ば
、「
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
原
則
主
義
」
対
「
ガ
ー
ト
と

ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
共
通
道
徳
理
論
」
と
い
う
対
立
軸
の
他
に
、
次
章
で
取
り
扱
う
決
疑

論
と
そ
れ
ぞ
れ
の
対
立
軸
が
あ
り
、
原
則
主
義
、
共
通
道
徳
理
論
、
決
疑
論
は
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
方
法
論
論
争
上
の
三
竦
み
状
態
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。「
共
通
道

徳
理
論
」
対
「
決
疑
論
」
の
対
立
軸
で
は
、
最
近
の
ガ
ー
ト
と
ス
ト
ロ
ン
グ
の
応
酬

［Strong 2006a

］［G
ert 2006a

］［Strong 2006b

］［G
ert 2006b

］
が
あ
る
。
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（
5
）　

『
生
命
医
学
倫
理
の
諸
原
則
』
は
一
九
八
九
年
の
時
点
で
第
三
版
が
出
版
さ
れ
て

い
た
が
、
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
が
論
駁
し
た
い
の
は
個
々
の
論
者
で
は
な
く
生

命
倫
理
学
業
界
の
潮
流
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
人
々
が
手
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

一
九
八
三
年
刊
行
の
第
二
版
を
参
照
し
て
い
る
、
と
い
う
但
し
書
き
が
付
け
加
え
ら

れ
て
い
る
［C

louser and G
ert 1990: 236

］。
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
が
版
を

更
新
す
る
度
に
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
批
判
に
応
え
て
い
る
の
と
は
対
照
的
な
姿

勢
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
い
。

（
6
）　

ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
理
論
は
、「
不
偏
的
規
則
理
論
（im

partial-rule 

theory

）」
と
呼
ば
れ
て
も
い
る
［B

eaucham
p and C

hildress 2001: 390

］
が
、

九
五
年
の
ク
ラ
ウ
ザ
ー
の
論
文
［C

louser 1995

］
の
タ
イ
ト
ル
に
「
原
則
主
義
の

代
替
案
と
し
て
の
共
通
道
徳
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
稿
で

は
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
理
論
を
「
共
通
道
徳
理
論
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

た
だ
し
、「
共
通
道
徳
」
を
め
ぐ
っ
て
は
別
途
論
争
が
継
続
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
語

を
ク
ラ
ウ
ザ
ー
と
ガ
ー
ト
の
陣
営
も
ビ
ー
チ
ャ
ム
と
チ
ル
ド
レ
ス
の
陣
営
も
共
有
す

る
と
い
う
複
雑
な
論
争
状
況
を
呈
し
て
い
る
た
め
、
注
意
を
要
す
る
こ
と
だ
け
は
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

（
7
）　

一
〇
年
後
の
二
〇
〇
〇
年
に
、Journal of M

edicine and P
hilsophy

誌
で
特
集

が
組
ま
れ
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
［R

ichardson 2000

］、
ガ
ー
ト
、
カ
ル
バ
ー
、
ク

ラ
ウ
ザ
ー
［G

ert, C
ulver and C

louser 2000

］、ス
ト
ロ
ン
グ
［Strong 2000

］、ビ
ー

チ
ャ
ム
［B

eaucham
p 2000

］、
ジ
ョ
ン
セ
ン
［Jonsen 2000

］
と
い
っ
た
米
国
に

お
け
る
主
要
な
論
者
た
ち
が
、
詳
述
化
、
詳
述
化
原
則
主
義
、
決
疑
論
と
い
う
立
場

を
起
点
と
し
て
生
命
倫
理
学
の
方
法
論
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
特
集
で
の
議

論
を
概
観
し
た
イ
ル
テ
ィ
ス
の
論
考
［Iltis 2000

］
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）　

日
本
に
お
い
て
広
い
反
照
的
均
衡
の
重
要
性
を
応
用
倫
理
学
の
文
脈
で
指
摘
し
た

比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と
し
て
は
、
川
本
隆
史
の
仕
事
［
川
本
一
九
九
三
］
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
多
元
主
義
的
基
礎
づ
け
主
義
」
の
方
法
論
と
し
て

広
い
反
照
的
均
衡
を
位
置
づ
け
る
伊
勢
田
哲
治
の
仕
事
［
伊
勢
田
二
〇
〇
六
］
が
あ

る
。

（
9
）　

た
だ
し
、
優
れ
た
研
究
が
皆
無
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
哲
学
史
の

観
点
か
ら
、
現
代
の
決
疑
論
を
め
ぐ
る
議
論
に
照
ら
し
な
が
ら
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ

ナ
ス
の
倫
理
思
想
を
新
た
に
読
み
解
い
た
論
考
と
し
て
、
藤
本
温
の
仕
事
［
藤
本 

二
〇
〇
五
］
が
あ
る
。
こ
う
し
た
堅
実
か
つ
建
設
的
な
哲
学
史
研
究
と
応
用
倫
理
学

研
究
が
、さ
ら
に
個
人
レ
ベ
ル
を
超
え
て
交
叉
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
10
）　

ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
整
理
［K

uczew
ski 1994: 102

］
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ン
グ

の
決
疑
論
に
お
け
る
事
例
比
較
の
方
法
で
は
、次
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。（
一
）

あ
る
事
例
に
関
連
す
る
中
間
レ
ベ
ル
の
原
則
を
同
定
し
、
そ
れ
に
関
連
す
る
役
割
義

務
に
留
意
す
る
。（
二
）
行
為
の
あ
り
う
る
成
り
行
き
を
同
定
す
る
。（
三
）
検
討
中

の
事
例
を
そ
れ
に
類
似
し
た
他
の
諸
事
例
と
比
較
す
る
。こ
う
し
た
比
較
を
通
じ
て
、

ど
の
中
間
レ
ベ
ル
の
原
則
が
、
事
例
に
付
随
す
る
ど
の
状
況
に
む
す
び
つ
く
の
か
を

同
定
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
。

（
11
）　

こ
の
論
文
で
の
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
の
議
論
は
確
か
に
、「
実
践
知
」
の
内
実
を
ど

う
考
え
る
の
か
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
共
同
体
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
十
分
に
応
え

ら
れ
る
の
か
、
と
い
っ
た
よ
り
重
要
で
困
難
な
問
題
へ
の
取
り
組
み
に
ま
で
至
っ
て

い
な
い
。
一
九
九
七
年
の
単
著
［K

uczew
ski 1997

］
で
は
、
共
同
体
主
義
と
決
疑

論
を
融
合
し
た
ク
ツ
ェ
フ
ス
キ
ー
独
自
の
方
法
論
が
よ
り
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、
本
稿
で
は
そ
の
委
細
に
は
立
ち
入
ら
ず
に
お
く
。

（
12
）　

私
見
で
は
、
技
術
者
倫
理
は
現
在
、
い
ろ
い
ろ
な
側
面
で
生
命
倫
理
に
比
肩
す
る

隆
盛
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
技
術
者
倫
理
に
つ
い
て
そ
の
歴
史
的

経
緯
と
将
来
の
展
望
を
記
し
た
最
近
の
論
考
と
し
て
、
杉
原
桂
太
の
仕
事
［
杉
原

二
〇
〇
四
］
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
13
）　

彼
女
自
身
は
お
そ
ら
く
「
応
用
倫
理
学
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
留
保
を
付
け
る

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
は
、
ビ
ー
チ
ャ
ム
ら
の
原
則
主
義
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
を
「
応
用
倫
理
学
」
の
一
般
的
方
法
だ
と
分
析
し
て
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
14
）　

た
と
え
ば
、
決
疑
論
は
、
そ
う
し
た
場
面
に
お
け
る
行
為
者
と
し
て
の
哲
学
・
倫

理
学
者
の
思
考
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

文
献赤

林
朗
編
［
二
〇
〇
五
］『
入
門
・
医
療
倫
理
I
』、
勁
草
書
房
。

伊
勢
田
哲
治
［
二
〇
〇
六
］「
広
い
反
照
的
均
衡
と
多
元
主
義
的
基
礎
づ
け
主
義
」、
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N
agoya Journal of P

hilosophy

、
第
五
号
、
二
九―

五
三
頁
。

香
川
知
晶
［
二
〇
〇
〇
］『
生
命
倫
理
の
成
立―

人
体
実
験
・
臓
器
移
植
・
治
療
停
止
』、

勁
草
書
房
。

川
本
隆
史
［
一
九
九
三
］「
応
用
倫
理
学
の
挑
戦―

系
譜
、
方
法
、
現
状
に
つ
い
て
」、

『
理
想
』
第
六
二
五
号
、
理
想
社
、
二
〇―

三
四
頁
。

杉
原
桂
太
［
二
〇
〇
四
］「
技
術
者
倫
理
を
捉
え
な
お
す―

公
衆
の
安
全
・
健
康
・
福

利
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か―

」、『
社
会
と
倫
理
』（
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究

所
）
第
一
七
号
、
一
五
三―

一
七
〇
頁
。

坪
井
雅
史
［
二
〇
〇
五
］「
応
用
倫
理
学
の
方
法
論
を
め
ぐ
っ
て―

W 

R 

E
と
設
計
問

題
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
参
考
に
」、『
人
文
研
究
』（
神
奈
川
大
学
人
文
学
会
）
第
一
五
七

集
、
五
九―

八
〇
頁
。

ビ
ー
チ
ャ
ム
、
ト
ム
・
L 

［
一
九
九
九
］『
生
命
医
学
倫
理
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
立
木

教
夫
・
永
安
幸
正
監
訳
）、
行
人
社
。

藤
本
温 

［
二
〇
〇
五
］「
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
と
決
疑
論
的
思
考
に
つ
い
て
」、『
中
世

思
想
研
究
』（
中
世
哲
学
会
）
第
四
七
号
、
七
三―
八
九
頁
。
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