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特
集
　

保
護
す
る
責
任
　

（
査
読
論
文
）

「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
し
て
の
『
保
護
す
る
責
任

（
＊
）

』

池
　

田
　

丈
　

佑

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
（International 

C
om

m
ission on Intervention and State Sovereignty,

以
降
I 

C 

 I 

S 

S
）

が
二
〇
〇
一
年
に
発
表
し
た
報
告
書
『
保
護
す
る
責
任
（R

esponsibility to 

P
rotect

）』
に
つ
い
て
、
そ
の
倫
理
的
基
盤
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

主
権
国
家
か
ら
な
る
社
会
（
国
際
社
会
）
に
お
い
て
、『
保
護
す
る
責
任
』

を
国
際
「
規
範
」
の
一
つ
と
考
え
る
な
ら
、
本
稿
は
、
規
範
を
形
成
し
て
い
る

倫
理
的
価
値
観
が
何
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
学
問
と

し
て
の
国
際
関
係
論
（International R

elations

）
は
、
従
来
、
国
際
規
範
に

対
し
て
、主
に
社
会
科
学
的
・
実
証
主
義
的
な
姿
勢
で
臨
ん
で
き
た
。そ
こ
で
は
、

国
際
規
範
が
い
か
に
形
成
さ
れ
定
着
す
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
国
際
社
会
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
が
、
主
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

点
で
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
国
際
関
係
論
者
B
・
ブ
ザ
ン
（B

arry B
uzan

）

が
い
う
「
規
範
に
関
す
る
〔
実
証
〕
理
論
（theories about norm

s

）」
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
た

）
1
（

と
い
え
る
。

　

既
存
の
研
究
が
実
証
主
義
的
内
容
に
偏
っ
た
結
果
、
規
範
が
い
か
な
る
価
値

観
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
は
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
点
を
克
服
す
べ
く
、『
保
護
す
る
責
任
』

を
対
象
に
、
規
範
が
持
つ
倫
理
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
。
国
際
関
係
論
に

お
い
て
倫
理
を
扱
う
研
究
は
、「
規
範
理
論
（norm

ative theory

）」
と
呼
ば
れ
、

一
九
九
〇
年
代
前
半
か
ら
興
隆
を
み
せ
て
き
た
。
本
稿
は
、
こ
の
規
範
理
論
の

立
場
に
立
っ
て
い
る
。

　

以
下
構
成
を
述
べ
た
い
。
ま
ず
次
節
に
お
い
て
、『
保
護
す
る
責
任
』
を
正

当
介
入
論
と
し
て
理
解
す
る
考
え
方
に
対
し
て
検
討
を
加
え
る
。こ
の
見
方
は
、

『
保
護
す
る
責
任
』
を
倫
理
的
に
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
か
な
り
普
及
し
て
い

る
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
稿
は
、
正
当
介
入
論
と
い
う
理
解
が
正
し

い
一
方
で
、
実
は
一
面
的
で
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

見
解
は
、
正
し
い
介
入
の
方
法
に
注
目
す
る
あ
ま
り
、
介
入
自
体
を
理
由
付
け

る
倫
理
的
基
盤
に
十
分
言
及
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
第
二
節
で
は
、
こ
の
基
盤
が
何
で
あ
る
か
を
国
際
関
係
論
と
規
範
倫
理
学
の
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接
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
筆
者
は
、「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
呼
び
う
る
倫
理
原
則
が
基
盤
に
当
た
り
う
る
こ
と
を

論
じ
た
い
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
第
三
節
で
、『
保
護
す
る
責
任
』
が
当
該
救

出
原
理
を
い
か
に
具
現
化
し
て
い
る
か
検
討
す
る
。

一
．
正
当
介
入
論
と
し
て
の
『
保
護
す
る
責
任
』

　

そ
も
そ
も
、『
保
護
す
る
責
任
』
が
正
当
介
入
論
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、

な
ぜ
成
立
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
に
お
け
る
正
し
い

介
入
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
が
、
正
戦
論
の
枠
組
み
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

戦
争
の
正
当
化
に
関
す
る
議
論
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
る

）
2
（

。
と
り
わ
け
、

こ
の
議
論
が
、
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
が
な
ぜ
武

器
を
取
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
こ
た
え
る
形
で
形
成
さ
れ
た
点
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
正
戦
論
の
原
型
を
提
示
し
た
の
は
キ
ケ
ロ
（M

arcus 

Tullius C
icero

）
で
あ
る
が
、そ
れ
を
発
展
さ
せ
た
の
は
神
学
者
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
（Saint A

ugustine

）だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
は
、神
学
者
ト
マ
ス
・

ア
ク
ィ
ナ
ス
（Saint T

hom
as A

quinas

）
に
引
き
継
が
れ
、
そ
の
後
国
際
法

学
者
で
あ
る
H
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo G
rotius

）
に
よ
っ
て
事
実
上
完
成

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

正
戦
論
は
、
戦
争
に
い
た
る
理
由
の
正
し
さ
（jus ad bellum

）
を
扱
っ
た

も
の
と
、
戦
争
に
お
け
る
振
る
舞
い
の
正
し
さ
（jus in bello

）
を
扱
っ
た
も

の
と
に
二
分
さ
れ
る
。
だ
が
、
内
容
上
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
て
き
た
の
は
、

戦
争
に
踏
み
切
る
理
由
付
け
に
関
し
て
の
議
論
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に

お
い
て
は
、（
一
）
自
衛
、（
二
）
財
産
の
回
復
、（
三
）
懲
罰
が
正
当
な
原
因

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

武
器
を
取
り
、
人
を
殺
し
う
る
点
で
「
規
則
破
り

）
3
（

」
で
あ
る
戦
争
に
対
し
、

介
入
は
二
重
の
意
味
で
規
則
破
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
介
入
は
、

武
力
行
使
禁
止
の
原
則
（
国
際
連
合
憲
章
二
条
四
項
）
に
反
し
、
さ
ら
に
主

権
平
等
・
内
政
不
干
渉
（
同
二
条
一
項
お
よ
び
同
七
項
）
の
原
則
に
も
反
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
武
力
行
使
禁
止
原
則
は
、
国
連
憲
章
第
七
章
ま
た
は
各

国
の
自
衛
権
発
動
と
い
う
用
件
に
よ
っ
て
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
九
九
九
年
に
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

orth A
tlantic Treaty O

rganization, 

N
AT

O

）
軍
が
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
に
よ
る
決
議
な
し
に
コ
ソ
ボ
へ
の
空

爆
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
遵
守
さ
れ
て
き
た
正
当
化

手
続
き
に
対
す
る
信
頼
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
方
、
主
権
平
等
・

内
政
不
干
渉
原
則
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
破
る
行
為
を
正
当
化
す
る
だ
け
の
論

理
が
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
介
入

に
対
し
て
は
、
権
力
政
治
の
論
理
に
よ
っ
て
こ
れ
を
正
当
化
す
る
か
（
冷
戦
期

に
米
ソ
両
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
介
入
行
動
な
ど
）、
あ
る
い
は
主
権
平
等
原

則
違
反
と
し
て
国
際
的
に
非
難
す
る
か
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軍
に
よ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア

介
入
な
ど
）
と
い
う
二
極
的
な
対
応
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

さ
て
、
周
知
の
よ
う
に
、『
保
護
す
る
責
任
』
に
は
、
正
し
い
介
入
の
た
め

の
条
件
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、

(

a)　

 

介
入
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
よ
う
な
事
態
を
原
因
と
す
る
こ
と
。
す
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な
わ
ち

(

a’)　

大
規
模
な
人
命
の
喪
失

 (
a”)　

大
規
模
な
民
族
浄
化

　

(

b)　

介
入
は
、
人
道
危
機
を
食
い
止
め
る
た
め
に
行
わ
れ
る
こ
と

(

c)　

 

介
入
は
、
予
防
の
た
め
の
手
段
や
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
模
索
し
た

後
で
用
い
ら
れ
る
、
最
後
の
手
段
で
あ
る
こ
と

(

d)　

 

介
入
の
際
の
規
模
や
期
間
、〔
投
入
さ
れ
る
軍
事
力
の
〕
強
度
は
、

人
道
危
機
か
ら
人
び
と
を
保
護
で
き
る
だ
け
の
最
小
限
度
で
あ
る
こ

と
。

(

e)　

 

介
入
に
あ
た
っ
て
は
、
目
標
が
達
成
で
き
る
だ
け
の
見
通
し
が
あ
る

こ
と

(

f)　

 

介
入
は
、
正
当
な
権
威
を
持
つ
国
連
安
全
保
障
理
事
会
か
ら
の
授
権

に
基
づ
く
こ
と

が
求
め
ら
れ
る

）
4
（

。
こ
れ
ら
に
は
、
正
戦
論
の
持
つ
基
本
的
要
素
が
反
映
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
か
ら
、『
保
護
す
る
責
任
』
に
は
、
正
当
介
入
論
と
し
て
の
側
面

が
抜
き
が
た
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
正
当
介
入
論
と
し
て
の
み
『
保
護
す
る
責
任
』
を
捉
え
る
こ
と

は
、
一
面
的
な
理
解
で
し
か
な
い
。
た
し
か
に
、
こ
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、『
保

護
す
る
責
任
』
は
、「
ど
う
す
れ
ば
介
入
は
可
能
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て

答
え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、「
な
ぜ
介
入
を
す
る
の
か
」
と
い
う
よ

り
根
本
的
な
問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
な
ぜ
国
境
を
こ
え
た

と
こ
ろ
で
苦
境
に
喘
ぐ
人
を
救
う
の
か
で
あ
り
、し
か
も
そ
う
す
る
こ
と
が「
責

任
」
と
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
を
救
い
出
す
行
動

に
対
し
て
の
倫
理
的
な
基
礎
付
け
が
、
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。『
保
護

す
る
責
任
』
の
い
う
「
責
任
」
と
は
、
時
に
介
入
に
ま
で
至
り
う
る
自
国
民
保

護
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
な
ぜ
か
を
一
語
に
凝
縮
し
た
概
念
で
あ
る
。
そ
の

上
で
は
じ
め
て
、
正
し
い
介
入
の
方
法
も
成
立
し
う
る
。
そ
の
点
で
、『
保
護

す
る
責
任
』
は
、
い
わ
ば
「
二
階
建
て
」
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
正
当
介
入

論
と
し
て
の
み
こ
の
報
告
書
を
理
解
す
る
の
は
、こ
の
構
図
で
い
え
ば
「
二
階
」

の
部
分
を
み
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
重
要
な
の
は
、
そ
の
責
任
が
い
か
な
る

基
盤
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
「
一
階
」
部
分
で
あ
る
。
こ
の
基
盤

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
、
な
お
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

二
．「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
は
何
か

　

『
保
護
す
る
責
任
』
を
支
え
る
倫
理
的
基
盤
と
し
て
筆
者
が
考
え
る
の
は
、

「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
（Post-A

uschw
itz P

rinciples of 

H
um

an R
escue

）」
と
呼
び
う
る
枠
組
み
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
一
般
的

特
徴
と
構
造
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
一
）
一
般
的
特
徴

　

「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
は
、
現
代
世
界
に
お
い
て
、

あ
る
主
体
が
、
苦
境
に
陥
っ
て
い
る
者
（
客
体
）
を
救
出
す
る
際
、
そ
の
行
動

を
倫
理
的
に
理
由
付
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
枠
組
み
と
定
義

で
き
る
。
こ
こ
で
「
主
体
」
と
は
、
世
界
政
治
に
お
け
る
諸
主
体
を
指
す
。
ま
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た
そ
の
「
客
体
」
と
は
、
主
に
国
境
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
苦
境
に
陥
っ
て
い
る

者
を
い
う
。
さ
ら
に
、「
苦
境
」
と
は
、
本
稿
で
示
す
「
危
害
」
に
よ
っ
て
自

ら
の
生
命
や
身
体
、自
由
が
損
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
を
い
い
、「
救
出
」
と
は
、

そ
の
よ
う
な
「
苦
境
」
か
ら
当
該
客
体
を
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
で
は
、
次
の
よ
う
な
一
般
的
特
徴

が
描
き
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
原
理
は
、
国
境
を
越
え
、
あ
る
人
び
と
に
対

し
て
、
救
出
に
関
わ
る
何
ら
か
の
行
動
を
促
し
た
り
、
あ
る
い
は
禁
じ
た
り
す

る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
原
理
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
倫
理
原
則
だ
と
い
え
る
。
苦
境

を
救
う
者
と
そ
こ
か
ら
救
わ
れ
る
者
と
の
間
に
直
接
の
紐
帯
は
な
い
。つ
ま
り
、

両
者
は
、
国
民
の
よ
う
に
特
定
の
共
同
体
に
共
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け

れ
ば
、
特
定
の
民
族
や
宗
教
観
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
加
え
て
両

者
に
は
、
た
と
え
ば
医
者
と
患
者
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
よ
う
な
、
契
約
に
基

づ
い
た
紐
帯
（
こ
の
紐
帯
に
よ
っ
て
、
医
者
は
患
者
に
対
し
て
治
療
行
為
を
行

う
）
も
存
在
し
て
い
な
い
。
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
は
、
こ

の
よ
う
な
紐
帯
を
持
た
な
い
相
手
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
が
苦
境
に
陥
っ
て
い

る
場
合
に
は
、
救
出
を
要
求
す
る
。

　

第
二
に
、
当
該
原
理
は
、
人
間
を
救
い
出
す
と
い
う
一
定
の
行
為
を
命
じ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
原
理
は
、
義
務
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
の

は
、
こ
こ
で
定
め
ら
れ
る
義
務
が
、
何
ら
か
の
事
柄
を
条
件
に
発
生
す
る
の
で

は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
一
方
的
に
生
じ
る
点
で
あ
る
。
加
え
て
、
後
で
み
る
よ
う

に
、
当
初
不
完
全
義
務
（
そ
こ
で
命
じ
ら
れ
た
作
為
や
不
作
為
を
怠
っ
て
も
罰

さ
れ
な
い
類
の
も
の
）
と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
の
原
理
は
、
今
日
徐
々
に
完

全
義
務（
命
じ
ら
れ
た
作
為
や
不
作
為
を
怠
っ
た
場
合
罰
せ
ら
れ
る
類
の
も
の
）

へ
と
性
質
を
転
換
し
つ
つ
あ
る
。

　

第
三
に
、
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
は
、
そ
の
名
の
通
り
、

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
絶
滅
収
容
所
（
正
式
名
称
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ

ル
ケ
ナ
ウ
で
あ
る
）
に
象
徴
さ
れ
る
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐

殺
の
経
験
に
、
歴
史
的
契
機
を
求
め
て
い
る

）
5
（

。
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
象
徴

さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
は
、
単
な
る
殺
害
と
い
う
事
実
に
加
え
、
そ
れ

が
た
め
に
西
洋
が
構
築
し
て
き
た
倫
理
観
を
根
本
か
ら
揺
る
が
し
た
出
来
事
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
ユ
ダ
ヤ
人
が
隔
離
さ

れ
、
移
送
さ
れ
、
労
働
を
強
い
ら
れ
、
そ
し
て
ガ
ス
室
へ
送
ら
れ
た
事
態
を
連

合
国
側
が
知
り
つ
つ
、
ま
た
、
大
戦
後
半
に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
機
に
瀕
し
た

ユ
ダ
ヤ
人
を
救
い
出
せ
る
だ
け
の
軍
事
的
優
勢
に
立
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
結
局
本
格
的
な
救
出
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
大
規
模
な

傍
観
と
い
う
点
で
、
単
な
る
倫
理
的
な
不
祥
事
を
越
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ユ

ダ
ヤ
人
の
虐
殺
が
凄
惨
を
極
め
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
一
般
の
人
び

と
も
多
く
加
わ
っ
て
機
械
的
に
進
行
し
た
と
い
う
事
実

）
6
（

、
哲
学
者
T
・
ア
ド
ル

ノ
（T

heodor W
. A

dorno

）
と
M
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
（M

ax H
orkheim

er

）

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
啓
蒙
を
携
え
て
突
入
し
て
し
ま
っ
た
一
種
の
「
野
蛮
状

態
）
7
（

」、
あ
る
い
は
政
治
哲
学
者
H
・
ア
レ
ン
ト
（H

annah A
rendt

）
の
言
葉
を

用
い
れ
ば
「
凡
庸
な
悪

）
8
（

」
が
存
在
し
た
と
い
う
点
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
人
間

の
歴
史
に
お
い
て
、
大
量
虐
殺
は
古
く
か
ら
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
代
表
さ
れ
る
経
験
は
、
特
異
で
あ
り
「
理
解
不
能
」
で
あ

る
）
9
（

と
い
う
点
で
そ
れ
ま
で
の
大
量
虐
殺
と
は
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
い
う
表
現
を
用
い
る
と
き
、
そ
こ
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に
は
、
国
際
社
会
が
そ
の
よ
う
な
特
異
で
「
理
解
不
能
」
な
現
象
を
経
験
し
た

と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

（
二
）
そ
の
構
造

　

ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
倫
理

原
則
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
あ
る
行
為
を
求
め
る
部
分
（
義

務
）、
と
②
そ
の
根
拠
と
な
る
部
分
、
で
あ
る
。

一
　

義
務

　

ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
は
、「
苦
境
に
あ
る
人
間
を
救
え
」

と
い
う
行
為
を
命
じ
る
原
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
必
ず
、
あ
る

行
動
を
行
い
他
の
行
動
は
行
わ
な
い
義
務
が
含
ま
れ
る
。
問
題
は
、
こ
の
義
務

が
、
い
か
な
る
論
理
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
考

え
る
に
あ
た
り
、
規
範
倫
理
学
の
知
見
が
有
用
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
規

範
倫
理
学
に
お
け
る
二
大
潮
流
で
あ
る
、
功
利
主
義
（utilitarianism

）
と
義

務
論
（deontology

）
に
沿
っ
て
、
問
題
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ―

P
・
シ
ン
ガ
ー
の
行
為
功
利
主
義

　

功
利
主
義
の
立
場
か
ら
、
苦
境
に
陥
っ
た
者
を
救
い
出
す
こ
と
を
求
め
た

議
論
の
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
倫
理
学
者
P
・
シ
ン
ガ
ー
（Peter 

Singer

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る

）
10
（

。
彼
は
、
一
九
七
二
年
の
論
文
「
飢
饉
、
豊
か

さ
、
道
徳
（Fam

ine, A
ffluence and M

orality

）」
の
な
か
で
、「
食
糧
や
住
居
、

医
療
サ
ー
ビ
ス
を
欠
く
が
た
め
に
も
た
ら
さ
れ
る
苦
痛
（suffering

）
や
死
は

悪
で
あ
」
り

）
11
（

、「
も
し
私
た
ち
が
、
道
徳
的
に
同
じ
く
ら
い
重
要
な
物
を
何
も

犠
牲
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
る
の
を
防
げ
る
の
で
あ

れ
ば
、
道
徳
的
に
そ
う
す
べ
き
で
あ
る

）
12
（

」
と
説
く
。
こ
の
議
論
で
は
、
苦
境
に

あ
る
者
が
地
理
的
に
近
く
に
あ
る
か
遠
く
に
あ
る
か
は
問
わ
な
い
。
さ
ら
に
、

救
助
す
る
者
が
ど
の
く
ら
い
の
数
い
る
か
も
考
慮
し
な
い
。
一
人
で
あ
っ
て
も

千
人
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
苦
境
に
あ
る
人
間
は
救
う
べ
き
だ
と
い
う
論

理
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
シ
ン
ガ
ー
の
論
理
は
、
明
快
で
あ
る
。
し
か
し
、
救
出
の
方
法

と
そ
の
程
度
を
め
ぐ
る
部
分
に
至
る
と
、
か
な
り
問
題
含
み
な
も
の
と
な
る
。

彼
は
、
苦
痛
か
ら
人
を
救
い
出
す
た
め
に
私
た
ち
は
何
を
す
べ
き
か
と
い
う
問

題
に
対
し
て
国
際
的
な
富
の
再
分
配
を
要
求
す
る
。
問
題
は
そ
の
負
担
の
限

度
で
あ
る
。
彼
の
い
う
「
道
徳
的
に
同
じ
く
ら
い
重
要
な
物
を
何
も
犠
牲
と
し

な
い
」
程
度
と
い
う
の
は
、
国
際
関
係
論
者
の
C
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（C

harles 

Jones

）
が
敷
衍
し
て
い
う
に
、「
こ
れ
以
上
富
を
再
分
配
す
る
と
、
富
を
分
け

与
え
た
者
の
境
遇
が
、
再
分
配
さ
れ
た
者
の
そ
れ
よ
り
も
悪
化
し
て
し
ま
う
よ

う
な

）
13
（

」
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
富
を
多
く
持
っ
て
い
る
者
が
、
富
を
少
な
く

持
つ
も
の
に
対
し
て
自
ら
の
資
源
を
与
え
続
け
、
そ
の
結
果
後
者
が
前
者
よ
り

も
富
ん
で
し
ま
う
場
合
、
負
担
の
限
度
は
行
過
ぎ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
。
そ

こ
に
至
る
ま
で
の
程
度
で
手
を
差
し
伸
べ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
シ
ン
ガ
ー
の

議
論
は
、
そ
れ
ゆ
え
、「
平
等
主
義
的
な
結
論

）
14
（

」
を
導
き
う
る
。
彼
が
示
す
負

担
の
程
度
は
、
現
実
的
に
考
え
れ
ば
ほ
と
ん
ど
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
仮
に
飢

餓
救
援
の
た
め
の
負
担
を
、
彼
が
言
う
と
こ
ろ
の
次
元
に
ま
で
譲
っ
た
と
し
て

も
、
救
い
手
と
な
る
私
た
ち
が
負
う
負
担
は
通
常
考
え
に
く
い
く
ら
い
の
高
さ
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で
あ
る
。
論
理
構
成
が
明
快
で
あ
る
反
面
、
実
現
可
能
性
に
乏
し
い
の
が
、
シ

ン
ガ
ー
の
議
論
が
持
つ
弱
点
で
あ
る
。

功
利
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ―

R
・
グ
ッ
デ
ィ
ン
の
規
則
功
利
主
義

　

シ
ン
ガ
ー
と
は
異
な
る
論
理
で
、
し
か
し
基
本
的
に
功
利
主
義
的
な
見
解

に
則
っ
て
、
他
者
の
苦
境
に
対
す
る
救
出
の
問
題
を
考
え
た
の
が
、
倫
理
学

者
R
・
グ
ッ
デ
ィ
ン
（R

obert G
oodin

）
の
議
論
で
あ
る
。
彼
は
著
作
『
脆

弱
な
者
を
守
る
（P

rotecting the Vulnerable

）』
に
お
い
て
、「
脆
弱
な

（vulnerable

）
者
」
を
守
る
必
要
を
、
い
く
つ
か
の
規
則
と
し
て
提
示
し
た
。

彼
が
提
示
し
た
規
則
は
、
大
き
く
三
つ
存
在
す
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
考
え

方
は
、「
あ
る
者
（
A
）
が
、
他
の
者
（
B
）
に
よ
る
振
る
舞
い
や
選
択
に
対

し
て
『
脆
弱
』
で
あ
る
場
合
、
B
は
A
の
利
益
を
守
る
特
別
の
責
任
を
負
う

）
15
（

」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

グ
ッ
デ
ィ
ン
の
議
論
で
重
要
に
な
る
の
は
、「
脆
弱
さ
」
と
「
危
害
（harm

）」

の
概
念
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
「
脆
弱
さ
」
と
は
、
危
害
を
受
け
う
る
お
そ
れ

に
あ
る
状
態
を
い
う

）
16
（

。
逆
に
、「
危
害
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
脆
弱
さ
」
を
も

た
ら
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
の
議
論
は
、「
脆
弱
」
な
者
の
保
護
を
、
三
つ
の

「
責
任
（responsibility

）」
と
い
う
か
た
ち
で
導
い
て
く
る
。
こ
れ
は
一
見
す

る
と
、
彼
の
議
論
が
、
功
利
主
義
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象

を
与
え
る
。
実
際
彼
自
身
、
自
ら
の
論
は
功
利
主
義
に
よ
ら
な
い
倫
理
学
的
理

論
と
両
立
で
き
る
と
述
べ
て
い
る

）
17
（

。
し
か
し
同
時
に
、
彼
は
、「
脆
弱
な
者
」

を
保
護
す
る
「
責
任
」
が
、
そ
の
行
為
自
体
の
持
つ
義
務
的
性
格
ゆ
え
に
導
か

れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
保
護
と
い
う
行
為
は
、
あ
く
ま
で
も
、
あ
る
人
が

保
護
さ
れ
る
と
い
う
結
果
（
利
益
）
を
生
む
が
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で

あ
る
。
彼
の
議
論
が
、「
根
本
的
に
結
果
主
義
的

）
18
（

」
な
も
の
で
あ
る
所
以
は
こ

こ
に
あ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
の
議
論
は
、「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ

ツ
救
出
原
理
」
に
お
い
て
も
中
核
と
な
る
「
脆
弱
さ
」
や
「
危
害
」
の
概
念
を

用
い
て
い
る
点
で
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ン
ガ
ー

の
よ
う
な
単
純
な
論
理
で
は
な
い
反
面
、
功
利
主
義
的
論
理
以
外
の
考
え
と
も

両
立
で
き
る
余
地
を
持
っ
て
い
る
。

義
務
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ ―

よ
き
サ
マ
リ
ア
人
原
理

　

功
利
主
義
と
は
対
極
に
あ
る
規
範
倫
理
が
義
務
論
で
あ
る
。
一
般
に
規
範
倫

理
に
お
い
て
義
務
論
と
呼
ぶ
と
き
、
カ
ン
ト
に
よ
る
原
理
を
指
す
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
匹
敵
す
る
だ
け
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点

で
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
原
理
も
同
様
に
注
目
に
値
す
る
考
え
で
あ
る
。「
よ

き
サ
マ
リ
ア
人
」
の
話
は
、
新
約
聖
書
の
一
部
で
あ
る
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」

に
収
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

）
19
（

、
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
へ
行
く
途
中
強
盗
に

襲
わ
れ
た
旅
人
を
サ
マ
リ
ア
人
が
救
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
物
語
は
、
ポ
ス
ト
・
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
救
出
原
理
を
考
え
る
上
で
、
大
き

く
三
点
の
示
唆
を
与
え
る
。
ま
ず
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
原
理
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
中
心
に
、
人
を
救
う
際
の
倫
理
観
と
し
て
、
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
、
当
該
原
理
は

刑
法
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
犯
罪
に
遭
っ
た
被
害
者
等
に
対
し
て
し
か
る
べ
き
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救
援
活
動
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
、
傍
観
し
て
い
た
も
の
は
罰
せ
ら
れ
る

）
20
（

。
第

二
に
、
一
点
目
と
関
連
し
て
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
が
い
る
の
と
同
時
に
、「
悪

し
き
サ
マ
リ
ア
人
（bad Sam

aritan

）」
が
存
在
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い

る
）
21
（

。
彼
（
女
）
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
は
、
直
接
的
な
批
判
こ
そ
し
て
い
な
い
も

の
の
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
が
神
の
祝
福
に
預
か
る
と
い
う
論
を
通
し
て
道

徳
的
な
優
劣
関
係
を
示
し
て
い
る
。「
悪
し
き
サ
マ
リ
ア
人
」
は
、
前
述
の
よ

う
に
法
律
上
の
制
裁
を
伴
う
場
合
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
第
三
と
し
て
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
原
理
」
は
当
初
、
不
完
全
義
務

原
理
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
ゆ
る
や
か
に
完
全
義
務
原
理
へ
と
転
換
さ

れ
つ
つ
あ
る
点
が
示
唆
さ
れ
て
く
る

）
22
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
保
護
す
る
責
任
』

に
お
い
て
は
、「
主
権
と
し
て
の
責
任
」
と
い
う
考
え
が
こ
れ
を
表
す
よ
う
に

な
る
。

義
務
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ―

カ
ン
ト
倫
理
学

　

最
後
に
概
観
す
る
の
は
カ
ン
ト
倫
理
学
の
定
め
る
義
務
原
理
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
著
作
『
人
倫
の
形
而
上
学
的
基
礎
付
け
』
に
基
づ
い
て
議
論
を
展
開
し

た
、
倫
理
学
者
O
・
オ
ニ
ー
ル
（O

nora O
’ N

eill

）
を
紹
介
す
る
。

　

オ
ニ
ー
ル
が
、
著
作
『
飢
餓
の
諸
側
面
（Faces of H

unger

）』
に
お
い
て

注
目
し
た
の
は
、カ
ン
ト
倫
理
学
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る「
定
言
命
法
」で
は
な
く
、

そ
の
前
段
階
と
な
る
三
つ
の
「
仮
言
命
法
」
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
彼
女
は
、

各
人
が
持
つ
格
率
の
形
式
が
、
普
遍
的
自
然
法
則
と
し
て
妥
当
す
べ
き
で
あ
る

か
の
如
く
に
選
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
「
法
則
普
遍
化
の
要
請
」
に
注
目

し
た
。
あ
る
場
面
で
あ
る
行
い
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
行
為
が
正
し
い
と

さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
普
遍
的
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ

ン
ト
の
い
う
理
性
を
持
つ
人
間
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
、
あ
る
場
面
に
お
い
て
は

一
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
オ
ニ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、「
法
則
普
遍
化
の
要
請
」

に
よ
っ
て
、
実
は
何
を
す
べ
き
か
を
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い

う
。
オ
ニ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
が
む
し
ろ
、
あ
る
局
面
に
お
い
て
と
る
べ
き
行
動

と
し
て
、
理
性
を
持
っ
た
人
間
で
あ
る
な
ら
誰
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
な
い
類
の

行
動
が
あ
り
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
、
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
オ
ニ
ー
ル
は
、
第
一
の
仮
言
命
法
に
注
目
し
て
、
理
性
を

持
つ
も
の
で
あ
れ
ば
誰
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
な
い
行
為
が
何
か
、
を
導
き
出
そ

う
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
法
則
普
遍
化
の
要
請
」
を
逆
手
に
取
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
上
で
、
理
性
に
よ
る
な
ら
ば
「
他
人
を
目
的
と
し
て
で
は
な
く
手
段

と
し
て
扱
う
」
行
動
が
、
ま
ず
普
遍
化
で
き
な
い
行
為
で
あ
り
、
道
徳
的
に
考

え
て
も
不
正
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
述
し
た
仮
言
命
法
の

第
二
に
あ
た
る
。
オ
ニ
ー
ル
は
、
こ
の
考
え
方
を
飢
餓
と
い
う
具
体
的
文
脈
に

移
し
変
え
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
飢
餓
を
も
た
ら
し

う
る
行
為
が
何
で
あ
る
か
を
考
え
、
そ
れ
が
、
カ
ン
ト
の
格
率
に
ど
う
し
て
も

適
合
し
な
い
の
を
示
す
こ
と
で
、
道
徳
的
に
不
適
切
で
あ
る
と
議
論
す
る
わ
け

で
あ
る
。
結
果
、
飢
餓
を
も
た
ら
し
う
る
行
為
や
状
況
は
、
カ
ン
ト
的
解
釈
に

よ
っ
て
は
倫
理
上
支
持
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
人
び
と
に
は
、
何
ら
か
の
援
助
を

す
べ
き
だ
と
説
く
わ
け
で
あ
る
。
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二
　

義
務
の
根
拠―

「
脆
い
」
人
間
と
「
危
害
」
の
概
念

　

こ
の
よ
う
に
、「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
し
て
義
務

を
求
め
る
方
法
は
、
複
数
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
人
間

の
持
つ
「
脆
弱
さ
」
と
、
そ
れ
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
と
し
て
の
「
危
害
」
と
に

注
目
し
て
い
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ー
が
死
を
も
た
ら
し
う

る
存
在
を
「
悪
」
と
み
な
す
一
方
、
グ
ッ
デ
ィ
ン
は
人
間
の
「
脆
弱
さ
」
と
、

そ
れ
を
ひ
き
お
こ
す
「
危
害
」
に
注
目
し
て
い
る
。「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」
原

理
に
お
い
て
は
、
行
為
を
受
け
る
人
間
が
瀕
死
の
状
態
に
あ
る
こ
と
を
通
し

て
、「
脆
弱
さ
」
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
オ
ニ
ー
ル
の
議
論
で
は
、

人
間
が
理
性
的
に
完
全
な
存
在
で
は
な
い
、
と
い
う
点
か
ら
、「
脆
弱
さ
」
の

考
え
が
導
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
共
通
す
る
要
素
で
あ
る
「
脆
弱
さ
」
と

「
危
害
」
へ
注
目
す
る
こ
と
で
、
義
務
の
根
拠
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、「
脆
弱
さ
」
と
は
一
体
何
か
。
社
会
学
者
B
・
タ
ー
ナ
ー
（B

rian 

Turner

）
に
よ
れ
ば
、「
脆
弱
さ
（vulnerability

）」
と
い
う
語
は
ラ
テ
ン
語

で
「
傷
」
を
意
味
す
る“ vulnus”

か
ら
来
て
い
る

）
23
（

。
こ
の
語
源
か
ら
、
大
き

く
二
つ
の
意
味
が
導
け
る
。
第
一
に
、
人
間
は
傷
を
負
い
う
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
人
間
は
一
方
で
成
長
を
経
験
し
な
が
ら
、
他
方
で
老
化
を
も
経
験
す
る
。

ま
た
、
け
が
や
病
気
等
に
よ
っ
て
、
身
体
や
精
神
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

第
二
に
、「
傷
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
け
が
や
病
気
に
対
し
て
常
に

開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
点
で
あ
る
。
け
が
は
擦
り
傷
か
ら
致
命

的
に
頭
を
打
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
傷
ま
で
様
々
で
あ
る
が
、
人
間
が
何
ら
か
の

活
動
に
お
い
て
行
動
を
誤
っ
た
り
し
た
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点

で
共
通
し
て
い
る
。
病
気
に
至
っ
て
は
、
た
と
え
積
極
的
に
体
を
動
か
し
て
い

な
く
と
も
、
空
気
に
よ
っ
て
感
染
し
た
り
、
過
度
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
「
脆
弱
さ
」
と
は
、
人
間
が
け
が

や
病
気
に
対
し
て
、
ひ
い
て
は
外
界
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
開
か
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
の
帰
結
で
も
あ
る
。
こ
の
点
で
、
人
間
の
「
脆
弱
さ
」
が
、
近
代
に

お
い
て
、「
身
体
に
降
り
か
か
る
危
害
や
、
道
徳
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
、

ま
た
精
神
を
脅
か
す
危
険
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
人
間
が
開
か
れ
て
い
る

こ
と
」
だ
と
さ
れ
た
と
い
う
タ
ー
ナ
ー
の
議
論

）
24
（

は
重
要
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、「
脆
い
」
人
間
像
か
ら
ど
の
よ
う
な
倫
理
が
導
か
れ
る
か
、
が

問
題
と
な
る
。
人
間
が
脆
い
と
い
う
事
実
か
ら
直
接
に
あ
る
倫
理
を
導
い
て
く

る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
人
間
の
脆
弱
さ
が
、
人
間
に
対
し
て
投
げ
か
け

ら
れ
る
何
物
か
の
故
に
生
じ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
の
脆
弱
さ
を
生
み
出
す

何
物
か
に
対
し
て
の
嫌
悪

）
25
（

が
導
か
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
、
人
間
に
脆
弱
さ
を
与

え
て
い
る
極
端
な
例
と
し
て
「
死
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
死
は
、
人
間

に
と
っ
て
不
可
避
の
条
件
で
あ
る
反
面
、
常
に
忌
む
べ
き
存
在
と
し
て
認
識
さ

れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
哲
学
者
T
・
ネ
ー
ゲ
ル
（T

hom
as N

agel

）
は
、

死
が
、
人
間
が
持
ち
う
る
固
有
の
善
さ
を
奪
い
う
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
悪

で
あ
る
こ
と
を
論
じ

）
26
（

、
倫
理
学
者
F
・
カ
ム
（Francis M

. K
am

m

）
は
、
死

そ
の
も
の
が
無
で
あ
る
が
た
め
に
悪
で
あ
る
と
議
論
し
た

）
27
（

。
も
ち
ろ
ん
、
死
を

引
き
起
こ
す
原
因
は
様
々
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
脆
弱
さ
を
構
成
す

る
も
の
を
、
死
そ
の
も
の
だ
け
に
で
は
な
く
、
死
へ
つ
な
が
る
複
数
の
諸
要
因

の
総
体
と
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
諸
要
因
を
ま
と
め
て

「
危
害
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
死
を
含
め
た
多
様
な
「
危
害
」
に
対
す
る
嫌
悪
が
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認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

で
は
、「
危
害
」
と
は
一
体
何
か
。
法
哲
学
者
J
・
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
（Joel 

Feinberg
）
は
、「
人
間
の
利
害
を
阻
む
存
在
」
と
し
て
こ
れ
を
定
義
し
た

）
28
（

。

彼
の
定
義
は
、
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
死
の
特
徴
づ
け
と
類
似
し
て
い
る
が
、
一
般

的
過
ぎ
て
理
解
が
難
し
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
グ
ッ
デ
ィ
ン
に
よ
る
定
義

も
、
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
よ
り
や
や
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
同
様
の
問
題
を
残
し

て
い
る
。
他
方
、
世
界
政
治
の
文
脈
に
限
る
な
ら
、
国
際
関
係
論
者
A
・
リ
ン

ク
レ
イ
タ
ー
（A

ndrew
 L

inklater

）
に
よ
る
分
類
が
有
効
で
あ
る
。
彼
に
よ

る
と
、「
危
害
」
と
は
、
次
の
五
つ
に
分
類
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

一
．
政
治
共
同
体
（
国
家
）
間
に
よ
る
危
害

二
．
自
国
政
府
が
自
国
民
へ
与
え
る
危
害

三
．
非
国
家
主
体
に
よ
る
危
害

四
．
環
境
問
題
、
資
本
主
義
に
伴
う
格
差
な
ど
の
意
図
せ
ざ
る
危
害

五
．
危
害
の
危
険
を
予
防
で
き
な
か
っ
た
こ
と

）
29
（

。

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
彼
の
議
論
を
、
他
の
関
連
す
る
思
想
家
た
ち
の
論
と
比
較

し
て
み
よ
う
。ま
ず
、上
記
の
リ
ス
ト
は
、何
が
人
間
に
と
っ
て
の
危
害
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
嫌
悪
す
べ
き
対
象
で
あ
る
か
を
明
確
に
し
て
い
る
点
で
、
哲
学
者

M
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（M

artha C
. N

ussbaum

）
が
提
示
し
た
よ
う
な
「
潜
在
能

力
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
逆
の
視
点
に
立
つ
論
で
あ
る
。
次
に
、
先
述
し
た
フ
ァ
イ

ン
バ
ー
グ
と
比
べ
れ
ば
、
リ
ン
ク
レ
イ
タ
ー
の
定
義
は
、（
一
）「
利
益
の
阻

害
」と
い
う
曖
昧
な
表
現
で
は
な
く
、
特
定
の
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

（
二
）
誰
に
よ
る
ど
の
よ
う
な
作
為
・
不
作
為
が
元
に
な
っ
て
い
る
か
が
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
（
三
）
危
害
が
物
質
的
、
非
物
質
的
な
も
の

の
双
方
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、と
い
う
三
点
に
お
い
て
優
っ
て
い
る
。
最
後
に
、

リ
ン
ク
レ
イ
タ
ー
の
リ
ス
ト
は
、
タ
ー
ナ
ー
が
示
し
た
「
身
体
、
道
徳
、
精
神

を
損
な
う
も
の
」
と
し
て
の
危
害
観
と
重
な
り
合
う
性
格
を
持
つ
。

　

そ
れ
で
は
、「
脆
い
」
人
間
像
と
、
そ
れ
を
導
く
「
危
害
」
か
ら
、
ど
の
よ

う
な
義
務
が
導
か
れ
る
か
。
本
稿
で
は
、三
種
類
の
義
務
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
は
「
加
害
の
禁
止
」
で
あ
る
。「
危
害
」
を
避
け
る
た
め
に
自
ら
「
危
害
」

を
加
え
る
こ
と
は
、矛
盾
で
あ
り
認
め
ら
れ
な
い
。
第
二
は
「『
危
害
』の
阻
止
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
危
害
」
の
原
因
が
何
か
を
問
わ
ず
、帰
結
と
な
る
「
危
害
」

を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
の
行
動
を
と
る
べ
き
だ
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
危
害
」
に
遭
っ
た
者
の
「
救
助
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
実
際
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
「
危
害
」
に
苦
し
む
人
間
に
、
然
る
べ

き
手
当
て
を
施
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
以
上
三
点
が
、
義
務
と
し
て

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
． 

ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
と
し
て
の
『
保

護
す
る
責
任
』

　

前
節
で
は
、『
保
護
す
る
責
任
』の
倫
理
的
基
盤
と
し
て
、「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ

ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
呼
ば
れ
る
原
則
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ

し
て
こ
の
原
則
で
は
、人
間
が
持
つ
「
脆
弱
さ
」
と
、そ
れ
を
引
き
起
こ
す
「
危

害
」
の
存
在
を
根
拠
に
、
三
つ
の
義
務
が
導
か
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
節
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で
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、『
保
護
す
る
責
任
』
の
な
か
で
ど
う
表
わ
れ

て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）『
保
護
す
る
責
任
』
に
お
け
る
「
危
害
」

　

ま
ず
、『
保
護
す
る
責
任
』
の
ど
の
箇
所
で
、「
危
害
」
と
い
う
概
念
が
登
場

し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
。「
危
害
」
と
い
う
用
語
は
、
報
告
書
の
随
所

に
お
い
て
登
場
す
る
が
、
中
心
的
に
扱
わ
れ
る
の
は
、
正
し
い
介
入
の
た
め
に

必
要
な
「
正
し
い
原
因
（just cause
）」
を
論
じ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、「
深
刻
で
回
復
で
き
な
い
危
害
（serious and irreparable harm

）
30
（

）」

と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
る
。よ
り
具
体
的
に
は
、（
一
）大
規
模
に
人
命
を
失
っ

た
り
、（
二
）
民
族
浄
化
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
発
生
す
る
も
の

と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
、
重
要
な
の
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
に
お
い
て
、「
危
害
」
が
、
単
に

言
葉
で
で
は
な
く
、
概
念
と
し
て
登
場
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
上

で
、
報
告
書
が
大
規
模
な
人
命
損
失
と
い
う
事
態
を
想
定
し
て
い
る
以
上
、
自

国
民
の
保
護
に
反
し
、
人
命
の
損
失
に
つ
な
が
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
脅
か
す

よ
う
な
状
況
は
、「
危
害
」
に
あ
た
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、『
保

護
す
る
責
任
』
は
、
人
権
や
人
間
の
安
全
保
障
概
念
に
も
か
な
り
の
程
度
依
拠

し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
、
人
権
や
人
間
の
安
全
保
障
を
損
な
う

よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
も
、「
危
害
」
の
一
部
と
し
て
考
え
て
よ
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
で
は
、
二
箇
所
に
わ
た
っ

て
、
危
害
の
概
念
が
拡
大
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

危
害
概
念
の
拡
大
と
は
、
個
人
か
ら
国
際
社
会
や
人
類
社
会
へ
、
そ
の
被
害
者

の
範
囲
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
は
、「
人
類
の
良
心

に
対
し
て
衝
撃
を
与
え
る
」
も
の
、
と
い
う
箇
所

）
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（

、
な
ら
び
に
、「
国
際
安
全

保
障
に
対
す
る
、
明
白
で
現
在
す
る
危
険
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る

）
32
（

。
は
じ
め
の

も
の
で
は
、
危
害
を
被
る
対
象
が
、
個
人
で
は
な
く
人
類
全
体
に
、
二
番
目
の

も
の
は
国
際
社
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
想
定
さ
れ
て
い
る
。『
保
護
す
る
責
任
』
に

お
い
て
、「
危
害
」
概
念
は
、
一
方
で
個
々
人
に
と
っ
て
の
苦
境
と
い
う
性
格

を
持
ち
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
と
同
等
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
国
際
社

会
や
人
類
社
会
全
体
に
対
す
る
負
の
影
響
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

（
二
）「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
と
「
保
護
す
る
責
任
」

　

そ
の
上
で
、『
保
護
す
る
責
任
』
は
、
個
人
や
国
際
社
会
、
人
類
社
会
に
降

り
か
か
る
「
危
害
」
に
対
し
、
各
国
や
国
連
を
は
じ
め
と
す
る
諸
主
体
が
歯
止

め
を
か
け
る
こ
と
を
求
め
る
。
報
告
書
に
お
い
て
、
こ
の
要
求
は
、「
責
任
」

と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
保
護
す
る
責
任
』
が
、
人
道
問
題
一
般

に
対
し
て
及
ぼ
し
た
最
も
大
き
な
影
響
は
、
国
家
主
権
と
こ
の
責
任
概
念
と
を

連
結
し
た
考
え
方
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
報
告
書
に
お
い
て
、「
保
護
す

る
責
任
」
概
念
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
概
念
を
土
台
と
す
る
か
た
ち
で

成
り
立
っ
て
い
る
。
I 

C 

I 

S 

S
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
が
、「
統
制

と
し
て
の
主
権
（sovereignty as control

）」
に
替
わ
っ
て
再
編
さ
れ
る
必
要

を
示
し
、
附
属
の
研
究
チ
ー
ム
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
が
「
権
威
と
し

て
の
主
権
」
よ
り
も
広
い
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　

主
権
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
は
、
元
国
連
事
務
総
長
ブ
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ト
ロ
ス
・
ブ
ロ
ト
ス
＝
ガ
リ
（B

utros B
utros-G

hali

）
が
『
平
和
へ
の
課
題

（A
n A

genda for Peace

）』
に
お
い
て
既
に
表
明
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
が

）
33
（

、

こ
れ
を
責
任
概
念
と
連
結
さ
せ
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
（sovereignty as 

responsibility
）」
と
い
う
考
え
に
発
展
さ
せ
た
の
は
、
国
内
避
難
民
問
題
を

担
当
し
た
国
連
事
務
総
長
特
別
代
表
の
F
・
デ
ン
（Francis M

. D
eng

）
で
あ
っ

た
。
こ
の
概
念
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
成
立
以
前
に
、「
国
内
強
制
移
動
に

関
す
る
国
連
行
動
指
針
（G

uiding P
rinciples on Internal D

isplacem
ent

）」

と
呼
ば
れ
る
国
内
避
難
民
保
護
の
国
際
規
範
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
た
。
そ
れ

が
、『
保
護
す
る
責
任
』
へ
と
波
及
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
I 

C 

I 

S 

S
が
提
示
し
た
「
保
護
す
る
責
任
」
概
念
は
、「
責

任
と
し
て
の
主
権
」概
念
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、

「
保
護
す
る
責
任
」概
念
は
、単
に
そ
れ
を
敷
衍
し
た
も
の
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。

特
に
次
の
二
点
に
関
し
て
、
I 

C 

I 

S 

S
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
よ
り

も
詳
し
い
意
味
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
I 

C 

I 

S 

S
が
、「
保
護
す
る
責
任
」
を
、
三
つ
の
下
位
概
念

―

「（
紛
争
や
人
道
危
機
を
）
予
防
す
る
責
任
」「（
発
生
し
た
紛
争
や
人
道

危
機
に
）
対
応
す
る
責
任
」「（
紛
争
や
危
機
後
の
社
会
や
国
家
を
）
再
構
築

す
る
責
任
」―

か
ら
な
る
概
念
と
し
て
考
え
た
点
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
前

述
し
た
行
動
指
針
も
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
原
則
に
お
い
て
、
ど
の
状
況

で
国
家
が
い
か
な
る
責
任
を
負
う
か
に
つ
い
て
段
階
ご
と
の
区
分
を
行
っ
て
い

た
）
34
（

。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
国
内
強
制
移
動
の
各
段
階
に
応
じ
て
設
け
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
強
制
移
動
現
象
に
対
し
て
有
効
に
作
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

人
道
問
題
一
般
に
ま
で
は
直
ち
に
応
用
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
異

な
り
、『
保
護
す
る
責
任
』
で
示
さ
れ
た
「
予
防―

対
応―

再
構
築
」
と
い
う

図
式
は
、
人
道
危
機
一
般
が
経
験
し
う
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
対
応
し
て
お
り
、

汎
用
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
は
、
I 

C 

I 

S 

S
が
、「
保
護
す
る
責
任
」
概
念
を
、（
一
）「
統
制
と

し
て
の
主
権
」
と
の
対
立
と
、（
二
）「
介
入
す
る
権
利
」
と
の
対
立
と
い
う
、

二
つ
の
異
な
る
対
立
軸
か
ら
浮
き
彫
り
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
対
立
軸

は
、『
保
護
す
る
責
任
』
以
前
か
ら
存
在
し
た
「『
責
任
と
し
て
の
主
権
』
対
『
統

制
と
し
て
の
主
権
』」
と
い
う
対
立
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
他
方
、『
保

護
す
る
責
任
』
に
お
い
て
新
し
く
登
場
し
た
の
は
、「
介
入
す
る
権
利
」
と
の

対
立
で
あ
っ
た
。「
介
入
す
る
権
利
」
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
ず
、『
保

護
す
る
責
任
』
を
補
完
す
る
研
究
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
い
る

）
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（

。
さ
ら
に
『
保

護
す
る
責
任
』
の
本
体
で
は
、こ
れ
を
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
「
介
入
す
る
権
利
」

の
不
十
分
さ
が
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
介
入
す
る
権
利
」

と
い
う
考
え
は
、
介
入
の
受
益
者
が
有
す
る
差
し
迫
っ
た
ニ
ー
ズ
以
上
に
、
介

入
す
る
国
家
の
主
張
や
権
利
、
特
権
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
ま
た
、「
介
入

す
る
権
利
」
は
、
介
入
行
為
に
の
み
焦
点
を
当
て
て
い
る
た
め
、
介
入
を
引
き

起
こ
す
よ
う
な
事
態
の
予
防
、
あ
る
い
は
介
入
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
の
必
要

性
を
十
分
説
明
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、「
介
入
す
る
権
利
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
る
こ
と
で
、
議
論
が
あ
ら
か
じ
め
介
入
に
対
し
て
好
意
的
な
内
容
に
偏
っ
て

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
三
点
か
ら
、
I 

C 

I 

S 

S
は
、「
介
入
す
る
権
利
」
の

使
用
は
有
用
で
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る

）
36
（

。
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（
三
）
三
つ
の
義
務
と
『
保
護
す
る
責
任
』

　

最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
が
、
倫
理
的
に
ど
の
よ
う

な
義
務
を
打
ち
出
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
前
節
で
挙
げ
た
三
つ
の

義
務
に
沿
っ
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　

ま
ず
、「
加
害
の
禁
止
」
は
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
の
矛
盾
律
と
し
て
導

か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
民
に
害
を
与
え
る
活
動
は
主
権
の
機
能
と
し
て
基

本
的
に
矛
盾
す
る
も
の
あ
る
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
加
害
行
為
に
は
、
国
家
が
積
極
的
に
こ
れ
を
行
う
場
合
と
、
国
家
が
他

の
主
体
に
よ
る
加
害
行
為
を
容
認
す
る
場
合
と
い
う
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
加

害
の
行
為
は
、
作
為
、
不
作
為
を
問
わ
ず
、
国
家
に
よ
っ
て
危
害
が
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。
一
方
、
国
家
が
他
の
行
為
主
体
に
よ
る
加
害
行
為

を
容
認
し
た
場
合
は
、
傍
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
傍
観
は
救
出
の
放
棄
で
あ

り
、
保
護
す
る
責
任
の
放
棄
で
も
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
行
動
も
ま
た
、
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
加
害
の
禁
止
」
の
な
か
に
は
「
傍

観
の
禁
止
」
も
含
ま
れ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
「
危
害
の
阻
止
」
は
、「
主
権
と
し
て
の
責
任
」
か
ら
そ
の
ま

ま
導
か
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
、『
保
護
す
る
責
任
』
を
構
成
す
る

「
予
防
す
る
責
任
」
に
あ
た
る
。
後
述
す
る
「
救
出
」
の
場
合
、
危
害
が
既
に

発
生
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、「
危
害
の
阻
止
」
は
、
そ
れ
に

い
た
る
前
段
階
に
あ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
危
害
阻
止
の
要
請

は
裏
切
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
国
家
の
過
失
に
よ
っ
て
危
害
が
発
生
す
る
場
合

や
、
国
家
の
能
力
を
超
え
て
危
害
が
発
生
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、

国
際
社
会
に
よ
る
介
入
の
対
象
と
な
り
う
る
。

　

最
後
に
「
救
出
」
で
あ
る
が
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
と
い
う
考
え
か
ら
は
、

「
保
護
」
と
い
う
か
た
ち
で
導
か
れ
て
く
る
。
ま
た
「
救
出
」
は
、『
保
護
す
る

責
任
』
を
構
成
す
る
「
対
応
す
る
責
任
」
に
あ
た
る
。
自
国
民
を
救
出
す
る
活

動
は
主
権
が
果
た
す
べ
き
「
保
護
す
る
責
任
」
の
一
環
に
含
ま
れ
、
当
然
要
請

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
三
つ
の
義
務
に
共
通
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
、
発
生
国

や
苦
境
に
陥
っ
て
い
る
人
か
ら
の
権
利
の
主
張
な
ど
に
応
じ
て
生
じ
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
点
で
、
一
方
的
な
義
務
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
国
内
政
治
に
お
け
る
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
に
あ
た
る
存
在
の
な
い

国
際
関
係
に
お
い
て
、
こ
こ
で
あ
げ
た
四
種
類
の
義
務
は
、
究
極
的
に
は
不
完

全
義
務
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
完
全
義
務
化
に
向
か
う
傾
向
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
完
全
義
務
化
に
つ
い
て
、
ま

ず
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
介
入
の
性
格
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。『
保
護
す

る
責
任
』
は
、
人
道
危
機
の
発
生
国
が
自
国
民
を
保
護
で
き
な
い
場
合
に
は
主

権
が
一
時
停
止
さ
れ
、
国
際
的
な
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
。
こ
こ
で
い
う
介
入
は
、
危
機
発
生
国
を
打
倒
す
る
も
の
で
は
な
い

）
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（

。
し

か
し
、「
責
任
と
し
て
の
主
権
」
概
念
が
、
国
家
主
権
の
対
外
的
な
意
味
、
つ

ま
り
、
各
国
の
も
つ
「
国
際
社
会
の
構
成
員
と
し
て
の
主
権
」
を
含
ん
で
い
る

以
上
、
各
国
が
自
国
民
を
保
護
す
る
こ
と
は
「
構
成
員
」
の
た
め
の
条
件
と
み

な
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
国
際
社
会
の
「
構
成
員
と
し
て
の
責
任
」
を
果
た
せ

な
い
国
家
に
対
す
る
介
入
に
は
、
一
種
の
「
制
裁
」
と
い
う
性
格
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

　

加
え
て
、
三
つ
の
義
務
の
履
行
に
関
し
て
は
、
各
国
と
国
際
社
会
と
の
間
で
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非
対
称
的
な
構
図
が
存
在
し
て
い
る
点
も
、
問
題
で
あ
る
。「
保
護
す
る
責
任
」

の
履
行
に
つ
い
て
、
人
道
危
機
発
生
国
が
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
、
介
入
が
一
種

の
制
裁
と
し
て
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
国
際
的
な
行
動
に
失
敗
し
た
場
合
、

そ
れ
へ
の
制
裁
は
当
然
存
在
し
な
い
。
も
と
よ
り
、
三
つ
の
義
務
は
い
ず
れ
も

「
不
完
全
」
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
際
社
会
の
側
は
何
ら
制
裁
を
受
け
な
く

て
も
よ
い
。
し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
は
義
務
の
不
履
行
に
対
し
て
制
裁
が
想

定
さ
れ
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
れ
が
想
定
さ
れ
な
い
と
い
う
非
対
称
的
な
構
図
自

体
は
、
と
も
か
く
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
非
対
称
性
は
、

国
際
社
会
が
世
界
政
府
の
よ
う
な
「
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
」
を
有
し
て
い
な
い
こ

と
が
直
接
の
原
因
で
あ
る
。
た
だ
、
国
際
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
各
国
に
対
し

て
、
国
家
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
付
し
、
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
相
手
に
対
し
て

は
対
等
な
扱
い
を
し
な
い
と
い
う
姿
勢
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
）
38
（

。

　

さ
ら
に
、
完
全
義
務
化
は
あ
く
ま
で
傾
向
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で

あ
る
。現
実
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
国
際
社
会
の
実
行
は
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
。

冷
戦
期
に
お
い
て
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
・
ビ
ア
フ
ラ
紛
争
が
、
冷
戦
後
に
お
い
て

は
ル
ワ
ン
ダ
の
虐
殺
や
ス
ー
ダ
ン
・
ダ
ル
フ
ー
ル
の
紛
争
が
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴

的
に
示
す
よ
う
に
、
現
代
世
界
は
人
道
危
機
に
対
し
、
一
貫
し
た
姿
勢
で
「
保

護
す
る
責
任
」
を
果
た
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
年
で
は
、
そ
の
よ
う
な

介
入
行
動
の
非
一
貫
性
を
支
持
す
る
議
論
も
登
場
し
て
い
る

）
39
（

。

　

「
保
護
す
る
責
任
」
が
完
全
義
務
化
を
辿
り
つ
つ
あ
る
一
方
で
、
そ
の
実
行

に
つ
い
て
対
称
性
と
一
貫
性
を
欠
く
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
洗
練
さ
れ
た
倫
理

的
基
礎
を
備
え
て
い
た
と
し
て
も
、『
保
護
す
る
責
任
』
へ
の
支
持
は
限
定
的

な
も
の
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
I 

C 

I 

S 

S
主
催
の
地
域
ラ
ウ
ン

ド
テ
ー
ブ
ル
で
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
が
結
局
軍
事
的
介
入
を
強
調
す
る
も

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
示
さ
れ
て
い
た

）
40
（

。『
保
護
す
る
責
任
』
に
は
、

そ
の
内
容
に
加
え
て
、実
践
に
関
し
て
も
倫
理
的
な
基
盤
が
必
要
だ
と
い
え
る
。

し
か
し
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
規
範
を
運
用
す
る
政
策
決
定
者
た
ち
の

政
治
的
意
志
の
は
た
ら
き
に
か
か
っ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
保
護
す
る
責
任
』
の
持
ち
う
る
倫
理
的
基
盤
を
「
ポ
ス
ト
・

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
と
い
う
考
え
方
を
も
と
に
解
明
し
て
き
た
。

こ
の
救
出
原
理
は
、
人
間
が
持
つ
「
脆
弱
さ
」
と
、
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
「
危

害
」
に
注
目
し
て
、「
加
害
の
禁
止
」、「『
危
害
』
の
阻
止
」、「
救
助
」
と
い
う

三
つ
の
義
務
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
保
護
す
る
責
任
』
に

お
い
て
も
、
本
稿
の
掲
げ
た
「
危
害
」
や
三
つ
の
義
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
反
映
さ

れ
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
存
在
す
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

「
ポ
ス
ト
・
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
救
出
原
理
」
に
せ
よ
、
そ
れ
を
具
現
化
し

た
『
保
護
す
る
責
任
』
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
「
救
う
側
の
倫
理
」

で
あ
る
点
で
共
通
の
限
界
を
持
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
両
者
は
、「
私
」
や「
あ

な
た
」
の
振
る
舞
い
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
家
や
国
際
社
会
と
い
っ

た
、
集
団
的
な
道
徳
主
体
（collective m

oral agent

）
が
行
う
べ
き
行
為
に

関
わ
る
考
え
で
あ
る
点
で
、
な
お
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
国
際
関
係
論
に
お
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い
て
、
集
団
的
な
道
徳
主
体
が
い
か
に
ふ
る
ま
う
べ
き
か
を
問
う
研
究
は
、
あ

ま
り
多
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

）
41
（

。
だ
が
、
世
界
政
治
に
お
い
て
、
苦
境
に
あ

え
ぐ
無
関
係
の
他
者
を
救
う
理
由
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
部
分
の
考
察

は
不
可
欠
で
あ
る
。「
国
家
や
国
際
機
関
等
が
な
ぜ
遠
方
の
他
者
を
救
う
べ
き

な
の
か
」
と
い
う
問
題
は
、
倫
理
学
の
み
な
ら
ず
、
国
際
関
係
論
か
ら
も
今
後

更
な
る
研
究
が
進
め
ら
れ
る
必
要
を
有
し
て
い
る
。

注
（
＊
）
　

本
稿
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
に
、
南
山
大
学
社
会
倫
理
研
究
所
が
開
催
し
た

「
保
護
す
る
責
任
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
報
告
に
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

当
該
報
告
に
お
い
て
は
参
加
者
の
方
よ
り
多
く
の
コ
メ
ン
ト
を
賜
っ
た
が
、
と
り
わ

け
、
宇
佐
美
誠
教
授
、
山
田
秀
教
授
、
山
田
哲
也
准
教
授
か
ら
有
益
な
ご
指
摘
を
頂

い
た
。
特
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
執
筆
者
の
専
門
は
国
際
関

係
論
で
あ
り
、
倫
理
学
や
い
わ
ゆ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
研
究
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
思

わ
ぬ
誤
り
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後
も
適
宜
ご
指
摘
を
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。

（
１
）
　

B
arry B

uzan, From
 International to W

orld Society? E
nglish School T

heory 

and the Social Structure of G
lobalization(C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity 

P
ress, 2004), p. 24

（
２
）
　

正
戦
論
の
系
譜
を
キ
ケ
ロ
に
ま
で
遡
っ
て
詳
説
し
て
い
る
の
は
筒
井
若
水
『
戦
争

と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
で
あ
る
。
本
稿
も
、
筒
井
の
記
述
に

拠
っ
た
。
筒
井
、
三
八―

五
二
頁
。
な
お
、
正
戦
論
も
含
め
た
国
際
法
の
系
譜
に
関

し
て
は
、
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
（
第
二
版
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
第
一

章
第
一
節
も
詳
し
い
。

（
３
）
　

こ
れ
は
、
国
際
関
係
論
者
J
・
ロ
ー
ズ
ノ
ウ
に
よ
る
言
葉
で
あ
る
。Jam

es 

R
osenau, “ Intervention as a S

cientific C
oncept” , Journal of C

onflict 

R
esolution, 13― 2, 1969, pp. 149― 171.

（
４
）
　

T
he R

esponsibility to Protect (O
ttaw

a: International D
evelopm

ent R
esearch 

C
entre, 2001), Synopsis.

（
５
）
　

こ
の
名
称
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
ポ
ス
ト
・「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
で
も
、
ま
た

ポ
ス
ト
・「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
で
も
な
い
、
ポ
ス
ト
・「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
」
と
い

う
表
現
を
用
い
る
。「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
な
い
の
は
、
人
の

大
量
虐
殺
そ
の
も
の
を
指
す
言
葉
と
し
て
は
む
し
ろ
適
当
で
あ
る
も
の
の
、
ユ
ダ
ヤ

人
大
量
虐
殺
が
経
験
し
た
「
理
解
不
能
」
な
性
格
に
つ
い
て
は
十
分
表
現
で
き
な
い

た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
次
に
「
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
哲
学
者
の

G
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（G

eorgio A
gam

ben

）
に
よ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
中
の
ユ
ダ
ヤ

人
大
量
虐
殺
を
考
え
る
に
際
し
こ
の
語
の
使
用
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
議
論
に
関
し
て
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
上
村
忠
男
・
廣
石

正
和
訳
）『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
の
も
の―

ア
ル
シ
ー
ヴ
と
証
人
』（
月
曜
社
、

二
〇
〇
一
年
）、
三
三―

三
八
頁
を
参
照
。

（
６
）
　

た
と
え
ば
、
歴
史
家
の
R
・
ヒ
ル
バ
ー
グ
（R

aul H
ilberg

）
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の

虐
殺
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
評
議
会
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
点
を
指
摘
し

た
。
こ
の
点
は
発
表
当
時
大
き
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
が
、
今
日
で
は
妥
当
な
も

の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ウ
ル
・
ヒ
ル
バ
ー
グ
（
望
田
幸
男
訳
）『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・

ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅
（
上
・
下
巻
）』（
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
）。

（
７
）
　

マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
（
徳
永
恂
訳
）『
啓

蒙
の
弁
証
法
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。

（
８
）
　

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
（
大
久
保
和
郎
訳
）『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン―

悪
の
陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

（
９
）
　

こ
の
部
分
は
、
ア
レ
ン
ト
に
よ
る
小
論
「
社
会
科
学
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
強
制
収
容

所
の
研
究
」
な
ら
び
に
「
理
解
と
政
治
（
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
）」（
い
ず
れ
も

齋
藤
純
一
訳
）
齋
藤
純
一
・
山
田
正
行
・
矢
野
久
美
子
（
共
訳
）『
ア
ー
レ
ン
ト
政

治
思
想
集
成
・
第
二
巻
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）、
二
七―

四
一
頁
お
よ
び

一
二
二―

一
四
七
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
10
）
　

Peter Singer, “ Fam
ine, A

ffluence and M
orality” , in W

illiam
 A

iken and 

H
ugh L

aFollette (eds.) W
orld H

unger and M
orality, Second E

dition (U
pper 

Side R
iver, N

J: Pearson E
ducation, 1996) 

な
お
初
版
は
、
一
九
七
二
年
に
出
版

さ
れ
て
い
る
。
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（
11
）
　

Ibid., p. 27.

（
12
）
　

Ibid., p. 28.
（
13
）
　

C
harles Jones, G

lobal Justice: D
efending C

osm
opolitanism

（O
xford: O

xford 

U
niversity P

ress, 2001

）, p. 33.

（
14
）
　

Ibid.

（
15
）
　

R
obert E

. G
oodin, P

rotecting the Vulnerable: A
 R

eanalysis of O
ur Social 

R
esponsibilities (C

hicago, IL
: T

he U
niversity of C

hicago P
ress, 1985), p. 118. 

B
; p. 136 and 139.

（
16
）
　

Ibid., p. 110.

（
17
）
　

Ibid., pp. 114― 117.

（
18
）
　

Ibid., pp. 109― 110.

（
19
）
　

新
約
聖
書
よ
り
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」、
一
〇

：

二
五―

一
〇

：
三
七
。
聖
書

共
同
訳
実
行
委
員
会
『
新
約
聖
書
（
新
共
同
訳
）』（
日
本
聖
書
協
会
、一
九
八
七
年
）。

（
20
）
　

刑
法
上
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、E

rnest J. W
einrib, “ T

he C
ase for a D

uty to 

R
escue” , T

he Yale L
aw

 Journal, 90― 2, 1980, pp. 247― 293 

を
参
照
。

（
21
）
　

「
悪
し
き
サ
マ
リ
ア
人
」
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、Joel Feinberg, “ T

he M
oral 

and L
egal R

esponsibility of the B
ad Sam

aritan” , C
rim

inal Justice E
thics, 3― 1, 

1984, pp. 56― 69.

（
22
）
　

国
際
関
係
論
の
文
脈
で
こ
の
点
を
指
摘
し
た
A
・
リ
ン
ク
レ
イ
タ
ー
の
議
論
で

は
、「
他
人
に
対
し
て
害
を
加
え
な
い
と
い
う
消
極
的
義
務
は
、
そ
の
延
長
線
上

に
、
危
害
に
あ
っ
て
い
る
他
人
を
救
い
出
す
義
務
を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
旨
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。A
ndrew

 L
inklater, “ D

istant Suffering and C
osm

opolitan 

O
bligations” , International Politics, 44― 1, 2007, pp. 30― 31.

（
23
）
　

B
rian S. Turner, Vulnerability and H

um
an R

ights (U
niversity Park, PA

: 

T
he Pennsylvania State U

niversity P
ress, 2006), p. 28.

（
24
）
　

Ibid.

（
25
）
　

「
嫌
悪
」
と
い
う
の
は
感
情
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
人
文
社
会
科
学
に
お
い
て
は
、

理
性
の
は
た
ら
き
が
重
視
さ
れ
、
他
方
感
情
は
「
理
性
の
欠
落
し
た
も
の
」
と
し
て

あ
ま
り
注
目
を
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
人
文
学
に
お
い
て
も
、
ま

た
国
際
関
係
論
に
お
い
て
も
、
感
情
の
果
た
す
役
割
に
注
目
し
た
論
考
が
提
起
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、M

artha C
. N

ussbaum
, T

he U
pheaval of T

hought: T
he 

Intelligence of E
m

otions (C
am

bridge, M
A

: H
arvard U

niversity P
ress, 2003)

お
よ
び
、A

ndrew
 Linklater, “ E

m
otions and W

orld Politics” , A
berystw

yth Journal 

of W
orld A

ffairs, 2, 2004, pp. 71― 77

を
参
照
し
た
。

（
26
）
　

T
hom

as N
agel, M

oral Q
uestions (O

xford: O
xford U

niversity P
ress, 1979), 

（
永
井
均
訳
『
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
勁
草
書
房
、一
九
九
二
年
）, 

C
h. 1.

（
27
）
　

F. M
. K

am
m

, M
orality, M

ortality (Volum
e I: D

eath and W
hom

 to Save from
 

It) (O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 1992), C
h. 1.

（
28
）
　

Joel Feinberg, H
arm

 To O
thers (O

xford: O
xford U

niversity P
ress, 1984), p. 

33.

（
29
）
　

A
ndrew

 L
inklater, “ T

he P
roblem

 of H
arm

 in W
orld Politics” , International 

A
ffairs, 78― 2, 2002, p. 330.

（
30
）
　

T
he R
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