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疑
似
科
学
を
め
ぐ
っ
て
、
科
学
者
に
は
ど
の
よ
う
な
倫
理
的
責
任
が
発
生
す

る
だ
ろ
う
か
。
疑
似
科
学
的
言
説
に
つ
い
て
科
学
者
は
何
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う

か
（
ど
こ
ま
で
が
義
務
で
ど
こ
か
ら
が
義
務
以
上
の
行
為
か
）
ま
た
、
何
を
し

て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
、
何
を
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
う

し
た
問
題
に
つ
い
て
、
専
門
職
倫
理
と
い
う
観
点
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　

本
稿
で
使
う
「
疑
似
科
学
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

初
に
簡
単
に
断
っ
て

お
く
。「
疑
似
科
学
」
と
は
言
葉
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、「
科
学
の
よ
う
で
科

学
で
な
い
も
の
」
を
指
す
。「
科
学
の
よ
う
」
と
は
、
自
分
た
ち
の
や
っ
て
い

る
こ
と
は
科
学
だ
と
主
張
し
て
い
る
、
用
語
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方

に
科
学
の
装
い
を
ま
と
っ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
れ

ほ
ど
意
見
の
違
い
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
何
が
「
科
学
で
な
い
」
か
、
ど

う
い
う
基
準
で
科
学
か
科
学
で
な
い
か
を
判
断
す
る
の
か
は
難
問
で
あ
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
論
争
の
多
く
が
ま
さ
に
こ
の
点
を
め
ぐ
る

論
争
で
あ
り
、
論
争
の
当
事
者
た
ち
の
だ
れ
も
が
認
め
る
よ
う
な
基
準
は
存
在

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
も
、
話
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
さ
ま
ざ
ま
な

対
象
が
疑
似
科
学
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
話
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
の
対
象
が
疑
似
科
学
的
で
あ
る
と
主
流
の
科
学
者
た
ち
か
ら
見
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
自
分
た
ち
が
み
な
す
対
象
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
か
、
と
い
う
の
は
な
お
有
意
味
な
問
い
で
あ

る
と
考
え
る
。

　

な
お
、
近
年
の
日
本
で
実
際
に
疑
似
科
学
の
問
題
に
か
か
わ
る
研
究
者
た
ち

は
「
ニ
セ
科
学
」「
非
科
学
的
」「
ト
ン
デ
モ
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
を
使
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
当
然
な
が
ら
、
指
示
対
象
が
微
妙
に
ず
れ
る
し
、

評
価
的
な
意
味
に
お
い
て
も
ば
ら
つ
き
が
あ
る
（「
疑
似
科
学
」
は
比
較
的
中

立
的
だ
が
、「
ニ
セ
科
学
」
は
か
な
り
否
定
的
で
あ
る

）
1
（

）。
し
か
し
、
本
稿
で
は

そ
う
し
た
区
別
は
一
旦
保
留
し
、
漠
然
と
こ
れ
ら
の
言
葉
で
さ
さ
れ
る
対
象
全

体
を
、
比
較
的
中
立
的
に
指
す
言
葉
と
し
て
「
疑
似
科
学
」
と
い
う
言
葉
を
使

論
　
　

説

疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
科
学
者
の
倫
理

伊
勢
田
　

哲
治



社会と倫理 第 25 号

102

う
こ
と
と
す
る
。

1
　

疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
科
学
者
の
動
き

　

世
間
で
流
行
す
る
疑
似
科
学
的
言
説
に
対
し
て
、
科
学
者
た
ち
は
実
際
の
と

こ
ろ
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
い
く
つ
か
の
事
例
を

み
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、（
1
）

創
造
科
学
と
I 

D
論
、（
2
）
水
か
ら
の
伝
言
、（
3
）
神
経
神
話
、（
4
）
健

康
商
品
、
の
四
つ
で
あ
る
。

（
1
）
創
造
科
学
と
I 

D
論

　

日
本
で
は
あ
ま
り
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
が
欧
米
で
代
表
的
な
疑
似

科
学
論
争
と
い
え
ば
創
造
科
学
・
I 

D
論
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
の
で
こ
れ
を

ま
ず
紹
介
す
る
。
創
造
科
学
や
I 

D
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
解

説
が
存
在
す
る
（R

use 1996；
Pennock 2001；

伊
勢
田
二
〇
〇
三；

伊
勢

田
二
〇
〇
六
）。
詳
し
く
は
そ
れ
ら
の
解
説
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、

簡
略
や
紹
介
に
と
ど
め
る
。

　

創
造
論
（creationism

）
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
一
つ
の
立
場
で
、
聖
書
に

書
い
て
あ
る
物
語
が
文
字
通
り
正
し
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
ギ
ャ
ラ
ッ
プ

社
が
こ
こ
三
〇
年
間
継
続
的
に
行
っ
て
い
る
サ
ー
ベ
イ
調
査
に
よ
れ
ば
、
ア
メ

リ
カ
で
は
「
神
は
人
間
を
一
万
年
前
か
そ
の
く
ら
い
の
時
期
に
今
の
形
で
創
造

し
た
」
と
考
え
る
人
が
常
に
四
〇
％
を
超
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
創
造
論
の
考

え
方
の
具
体
例
で
あ
る

）
2
（

。
こ
れ
は
こ
の
ま
ま
で
は
明
ら
か
な
宗
教
的
な
信
念
で

あ
り
、公
立
学
校
で
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、創
造
論
を
支
持
す
る
人
々

は
こ
れ
に
科
学
の
装
い
を
も
た
せ
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
が
科
学
的
創
造
論

（scientific creationism

）
や
創
造
科
学
（creation science

）
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
。
創
造
科
学
の
主
な
内
容
は
、
進
化
論
の
批
判
で
あ
り
、
た
と
え

ば
進
化
の
証
拠
の
不
十
分
性
（
中
間
形
態
の
化
石
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
こ

ろ
が
あ
る
等
）、
地
球
の
年
代
測
定
方
法
の
不
確
か
な
部
分
を
指
摘
し
て
地
球

が
数
十
億
年
の
歴
史
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
。
ま
た
、
聖
書
に
基
づ

く
積
極
的
な
理
論
と
し
て
、
洪
水
地
質
学
（flood geology

）、
す
な
わ
ち
大
洪

水
が
あ
っ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
化
石
史
料
や
地
層
を
説
明
す
る
と
い
う
営

み
も
行
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
創
造
科
学
の
理
論
家
は
ノ
ア
の
方
舟
の
伝
説

に
基
づ
い
て
現
在
の
生
物
の
分
布
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
興
味
深
い

こ
と
に
聖
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
方
舟
の
サ
イ
ズ
で
は
現
存
の
す
べ
て
の
種
の

生
物
が
入
り
き
ら
な
い
の
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
変
化
は

許
容
し
、
現
在
の
い
く
つ
か
の
種
の
も
と
と
な
る
よ
う
な
生
物
（
お
お
む
ね
科

に
あ
た
る
程
度
の
範
囲
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
が
方
舟
に
乗
船
し
た
、
と
論
じ

る
（
つ
ま
り
、
た
か
だ
か
数
千
年
の
間
に
イ
エ
ネ
コ
と
ト
ラ
と
ラ
イ
オ
ン
が
同

じ
祖
先
か
ら
分
岐
し
て
き
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
）。

　

知
的
設
計
論
（
I 

D
論
）
は
、
創
造
科
学
教
育
が
宗
教
教
育
で
あ
る
と
し
て

違
憲
判
決
を
う
け
た
の
ち
に
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な
っ
た
立
場
で
あ
り
、
地

球
の
歴
史
の
古
さ
を
認
め
、
洪
水
地
質
学
な
ど
、
創
造
科
学
の
聖
書
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
部
分
と
は
手
を
切
る
。
し
か
し
、
宇
宙
の
始
ま
り
、
地
球
上
に
お

け
る
生
命
の
登
場
、
新
し
い
生
命
形
態
の
登
場
な
ど
に
関
し
て「
知
的
設
計
者
」

の
介
入
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
知
的
設
計
説
が
根
拠
と
す
る
の
は
、
自
然
選
択
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で
は
と
う
て
い
登
場
し
え
な
い
よ
う
な
「
還
元
不
可
能
な
複
雑
さ
」
を
そ
な
え

た
し
く
み
が
生
物
の
体
内
に
存
在
す
る
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　

創
造
科
学
や
I 

D
論
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
者
・
研
究
者
が
両
方
の
側
で
関

わ
り
を
持
っ
て
き
た
。
創
造
科
学
の
擁
護
者
を
見
る
と
、
創
造
科
学
運
動
の
創

始
者
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
モ
リ
ス
は
土
木
技
術
者
で
あ
り
、
理
論
面
を
担
当
し

た
デ
ュ
エ
イ
ン
・
ギ
ッ
シ
ュ
は
生
化
学
者
だ
っ
た
。
I 

D
論
運
動
の
提
唱
者
の

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
法
学
者
で
、
還
元
不
能
な
複
雑
さ
な
ど
の
理
論
的
基
礎
を
作
っ

た
ベ
ー
エ
は
生
化
学
者
で
あ
る
。
創
造
科
学
と
I 

D
論
の
批
判
者
と
し
て
は
、

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
グ
ー
ル
ド
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
を
は
じ
め
多
く
の

著
名
な
生
物
学
者
が
公
開
の
場
で
批
判
を
行
な
っ
て
き
て
お
り
、
裁
判
で
証
言

を
行
う
場
合
も
多
い
。
哲
学
者
の
関
わ
り
方
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
、マ
イ
ケ
ル
・

ル
ー
ス
は
創
造
科
学
教
育
を
義
務
付
け
る
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
法
を
め
ぐ
る
裁
判

で
進
化
論
側
の
証
人
と
し
て
た
っ
た
が
、
ア
ル
ヴ
ィ
ン
・
プ
ラ
ン
テ
ィ
ン
ガ
の

よ
う
に
知
的
設
計
説
側
を
支
持
す
る
哲
学
者
も
い
る
（Pennock 2001

。
特
異

な
関
わ
り
方
を
し
て
い
る
研
究
者
と
し
て
、科
学
論
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
フ
ラ
ー

は
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
の
裁
判
に
お
い
て
、「
宗
教
的
動
機
に
基
づ
く
」
こ

と
と
「
科
学
で
あ
る
」
こ
と
は
両
立
す
る
と
い
う
証
言
を
I 

D
論
側
の
証
人
と

し
て
行
っ
て
い
る
（Fuller 2007

）。

　

以
下
の
議
論
と
の
関
わ
り
で
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
論
争
に
お

い
て
は
、
多
様
な
研
究
者
が
個
人
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
の
多
く
は
特
に
利
害
関
係
が
あ
る
わ
け
で
な
く
、
自
ら
の
良
心
や
信

念
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

（
2
）
水
か
ら
の
伝
言

　

日
本
に
お
い
て
疑
似
科
学
的
言
説
に
対
し
て
科
学
者
が
批
判
活
動
を
行
っ
た

近
年
の
例
と
し
て
、「
水
か
ら
の
伝
言
」
が
あ
る
。『
水
か
ら
の
伝
言
』
と
は
、

江
本
勝
の
写
真
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
り
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
「
実
験
」
の
結

果
と
そ
の
解
釈
が
物
議
を
か
も
す
こ
と
と
な
っ
た
（
江
本
一
九
九
九
）。
同
写

真
集
で
は
、
水
を
い
れ
た
ビ
ン
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
字
を
書
い
た
紙
（
文
字
は
紙

の
内
側
に
書
い
て
あ
る
）
を
は
り
つ
け
て
氷
結
さ
せ
る
と
い
う
実
験
を
写
真
入

り
で
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
を
「
見
せ

た
」
水
を
氷
結
さ
せ
る
と
き
れ
い
な
結
晶
に
な
り
、「
ば
か
や
ろ
う
」
と
い
う

言
葉
を
見
せ
た
水
は
き
た
な
い
結
晶
に
な
る
と
主
張
し
、
両
者
の
写
真
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。た
し
か
に
後
者
の
写
真
は
不
規
則
な
形
を
し
て
い
る
。以
下
、「
水

か
ら
の
伝
言
」
は
こ
の
実
験
結
果
を
、『
水
か
ら
の
伝
言
』
は
写
真
集
を
指
す
、

と
い
う
形
で
言
葉
を
使
い
分
け
る
。

　

こ
の
写
真
集
が
問
題
化
し
た
の
は
、
教
育
技
術
法
則
化
運
動
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
小
学
校
の
道
徳
の
時
間
な
ど
に
「
言
葉
遣
い
に
は
気
を
つ
け
よ
う
」
と
い

う
教
訓
を
教
え
る
た
め
の
教
材
と
し
て
か
な
り
広
範
囲
に
使
わ
れ
た
（
と
見
ら

れ
る
）
た
め
で
あ
る
。
物
理
学
者
の
田
崎
晴
明
や
理
科
教
育
研
究
者
の
左
巻
健

男
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
著
書
に
お
い
て
、「
水
か
ら
の
伝
言
」

が
い
か
に
物
理
学
的
に
ば
か
ば
か
し
い
か
、
規
則
性
が
あ
る
こ
と
を
美
で
あ
り

善
で
あ
る
と
ナ
イ
ー
ブ
に
前
提
す
る
価
値
論
の
貧
困
さ
、
ま
た
こ
う
し
た
主
張

を
学
校
教
育
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
科
学
的
思
考
の
涵
養
に
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た

）
3
（

。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
物
理
学
会
に
お
い
て
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、
会
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誌
に
記
事
を
掲
載
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
（
天
羽
ほ
か

二
〇
一
一
）。
た
だ
、
次
に
見
る
神
経
科
学
学
会
に
比
べ
る
と
、
あ
く
ま
で
個

人
の
活
動
に
対
し
て
物
理
学
会
と
し
て
も
場
を
あ
た
え
て
い
る
、
と
い
う
中
間

的
な
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
神
経
神
話

　

次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
「
神
経
神
話
」（neurom

yth

）
に
対
す
る
取
り
組

み
で
あ
る
。
神
経
神
話
と
は
O 
E 
C 

D
が
二
〇
〇
二
年
に
発
行
し
た
「
脳
を

理
解
す
る
」
と
題
す
る
報
告
書
で
使
わ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
り
、
脳
神
経
科
学

の
発
達
に
伴
っ
て
広
ま
っ
た
脳
に
関
す
る
俗
信
の
総
称
で
あ
る
（
O 

E 

C 

D 

二
〇
〇
二
）。
O 

E 

C 

D
の
報
告
書
で
は
「
脳
は
10
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
使
わ
れ

て
い
な
い
」「
右
脳
人
間
と
左
脳
人
間
の
区
別
が
存
在
す
る
」
な
ど
が
代
表
的

な
神
経
神
話
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
は
、『
ゲ
ー
ム
脳
の
恐
怖
』（
森

二
〇
〇
二
）
が
日
本
発
の
神
経
神
話
と
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。「
ゲ
ー

ム
脳
」
と
は
、
ゲ
ー
ム
を
や
り
す
ぎ
る
と
脳
波
の
パ
タ
ー
ン
が
痴
呆
に
近
い
状

態
に
な
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
脳
科
学
の
研
究
者
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
無
視
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
著
者
に
よ
る
教
育
関
係
の
講
演
会
な
ど
は
し
ば
し
ば
行

わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

事
例
と
し
て
神
経
神
話
が
興
味
深
い
の
は
、
国
内
で
学
会
と
し
て
取
り
組

み
の
対
象
に
す
る
と
明
示
的
に
宣
言
さ
れ
た
数
少
な
い
例
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
〇
一
〇
年
一
月
に
神
経
科
学
学
会
が
「「
ヒ
ト
脳
機
能
の
非
侵
襲
的
研
究
」

の
倫
理
問
題
等
に
関
す
る
指
針
」
を
改
訂
し
た
際
、「
改
訂
に
あ
た
っ
て
の
声

明
」
を
同
時
に
公
表
し
た
。
そ
の
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「（
前

略
）
そ
の
結
果
、
脳
の
働
き
に
つ
い
て
、
一
般
社
会
に
不
正
確
あ
る
い
は
拡
大

解
釈
的
な
情
報
が
広
が
り
、
科
学
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
俗
説
を
生
じ
た
り
、

あ
る
い
は
脳
科
学
の
信
頼
性
に
対
す
る
疑
念
が
生
じ
た
り
す
る
危
険
性
が
増
大

し
て
い
る
。（
中
略
）
上
述
の
よ
う
な
擬
似
脳
科
学
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
「
神

経
神
話
」
が
生
じ
な
い
よ
う
、
成
果
を
社
会
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の
か
考

慮
し
た
上
研
究
結
果
を
発
表
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。（
後
略

）
4
（

）」。
こ
れ
は
、

疑
似
科
学
的
な
言
説
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
配
慮
を
行
う
こ
と
が
科
学
者
の
責

任
と
し
て
学
会
レ
ベ
ル
で
宣
言
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
非
常
に
重
要
な
意
義
を

持
つ
。

（
4
）
健
康
商
品

　

後
に
、
疑
似
科
学
的
言
説
に
対
し
て
よ
り
制
度
化
さ
れ
た
対
処
が
な
さ
れ

て
い
る
例
と
し
て
、
健
康
商
品
や
代
替
医
療
の
分
析
を
挙
げ
る
。
健
康
商
品
と

い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

と
し
た
製
品
に
話
を
し
ぼ
る
。

　

ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
を
使
っ
た
健
康
商
品
に
も
、
服
用
型
、
装
着
型
（
ゲ
ル
マ
ニ

ウ
ム
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
）、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
温
浴
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。

と
あ
る
通
販
サ
イ
ト
で
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
効
能
に
つ
い
て
「
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

は
血
行
が
良
く
な
る
の
で
貧
血
に
効
果
が
あ
る
、
金
属
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
（
主
に

無
機
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
が
使
用
さ
れ
る
）
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
マ
イ
ナ
ス
イ
オ

ン
で
疲
れ
が
取
れ
る
、
新
陳
代
謝
を
活
発
に
す
る
、
な
ど
と
い
っ
た
効
能
が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
」、「『
身
体
が
軽
く
な
る
』『
痛
み
が
和
ら
ぐ
』
と
い
っ

た
効
果
は
数
多
く
実
証
さ
れ
て
い
て
、
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
選
手
が
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム



疑似科学をめぐる科学者の倫理

105

を
使
っ
て
い
る
例
も
多
く
あ
り
ま
す
」「
な
ぜ
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
が
こ
の
よ
う
な

効
果
を
出
す
か
と
い
う
と
、
人
間
の
体
の
イ
オ
ン
を
調
節
し
て
く
れ
る
役
割
が

あ
る
か
ら
で
す
。
体
の
イ
オ
ン
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
る
と
様
々
な
障
害
が

あ
る
の
で
す
が
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
節
し
て
く
れ
ま
す
。」

と
い
っ
た
説
明
が
あ
り
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
健
康
作
用
は
非
常
に
科
学
的
な
根

拠
が
し
っ
か
り
し
た
も
の
だ
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
る

）
5
（

。

　

こ
う
し
た
製
品
に
つ
い
て
効
能
な
ど
に
疑
義
が
あ
る
場
合
、
独
立
行
政
法
人

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
が
相
談
を
う
け
て
商
品
テ
ス
ト
や
文
献
調
査
を
行
う
こ
と

が
あ
る
。
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
健
康
商
品
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
九
年
六
月
二
五
日
に

ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
一
二
銘
柄
の
調
査
結
果
を
公
表
し
た
。
調
査
結
果
の
ポ
イ
ン
ト

だ
け
ま
と
め
る
と
、
そ
も
そ
も
「
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
」
に
は
ほ
と

ん
ど
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
の
着
用
が

健
康
に
効
果
を
お
よ
ぼ
す
と
い
う
文
献
は
な
く
、
製
造
・
販
売
し
て
い
る
業
者

も
そ
う
い
う
デ
ー
タ
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
な
い
し
回
答
し
な
か
っ
た
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
商
品
が
、「
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
を
多
く
含
有
し
て

い
る
」「
健
康
に
効
果
が
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の
記
述
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
は
「
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
」
と
称
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
詐
欺
に

近
い
商
品
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
で
商
品
テ
ス
ト
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
各
分
野
の
テ
ス

ト
職
員
（
二
〇
一
一
年
六
月
の
資
料
で
は
二
四
名
）
で
あ
り
、「
専
門
性
の
高

い
案
件
は
、
大
学
・
学
会
・
研
究
機
関
等
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
協
力
を
得
て
、

幅
広
い
テ
ー
マ
を
実
施
」
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
二
〇
一
〇
年
度
に
は
四
一

項
目
に
つ
い
て
大
学
と
の
連
携
で
の
実
験
を
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る

）
6
（

。
こ
れ

は
、
疑
似
科
学
に
関
心
を
持
つ
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
公
的
な
機
関

を
通
じ
て
疑
似
科
学
的
言
説
（
こ
の
場
合
は
言
説
と
い
う
よ
り
は
製
品
が
問
題

で
あ
る
が
）
に
対
処
す
る
と
い
う
形
で
の
関
わ
り
か
た
も
あ
る
と
い
う
例
と

な
っ
て
い
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
疑
似
科
学
的
な
言
説
や
製
品
の
ま
わ
り
で
、
科
学

者
・
研
究
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
関
わ
り
を
持
つ
。
一
方
で
は
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

製
品
の
開
発
者
、
神
経
神
話
を
産
む
よ
う
な
研
究
の
遂
行
、
一
般
へ
の
宣
伝
な

ど
、
疑
似
科
学
的
な
言
説
・
製
品
の
支
持
者
と
し
て
登
場
す
る
科
学
者
・
研
究

者
が
い
る
。
他
方
、
個
人
、
学
会
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
団
体
に
所

属
・
協
力
す
る
研
究
者
、
裁
判
に
お
け
る
証
人
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で

の
批
判
者
と
し
て
関
わ
る
科
学
者
・
研
究
者
も
多
い
。
疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
科

学
者
の
責
任
を
考
え
る
上
で
は
、
こ
の
両
方
の
責
任
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。2

　

疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
倫
理
問
題

2―

1
　

疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
問
題
の
類
型

　

以
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
を
概
観
し
つ
つ
、
疑
似
科
学
を
め
ぐ
っ
て

ど
の
よ
う
な
倫
理
問
題
が
発
生
す
る
か
、
お
お
ま
か
に
整
理
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
疑
似
科
学
よ
り
の
立
場
に
立
つ
場
合
の
倫
理
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
、

明
ら
か
に
疑
似
科
学
的
と
み
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
研
究
を
す
る
こ
と
自
体
は

許
さ
れ
る
か
、
特
に
公
的
資
金
援
助
を
受
け
る
場
合
は
ど
う
か
、
と
い
う
問
題

が
あ
る
。
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仮
に
研
究
す
る
こ
と
自
体
に
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
一
般
向
け
の
書
籍
や

講
演
な
ど
で
自
分
の
研
究
を
紹
介
す
る
の
は
ど
う
か
、
紹
介
の
仕
方
に
よ
っ

て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
も
そ
も
公
表
す
る
こ
と
自
体
に

倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

シ
ュ
ッ
ク
レ
ン
ク
と
コ
プ
ラ
ン
ド
の
興
味
深
い
論
争
が
あ
る
。
話
題
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
H 

I 
V
は
エ
イ
ズ
の
原
因
で
は
な
い
と
い
う
非
正
統
的
意
見
を

持
つ
科
学
者
の
集
団
が
南
ア
フ
リ
カ
の
政
策
に
影
響
を
与
え
、
H 

I 

V
の
拡

散
に
対
す
る
対
策
を
遅
ら
せ
た
と
い
う
事
例
で
、
シ
ュ
ッ
ク
レ
ン
ク
は
科
学
的

な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
が
医
療
に
お
い
て
重
要
だ
と
考
え
、
場
合
に
よ
っ
て

は
科
学
者
の
公
的
な
発
言
に
つ
い
て
検
閲
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

コ
プ
ラ
ン
ド
は
科
学
と
医
療
は
別
物
だ
と
主
張
し
て
、
オ
ー
プ
ン
な
議
論
の
場

を
設
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（Schüklenk 2004; C

opland 2004

）。

　

疑
似
科
学
を
批
判
す
る
側
に
立
つ
場
合
、
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

批
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
か
、
批
判
す
る
こ
と
が
義
務

に
な
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
判
は
ど
こ
ま
で
踏

み
込
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
ど
こ
ま
で
踏
み
込
む
べ
き
な

の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
判
断
の
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
。

　

後
に
、
両
者
の
間
で
中
立
的
な
立
場
に
立
つ
場
合
の
倫
理
問
題
に
つ
い
て

も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
者
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
批
判
者
と
支
持
者

の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
論

争
が
存
在
す
る
と
き
に
、
た
と
え
ば
疑
似
科
学
の
批
判
者
を
社
会
的
に
サ
ポ
ー

ト
す
る
義
務
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
科
学
者
・
研
究
者
だ
け
で
な
く
一
般
市
民
に
つ

い
て
も
問
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
行
う
議
論
に
つ
い
て
も
、
内
容
的
に
は

科
学
者
に
限
定
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
科
学
者
に
は
、
そ

の
職
業
や
専
門
知
識
の
内
容
か
ら
、
一
般
の
市
民
と
は
異
な
っ
た
責
任
が
発
生

す
る
可
能
性
が
あ
る
。

2―

2
　

天
羽
に
よ
る
分
析

　

疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
倫
理
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
先
行
研
究
と
し
て
は
天

羽
優
子
の
ま
と
め
が
あ
る

）
7
（

。
天
羽
に
よ
る
整
理
に
よ
る
と
、｢

ニ
セ
科
学｣

は

基
本
的
に
は｢

嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い｣｢

不
確
か
な
こ
と
を
言
い
ふ
ら
し

て
は
い
け
な
い｣

と
い
う
社
会
規
範
に
違
反
し
て
い
る
。
し
か
も
し
ば
し
ば
詐

欺
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。「
ニ
セ
科
学
」
の
定
義
に
お
い

て
も
、
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
が
科
学
の
手
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
知
見
と
食

い
違
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
的
に
は
嘘
つ
き
が

許
容
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す

る
側
に
立
証
責
任
が
あ
る
。

　

天
羽
の
ま
と
め
は
実
際
的
な
判
断
基
準
と
し
て
は
分
か
り
や
す
く
て
よ
い
。

し
か
し
、
科
学
の
正
し
い
方
法
が
な
に
か
と
い
う
の
は
そ
う
簡
単
に
答
え
が
出

る
問
題
で
は
な
い
。「
嘘
を
つ
い
て
は
い
け
な
い
」
で
片
の
つ
く
問
題
も
あ
る

が
、
上
記
の
問
題
の
中
に
は
そ
れ
で
は
答
え
に
な
ら
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と

え
ば
研
究
す
る
だ
け
な
ら
「
嘘
」
で
は
な
い
が
そ
れ
は
認
め
る
の
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
教
育
や
医
療
に
つ
い
て
の
政
策
的
意
思
決
定
は
も
っ
と

総
合
的
な
基
準
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、「
嘘
」
で
あ
る
こ
と
が
常
に

悪
い
こ
と
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
神
様
」
な
ど
の
超
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自
然
的
な
存
在
を
持
ち
出
し
て
規
範
を
教
え
る
よ
う
な
場
合
や
、
ガ
ン
を
告
知

す
る
か
と
い
う
問
題
な
ど
、
う
そ
が
許
容
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
問
題
領
域
は

多
い
。
ま
た
、
批
判
す
る
側
の
責
任
を
考
え
る
上
で
は
、「
嘘
を
つ
か
な
い
」

と
い
う
の
と
は
ま
っ
た
く
別
の
判
断
基
準
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

3
　

専
門
職
倫
理
と
し
て
の
疑
似
科
学
の
倫
理

3―

1
　

専
門
職
倫
理
と
は
何
か

　

こ
こ
で
は
、
よ
り
包
括
的
に
議
論
す
る
た
め
の
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
専
門

職
倫
理
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
す
る

）
8
（

。

　

科
学
者
の
倫
理
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
二
つ
の
側
面
を
区
別
す
る
必
要
が
あ

る
。
一
つ
は
科
学
者
共
同
体
内
部
の
倫
理
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
科
学
者
共
同

体
と
外
部
社
会
の
関
係
に
お
け
る
倫
理
で
あ
る

）
9
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
二
つ
は
お
互

い
に
関
係
し
あ
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
科
学
者
共
同
体
内
部
の
倫
理
と
は
、
科
学
者
共
同
体
の
円
滑
な
運
営

の
た
め
に
必
要
な
倫
理
を
指
す
。
い
わ
ゆ
る
F 

F 

P
（
捏
造
、
改
ざ
ん
、
盗
用
）

の
禁
止
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
F 

F 

P
の
背
景
を
さ
ら
に
考
え
る
と
、
科
学

者
共
同
体
の
基
本
財
で
あ
る
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
」
に
か
か
わ
る
不
正
と
い
う
点
が

共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ハ
ル
の
興
味
深
い
論
考
が

あ
る
（H

ull 1988 pp. 302; 311― 312; 317; 320; 482

）。
ハ
ル
は
科
学
の
発
達

を
進
化
に
類
す
る
文
化
的
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
分
析
す
る
が
、
そ
の
な
か
で
適
応

度
に
当
た
る
の
が
他
の
研
究
者
か
ら
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
科
学

者
は
自
分
が
与
え
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
自
分
が
受
け
取
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
差
が

大
に
な
る
よ
う
に
行
動
す
る
と
さ
れ
る
）。
デ
ー
タ
の
捏
造
や
改
ざ
ん
は
、
贋

金
を
作
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
偽
造
で
あ
り
、
盗
用
は

他
人
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
盗
む
行
為
で
あ
る
。
捏
造
や
改
ざ
ん
は
も
う
少
し
間
接

的
な
し
か
た
で
も
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
関
わ
る
。
科
学
の
研
究
は
常
に
前
の
研
究
を

引
用
す
る
形
で
進
め
ら
れ
る（
そ
こ
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
や
り
と
り
が
行
わ
れ
る
）

が
、
そ
の
際
に
、
誤
っ
た
研
究
を
ベ
ー
ス
と
し
て
自
分
の
研
究
を
し
て
し
ま
う

こ
と
で
、
自
分
の
研
究
自
体
も
引
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
ク
レ
ジ
ッ
ト

を
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
）。
盗
用
と
捏
造
を
く
ら
べ
た
と
き
、
後
者

の
方
が
深
刻
な
罪
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
の
直
接
的
な
ク
レ

ジ
ッ
ト
に
関
す
る
被
害
が
広
く
他
の
研
究
者
に
お
よ
ぶ
か
ら
だ
と
ハ
ル
は
考
え

る
。

　

F 

F 

P
の
他
に
は
、
利
益
相
反
を
避
け
る
（
つ
ま
り
研
究
の
中
立
性
・
客

観
性
を
脅
か
す
よ
う
な
利
害
関
係
を
持
た
な
い
）
と
い
っ
た
項
目
も
し
ば
し
ば

科
学
者
倫
理
の
項
目
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

次
に
、
外
部
社
会
に
対
す
る
倫
理
と
は
、
科
学
者
共
同
体
が
社
会
と
関
わ
る

上
で
発
生
す
る
倫
理
的
な
責
任
で
あ
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
は
、

説
明
責
任
、
外
部
資
金
を
適
切
に
使
用
す
る
責
任
、
被
験
者
に
対
す
る
責
任

（
動
物
実
験
も
含
む
）、
科
学
の
誤
用
・
乱
用
を
防
ぐ
責
任
（
ラ
ッ
セ
ル
＝
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
宣
言
な
ど
）
等
が
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

近
年
に
至
る
ま
で
、
科
学
者
共
同
体
内
部
の
倫
理
と
外
部
む
け
の
倫
理
は
全

く
独
立
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
大
規
模
な
国
家
的
支
援
を
受
け
る
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
が
捏
造
に
基
づ
い
て
い
た
、
と
い
っ
た
事
例
が
重
な
り
、
科
学
者
の

倫
理
へ
の
外
部
か
ら
の
関
心
は
高
ま
っ
て
い
る
。
F 

F 

P
に
つ
い
て
も
内
部
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の
人
間
が
納
得
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
説
明
責
任

が
発
生
し
て
い
る
。
近
年
の
倫
理
規
定
等
で
も
そ
う
し
た
認
識
が
表
明
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る

）
10
（

。

　

こ
う
し
た
変
化
は
、お
そ
ら
く
、科
学
者
が
単
な
る
「
真
理
の
探
究
者
」
や
「
科

学
者
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
」
を
超
え
て
専
門
職
倫
理
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
専
門

職
」
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
き
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
専
門
職
の
倫
理
に

つ
い
て
本
稿
で
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
簡
単
に
い
え
ば
、
高
度
な
知
識
を

持
っ
て
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
職
能
集
団
の
倫
理
で
あ

り
、
倫
理
綱
領
な
ど
を
自
主
的
に
定
め
て
、
責
任
を
集
団
が
自
ら
引
き
受
け
る

態
度
な
ど
が
特
徴
的
で
あ
る
（
詳
し
く
は
黒
田
ほ
か
二
〇
〇
四
な
ど
を
参
照
）。

　

専
門
職
と
し
て
の
科
学
者
に
対
し
て
期
待
さ
れ
る
社
会
へ
の
サ
ー
ビ
ス
と
は

な
ん
だ
ろ
う
か
。科
学
的
知
識
は
現
代
社
会
で
信
頼
で
き
る
知
識
の
代
表
格
で
、

重
要
な
意
思
決
定
に
は
科
学
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
一
般
人
に
は
科

学
的
論
争
で
だ
れ
が
正
し
い
の
か
は
わ
か
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
信
頼
で
き

る
科
学
的
知
識
の
生
産
者
、
管
理
者
と
し
て
の
役
割
が
科
学
者
に
は
も
と
め
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
全
体
が
狭
い
意
味
で
「
役
に
立
つ
」
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
用
性
の
高
い
分
野
に
つ
い
て
は
当
然

実
用
性
の
面
で
信
頼
性
の
高
い
知
識
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
ノ
ー

ベ
ル
賞
な
ど
の
権
威
あ
る
賞
が
存
在
す
る
分
野
で
は
「
国
威
発
揚
」
な
ど
の
別

の
効
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
以
上
は
実
際
に
期
待
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
実
際
に
期
待
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し

て
、「
出
資
者
」
と
し
て
妥
当
な
期
待
の
範
囲
だ
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
期
待
を
科
学
者
共
同
体
が
裏
切
り
続
け
る
と
、
専
門
職
と
社
会
の

間
の
暗
黙
の
契
約
関
係
に
ひ
び
が
入
る
こ
と
に
な
る
。
捏
造
や
改
ざ
ん
が
社
会

的
大
問
題
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
う
し
た
背
景
を
想
定
す
れ
ば
自
然
に

理
解
で
き
る

）
11
（

。
厳
密
な
連
帯
責
任
を
求
め
る
の
は
無
理
だ
が
共
同
体
と
し
て
の

ゆ
る
い
連
帯
責
任
は
求
め
ら
れ
て
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
専
門
職
倫
理
と
い
う
観

点
か
ら
正
当
化
も
で
き
る
。

3―

2
　

専
門
職
倫
理
と
い
う
視
点
の
疑
似
科
学
へ
の
適
用

　

以
上
の
よ
う
な
観
察
を
疑
似
科
学
に
あ
て
は
め
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か

）
12
（

？

　

内
部
の
倫
理
か
ら
の
視
点
と
外
部
と
の
関
係
に
お
け
る
倫
理
か
ら
の
視
点
を

そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
科
学
者
共
同
体
内
部
の
倫
理
と
疑
似
科
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て

み
よ
う
。
F 

F 

P
の
観
点
か
ら
は
疑
似
科
学
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。
ま
ず
確
認
で
き
る
こ
と
は
、
テ
ー
マ
に
お
い
て
疑
似
科
学
的
な
研
究

を
す
る
事
自
体
は
F 

F 

P
の
ど
れ
に
も
違
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
疑
似
科
学
的
な
主
張
を
実
験
等
で
確
認
さ
れ
た
も
の
と
し
て
学
会
な
ど

で
公
表
す
る
際
に
は
、
ど
こ
か
で
実
験
の
不
備
や
意
図
的
な
ご
ま
か
し
が
入
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
（
さ
も
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
疑
似
科
学
と
は
見
な
さ
れ
て
い

な
い
だ
ろ
う
）。
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
か
、
ま
た
は
捏
造
か
改
ざ
ん
に
近
い
こ
と
が

起
き
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
天
羽
の
言
う
「
嘘
を
つ
か
な

い
」
と
い
う
基
準
の
科
学
者
倫
理
版
が
使
え
る
。
ま
た
、
多
く
の
科
学
者
倫
理

の
倫
理
規
定
で
、
F 

F 

P
を
見
つ
け
た
ら
報
告
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
謳
わ
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
報
告
し
な
い
こ
と
自
体
が
不
正
行
為
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と
見
な
さ
れ
る
（Steneck 2005, p. 25; 

米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
二
〇
一
〇, 

pp. 33― 35

）。
疑
似
科
学
的
研
究
の
指
摘
は
、
こ
う
し
た
責
任
の
延
長
線
上
で

理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
F 

F 

P
が
問
題
に
な
る
の
は
論
文
、
学
会

発
表
、
助
成
金
申
請
な
ど
の
学
術
的
活
動
に
お
い
て
で
あ
り
、
本
稿
で
み
て
き

た
例
の
よ
う
な
一
般
社
会
向
け
の
活
動
は
F 

F 

P
違
反
の
対
象
に
は
含
ま
れ

て
い
な
い
。

　

次
に
、
外
部
む
け
の
倫
理
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
疑

似
科
学
が
科
学
的
知
識
と
し
て
の
質
保
証
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
要
素
を
持
つ

な
ら
ば
、
疑
似
科
学
的
な
も
の
を
実
践
・
容
認
す
る
こ
と
は
一
般
論
と
し
て
科

学
者
共
同
体
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
反
す
る
。
研
究
者
と
し
て
の
肩
書
き
を
持

つ
者
が
そ
れ
を
行
う
場
合
、
そ
れ
は
科
学
者
共
同
体
の
信
用
に
か
か
わ
る
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
通
常
の
F 

F 

P
違
反
な
ど
と
同
様
に
、
専
門
職
と

社
会
の
間
の
暗
黙
の
契
約
関
係
に
ひ
び
を
入
れ
、
専
門
職
倫
理
の
前
提
を
崩
し

か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
た
シ
ュ
ッ
ク
レ
ン

ク
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
統
制
シ
ス
テ
ム
を
持
つ
こ
と
を
求
め
る
の
も
け
っ
し

て
無
理
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
I 

D
論
に
荷
担
す
る
生
化
学
者
へ
の
他
の
生

物
学
者
か
ら
の
批
判
や
神
経
神
話
に
対
す
る
神
経
科
学
学
会
の
対
応
も
こ
の
文

脈
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
医
学
系
の
倫
理
綱
領
で
も
根
拠
の
な
い
医
療
に
は

慎
重
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

）
13
（

。

　

し
か
し
、
水
か
ら
の
伝
言
や
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
製
品
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
疑

似
科
学
的
な
言
説
や
製
品
に
関
わ
る
者
は
そ
も
そ
も
科
学
者
共
同
体
の
外
側
に

存
在
す
る
こ
と
が
多
い
。
I 

D
論
関
係
で
も
、
法
学
者
な
ど
ま
っ
た
く
生
物
学

と
関
係
の
な
い
領
域
の
研
究
者
な
ど
が
I 

D
論
を
主
唱
し
て
い
る
の
は
、
狭
い

意
味
で
の
生
物
学
の
共
同
体
の
外
側
の
出
来
事
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し

た
、
外
部
の
人
間
に
よ
る
疑
似
科
学
的
言
説
や
製
品
に
対
す
る
対
処
は
、
一
般

の
専
門
職
倫
理
の
延
長
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
他
の
専
門

職
倫
理
を
見
渡
し
て
も
、
外
部
の
人
間
に
よ
る
反
専
門
職
的
行
為
に
つ
い
て
何

か
す
る
こ
と
を
求
め
る
条
項
は
あ
ま
り
見
あ
た
ら
な
い
。
倫
理
綱
領
の
中
身
だ

け
見
て
い
て
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
は
あ
ま
り
見
当

た
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
有
用
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
境
界
画
定
作
業
」（boundary w

ork

）

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
社
会
学
者
の
ト
マ
ス
・
ギ
ア
リ
ン
が
導
入

し
て
専
門
職
の
社
会
学
全
体
に
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
考
え
方
で
あ
る

が
、
も
と
も
と
は
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
な
科
学
者
に
よ
る
疑
似
科
学
批
判
な
ど

を
分
析
す
る
た
め
の
概
念
装
置
で
あ
っ
た
（G

ieryn 1983

）。
ギ
ア
リ
ン
に
よ

れ
ば
境
界
画
定
作
業
と
は
、
科
学
と
非
科
学
の
間
に
社
会
的
境
界
線
を
引
く
た

め
に
、
自
分
た
ち
が
選
ん
だ
一
連
の
性
質
を
科
学
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る

（p. 782

）。
ギ
ア
リ
ン
は
事
例
を
引
き
な
が
ら
、
こ
う
し
た
境
界
画
定
作
業
が

科
学
の
権
威
の
獲
得
、
権
威
の
独
占
、
自
律
性
の
保
護
な
ど
の
際
に
行
わ
れ
て

き
た
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
境
界
画
定
作
業
で
使
わ
れ
る
科
学
の
特
徴
は
一

定
し
な
い
ば
か
り
か
、
お
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
現
実

ば
な
れ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
場
の
目
的
に
沿
っ
た
も
の
が
選

ば
れ
る
と
い
う
。

　

ギ
ア
リ
ン
は
、
こ
う
し
た
権
威
の
独
占
の
た
め
の
作
業
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
ら

の
理
論
を
背
景
と
し
て
社
会
集
団
同
士
の
単
な
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
し
て
捉
え

て
い
る
が
、
専
門
職
倫
理
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
冷
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め
た
見
方
ば
か
り
を
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
職
業
が
高

い
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
保
っ
て
き
ち
ん
と
仕
事
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
専
門
職
業

の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
社
会
の
側
に
と
っ
て
も
当
然
利
益
と
な
る
。
し
か
し
、

専
門
職
業
の
範
囲
が
は
っ
き
り
し
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
高

め
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
社
会
の
側
か
ら
も
、
そ
の
専
門
職
業
を
信

用
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
判
断
が
で
き
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
責
任
を
も
つ
専
門
職
業
の
境
界
線
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と

は
、
社
会
の
側
に
と
っ
て
も
大
き
な
利
益
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
科
学
者
が
疑

似
科
学
を
批
判
し
、「
あ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
専
門
職
業
の
仕
事
で
は
な
い
」
と

は
っ
き
り
宣
言
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
の
責
任
範
囲
の
確
定
作
業

だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
で
考
え
る
な
ら
、
科
学
者
が
科
学
者
共
同
体
の
外
部
の
人

間
に
よ
る
疑
似
科
学
的
言
説
に
対
処
す
る
の
は
、
一
義
的
に
は
、
科
学
者
共
同

体
が
全
体
と
し
て
、
社
会
全
体
に
対
し
て
負
う
責
任
の
一
部
で
あ
る
。
も
っ
と

言
う
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
専
門
職
倫
理
が
成
立
す
る
た
め
の
前
提
と
も
い
え
る

部
分
で
あ
る

）
14
（

。

4
　

疑
似
科
学
批
判
に
お
け
る
留
意
事
項

　

以
上
の
よ
う
な
分
析
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
科
学
者
は
疑
似
科
学
的
言
説
を
見

た
ら
常
に
反
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

す
く
な
く
と
も
そ
う
し
た
反
応
は
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
い
く
つ
か
留
保
条
件
と
し
て
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
以
下
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
い
く
。

（
1
）
優
先
順
位
の
問
題

　

科
学
者
に
と
っ
て
は
自
分
の
研
究
が

優
先
の
は
ず
で
あ
る
。
他
人
の
研
究

や
疑
似
科
学
的
商
品
へ
の
批
判
活
動
は
、
も
し
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の

が
特
に
な
い
な
ら
、
む
し
ろ
社
会
か
ら
の
期
待
に
反
す
る
行
為
と
な
る
。
研
究

の
じ
ゃ
ま
に
な
る
の
な
ら
、
疑
似
科
学
批
判
活
動
は
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す

ら
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
あ
げ
た
四
つ
の
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
で
深
刻
な
害

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
批
判
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

I 

D
論
や
「
水
か
ら
の
伝
言
」
の
場
合
は
、
教
育
の
場
で
科
学
的
常
識
や
科
学

的
思
考
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
さ
ま
た
げ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゲ
ル
マ
ニ

ウ
ム
健
康
商
品
の
場
合
、
ま
っ
た
く
効
果
の
な
い
商
品
を
効
果
が
あ
る
と
思
っ

て
買
っ
て
し
ま
う
人
が
出
る
こ
と
が
明
白
な
害
で
あ
る
。
神
経
神
話
に
つ
い
て

は
、
脳
神
経
科
学
へ
の
誤
解
が
広
ま
り
、
脳
神
経
科
学
の
誤
用
、
過
大
な
期
待
、

反
動
と
し
て
の
脳
神
経
科
学
へ
の
不
信
感
な
ど
の
負
の
効
果
が
発
生
し
う
る
こ

と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
想
定
さ
れ
る
害
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
な
ら
ば
批
判
活
動
は

容
認
さ
れ
る
し
、
害
が
あ
る
程
度
以
上
大
き
い
な
ら
ば
、
批
判
活
動
は
ゆ
る
い

連
帯
責
任
の
中
で
誰
か
が
行
う
べ
き
義
務
と
な
る
だ
ろ
う
。
自
分
が
そ
う
し
た

害
に
身
近
に
関
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
科
学
者
個
人
に
と
っ
て
の
義
務
と
な
る

場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
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（
2
）
メ
タ
科
学
の
問
題

　

科
学
者
は
何
が
科
学
で
何
が
科
学
で
な
い
か
を
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
ま
ず
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
科
学
者
は
自
分
の
研
究
領
域
の
方
法
論
に
は

明
る
い
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
方
法
論
に
明
る
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
不
当
に
狭
い
基
準
で
科
学
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
し
ま
う
可
能

性
を
示
唆
す
る
。
反
証
主
義
を
ナ
イ
ー
ブ
に
受
け
入
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
不

適
切
な
線
引
き
基
準
を
使
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
科
学
者
に
期
待
さ
れ

て
い
る
の
が
専
門
知
識
の
行
使
で
あ
る
な
ら
、
専
門
知
識
を
持
た
な
い
領
域
で

あ
た
か
も
専
門
家
の
よ
う
に
発
言
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
社
会
か
ら
の
期
待
を
裏

切
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
す
ら
あ
る
（
技
術
者
倫
理
や
医
療
倫
理
な
ど
で
は
こ

れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
規
則
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

）
15
（

）。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
科
学
と
疑
似
科
学
の
線
引
き
は
科
学
哲
学
で
い

ろ
い
ろ
試
み
ら
れ
た
が
こ
れ
ま
で
誰
も
が
納
得
す
る
よ
う
な
基
準
は
提
示
さ
れ

て
い
な
い
（
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
に
つ
い
て
は
伊
勢
田
二
〇
〇
三
参
照
）。

　

し
か
し
、
科
学
者
に
メ
タ
科
学
的
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
で
き
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
科
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
が
必
ず
し
も
メ
タ
科
学
で
の
権
威
を

意
味
し
な
い
こ
と
は
科
学
者
た
ち
自
身
も
意
識
し
て
、
あ
る
程
度
の
勉
強
や
考

察
を
し
て
か
ら
発
言
す
る
な
ら
ば
許
容
可
能
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
線
引
き
の
原
理
的
不
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
哲
学
的
議
論
の
文
脈

と
実
際
的
議
論
の
文
脈
で
判
断
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
（
よ
り
理
論

的
に
は
、
た
と
え
ばR

esnik 2000

が
こ
の
視
点
か
ら
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
提
案
し
て
い
る
）。
ど
ち
ら
と
も
つ
か
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
明
確
に
科
学
に
含
ま
れ
る
も
の
、
明
確
に
疑
似

科
学
的
な
も
の
ま
で
曖
昧
に
す
る
必
要
は
な
い
。
天
羽
の
「
ニ
セ
科
学
」
の
定

義
も
そ
う
し
た
趣
旨
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

（
3
）
ロ
ー
カ
ル
知
の
問
題

　

科
学
者
に
期
待
さ
れ
る
の
は
科
学
的
知
識
の
生
産
・
管
理
だ
け
と
は
限
ら
な

い
。
た
と
え
ば
企
業
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
学
術
誌
に
掲
載
で
き
る
よ
う
な
研

究
を
す
る
こ
と
よ
り
製
品
の
開
発
に
つ
な
が
る
よ
う
な
研
究
が
大
事
で
あ
る
。

自
然
再
生
な
ど
に
か
か
わ
る
研
究
も
ロ
ー
カ
ル
な
知
識
の
活
用
が
求
め
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
も
の
と
例
に
挙
げ
た
よ
う
な
疑
似
科
学
は
明
確
に
区
別
で
き
る

だ
ろ
う
か
？
　

単
に
論
文
と
し
て
発
表
で
き
る
レ
ベ
ル
の
検
証
を
経
て
い
な
い

と
い
う
だ
け
で
批
判
し
て
し
ま
う
と
、
こ
う
し
た
ロ
ー
カ
ル
知
に
つ
い
て
の
判

断
と
二
重
基
準
に
な
る
の
を
さ
け
に
く
い
。
こ
れ
は
、
科
学
者
の
責
任
と
い
う

文
脈
を
離
れ
て
も
、境
界
設
定
問
題
を
考
え
る
上
で
も
大
き
な
難
問
で
あ
る（
伊

勢
田
二
〇
一
〇
）。

　

一
つ
の
判
断
基
準
と
し
て
、
疑
似
科
学
か
ど
う
か
の
判
断
の
直
接
の
対
象
を

「
仮
説
」
や
「
言
明
」
で
は
な
く
そ
の
仮
説
や
言
明
を
主
張
・
支
持
す
る
者
の

「
態
度
」
に
お
く
な
ら
こ
の
問
題
は
か
な
り
解
消
で
き
る
。
天
羽
氏
の
「
嘘
を

つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
」
と
い
う
基
準
は
許
容
可
能
な
タ
イ
プ
の
ロ
ー
カ
ル
知

と
疑
似
科
学
の
区
別
と
し
て
か
な
り
本
質
を
突
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
、
あ
る
仮
説
が
証
拠
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
も
そ

も
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
か
ら
か
、
検
証
す
る
気
は
あ
っ
て
も
手
段
が
な

い
た
め
に
次
善
の
策
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
の
か
で
疑
似
科
学
か
ど
う
か
の

判
定
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
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（
4
）
社
会
的
判
断
の
問
題

　

こ
こ
で
考
え
る
留
保
条
件
の
中
で
も
、
一
番
や
っ
か
い
な
の
が
社
会
的
意
思

決
定
に
ま
つ
わ
る
問
題
で
あ
る
。
教
育
や
医
療
に
つ
い
て
は
科
学
的
な
正
し
さ

が
唯
一
の
基
準
と
は
限
ら
な
い
。
ど
う
い
う
人
間
を
育
て
た
い
の
か
、
健
康
を

ど
う
と
ら
え
、
ど
の
よ
う
な
生
き
方
を
望
ま
し
い
と
思
う
の
か
、
な
ど
、
社
会

の
目
標
次
第
で
は
、
む
し
ろ
疑
似
科
学
的
な
要
素
を
と
り
こ
み
た
い
と
思
う
か

も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
的
な
目
標
に
つ
い
て
は
、
科
学
者
が
特
に
権
威

を
持
っ
た
判
断
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
科
学
者
は
社
会
の
中
で
は
特
殊
な

階
層
で
あ
り
、
価
値
観
の
分
布
に
つ
い
て
も
か
な
り
偏
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

　

具
体
例
に
即
し
て
考
え
る
と
、
た
と
え
ば
創
造
科
学
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教

を
根
幹
と
し
た
社
会
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
確
信
が
ゆ
ら
ぐ
こ
と
で
社
会

が
実
際
に
不
安
定
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
。
水
か
ら
の
伝
言
や
ゲ
ー
ム
脳
の
場

合
、
結
果
と
し
て
他
人
に
悪
口
を
言
わ
な
い
、
ゲ
ー
ム
ば
か
り
し
な
い
子
供
が

育
つ
な
ら
疑
似
科
学
的
な
教
育
も
方
便
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考

え
方
も
あ
り
う
る
し
、
合
理
的
な
社
会
的
意
思
決
定
の
結
果
そ
れ
が
選
ば
れ
る

こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
健
康
製
品
の
場
合
、
プ
ラ
セ
ボ
効

果
で
も
そ
れ
に
よ
っ
て
実
際
に
健
康
に
な
る
な
ら
許
容
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
考

え
方
も
あ
り
う
る
。

　

こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
て
は
当
然
の
よ
う
に
科
学
者
の
側
か
ら
の
反
論
は
あ

る
が
、
当
然
再
反
論
も
あ
る
。
宗
教
そ
の
も
の
が
有
害
だ
、
と
い
う
科
学
者
か

ら
の
反
論
に
は
、
害
と
益
の
ど
ち
ら
が
大
き
い
か
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
だ
、

と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
や
疑
似
科
学
に
た
よ
ら
な
く
て
も
ま
っ
と
う

な
人
間
は
育
つ
、
と
科
学
者
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
教
育
の
効
率
性
に
つ

い
て
き
ち
ん
と
対
照
実
験
は
さ
れ
て
い
る
か
、
と
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
は
で
き

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
水
か
ら
の
伝
言
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
伝
え
ら
れ
る

内
容
は
、
美
と
善
の
同
一
視
な
ど
、
倫
理
的
に
も
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
、
と

い
う
批
判
も
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
美
と
善
を
結
び

つ
け
る
こ
と
自
体
は
道
徳
教
育
の
場
で
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
美
か
ら
善
を
連

想
す
る
傾
向
を
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
心
理
学
的
な
証
拠

も
あ
る
、
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

終
的
に
は
そ
こ
か

ら
脱
却
し
て
本
来
の
倫
理
的
思
考
法
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
に
せ

よ
、
途
中
段
階
で
の
「
対
機
説
法
」
と
し
て
は
十
分
に
意
味
を
な
す
と
い
う
こ

と
は
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

教
師
が
嘘
を
教
え
る
こ
と
や
子
供
が
科
学
的
精
神
を
身
に
つ
け
損
な
う
こ
と

の
損
失
の
方
が
大
き
い
、
と
い
う
議
論
に
対
し
て
は
、
直
接
に
は
尺
度
の
違
う

価
値
の
比
較
で
あ
り
簡
単
に
答
え
は
出
な
い
、
と
い
う
反
論
が
用
意
で
き
る
だ

ろ
う
。
ま
た
、
プ
ラ
セ
ボ
効
果
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
き
ち
ん
と
し

た
効
果
の
あ
る
健
康
製
品
を
使
っ
た
方
が
ま
し
、
と
い
う
議
論
に
は
、
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
効
果
を
必
要
と
し
な
い
場
合
に
は
反
対
す
る
理
由
に
な
り
に
く
い
、

と
い
う
反
論
が
あ
り
う
る
。
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
健
康
製
品
の
場
合
は
明
ら
か
な
詐

欺
で
、
こ
ん
な
反
社
会
的
行
為
を
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
は
も
っ

と
も
で
あ
る
が
、
も
っ
と
確
立
さ
れ
た
代
替
医
療
に
な
っ
て
く
る
と
意
見
が
分

か
れ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
か
な
り
こ
ま
ご
ま
し
た
論
点
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
の
目
的
は

こ
れ
ら
の
論
点
に
つ
い
て
ど
ち
ら
が
も
っ
と
も
ら
し
い
か
を
判
断
す
る
こ
と
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で
は
な
い
。
疑
似
科
学
的
言
説
や
製
品
を
巡
っ
て
は
、
と
り
た
て
て
科
学
者
が

権
威
を
持
つ
と
は
思
え
な
い
価
値
観
や
あ
る
べ
き
社
会
の
姿
に
つ
い
て
の
見
通

し
な
ど
に
つ
い
て
の
判
断
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
確
認
で
き
れ
ば
よ

い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
論
点
に
対
し
て
科
学
者
は
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
べ
き

だ
ろ
う
か
。
専
門
職
倫
理
の
図
式
に
立
ち
戻
る
な
ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

専
門
職
と
し
て
の
発
言
は
自
分
が
専
門
知
識
を
有
し
て
い
る
領
域
に
限
定
し
て

行
う
の
が
責
任
あ
る
態
度
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
の
一
人

と
し
て
発
言
を
行
う
分
に
は
よ
い
が
、
科
学
者
と
し
て
の
権
威
を
も
っ
て
社
会

問
題
に
つ
い
て
発
言
す
る
な
ら
ば
権
威
の
濫
用
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か

し
逆
に
、
市
民
の
側
は
、
き
ち
ん
と
し
た
判
断
に
必
要
な
関
連
す
る
知
識
を
持

た
な
い
こ
と
が
多
い
（
た
と
え
ば
「
水
か
ら
の
伝
言
」
の
信
憑
性
を
評
価
す
る

に
は
ど
う
い
う
実
験
が
必
要
か
、
と
い
う
知
識
な
ど
）。

　

で
は
、
疑
似
科
学
に
か
か
わ
る
社
会
的
な
意
思
決
定
は
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に

や
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
会
議
な
ど

の
参
加
型
民
主
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
、社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
が
、

科
学
者
か
ら
関
連
す
る
情
報
を
き
ち
ん
と
引
き
出
し
た
上
で
、
自
分
た
ち
の
価

値
観
を
持
ち
寄
っ
て
話
し
合
う
と
い
う
モ
デ
ル
で
あ
る
。
も
し
そ
う
し
た
場
が

設
け
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
場
に
対
し
て
関
連
す
る
知
識
を
提
供
す
る
の
が
科
学

者
共
同
体
の
側
の
責
任
と
な
ろ
う
。

5
　

疑
似
科
学
批
判
の
許
容
と
義
務

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
科
学
者
は
疑
似
科
学
的
言
説
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
、
提
言
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
、
疑
似
科
学
を
疑
似
科
学
と
し
て
告
発
す

る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
企
業
不
祥
事
に
対
す
る
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ

に
似
た
性
格
を
持
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
企
業
の
不
祥
事
が
内
部
に
い
る
人
間

に
し
か
わ
か
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
疑
似
科
学
的
主
張
の
多
く
も
、
あ
る
程
度

科
学
の
背
景
知
識
が
な
い
と
そ
れ
と
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
企
業
の
不
祥

事
が
公
衆
の
安
全
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
の
と
同
様
、
疑
似
科
学

も
多
く
の
実
践
的
分
野
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
責

任
が
発
生
す
る
要
件
を
、
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ
の

要
件
と
類
比
的
に
整
理
し
て
提
案
し
て
み
た
い
。

5―

1
　

デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
基
準

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
は
以
下
の
よ
う
に
ホ
イ
ッ

ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ
が
許
容
さ
れ
る
基
準
・
義
務
と
な
る
基
準
を
以
下
の
よ
う

に
ま
と
め
て
い
る

）
16
（

。

W 
1
　

 （
深
刻
か
つ
相
当
な
被
害
の
存
在
）
会
社
が
、
そ
の
製
品
や
政
策
を

通
じ
て
、
そ
の
製
品
の
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
れ
、
罪
の
な
い
第
三
者
で
あ

れ
、
一
般
公
衆
に
対
し
て
で
あ
れ
、
公
衆
へ
の
深
刻
か
つ
相
当
な
被

害
（serious and considerable harm

）
を
及
ぼ
す
と
思
わ
れ
る
。
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W 

2
　

 （
直
属
上
司
へ
の
報
告
）
従
業
員
が
直
属
の
上
司
に
予
想
さ
れ
る
被

害
を
報
告
し
、
自
己
の
道
徳
的
懸
念
を
伝
え
る
。

W 
3
　

 （
組
織
内
で
可
能
な
解
決
方
法
の
模
索
）
直
属
の
上
司
が
有
効
な
手

段
を
取
ら
な
い
場
合
、
従
業
員
が
内
部
的
な
手
続
き
や
企
業
内
で

可
能
な
手
段
を
試
み
尽
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
段
に
は
、
通
常
、

上
司
の
上
司
へ
と
運
営
上
の
階
梯
を
上
が
っ
て
い
く
こ
と
や
、
必
要

か
つ
可
能
な
場
合
に
は
取
締
役
会
に
報
告
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

W 

4
　

 （
挙
証
可
能
性
）
自
分
の
そ
の
状
況
に
対
す
る
認
識
が
正
し
い
も
の

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
企
業
の
製
品
あ
る
い
は
業
務
が
一
般
大

衆
や
そ
の
製
品
の
ユ
ー
ザ
ー
に
深
刻
で
可
能
性
が
高
い
危
険
を
引

き
起
こ
す
、
と
い
う
こ
と
を
合
理
的
で
公
平
な
第
三
者
に
確
信
さ
せ

る
だ
け
の
証
拠
を
持
っ
て
い
る
か
、
入
手
で
き
る
。

W 

5
　

 （
有
効
性
）
従
業
員
が
、
外
部
に
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
な

変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
信
じ
る
に
足
る
だ
け
の
十
分
な
理
由
を

持
っ
て
い
る
。
成
功
を
お
さ
め
る
可
能
性
が
、
本
人
が
負
う
リ
ス
ク

と
本
人
に
ふ
り
か
か
る
危
険
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
う
ち
、
W 

1
、
W 

2
、
W 

3
の
す
べ
て
を
満
た
す
こ
と
が
ホ
イ
ッ

ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ
許
容
の
条
件
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
W 

4
と
W 

5
ま

で
満
た
す
と
義
務
に
な
る
。
こ
の
基
準
は
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
き

て
は
い
る
も
の
の
、
一
つ
の
目
安
と
し
て
の
有
効
性
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る

と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

5―

2
　

疑
似
科
学
批
判
の
許
容
と
義
務

　

さ
て
、
で
は
、
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
疑
似
科
学
批
判

の
条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
三
つ
の
条
件
を
天
下

り
的
に
提
案
し
た
あ
と
、
簡
単
な
解
説
を
加
え
た
い
。

（
1
）
疑
似
科
学
批
判
の
許
容
条
件

　

科
学
者
が
疑
似
科
学
を
批
判
す
る
こ
と
は
以
下
の
場
合
に
許
さ
れ
る
（
十
分

条
件
の
形
で
あ
る
こ
と
に
注
意
）

P 

1
　

 

批
判
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
（
研
究
の
遅
延
な
ど
）
に
見
合
う
大
き
な

社
会
へ
の
害
や
科
学
者
共
同
体
へ
の
害
が
想
定
さ
れ
る

P 

2
　

 

批
判
の
内
容
を
保
証
す
る
の
に
必
要
な
関
連
す
る
知
識
（
メ
タ
科

学
的
批
判
を
行
う
場
合
に
は
メ
タ
科
学
的
知
識
も
含
め
て
）
を
持
っ

て
い
る

P 

3
　

 

批
判
の
対
象
は
ロ
ー
カ
ル
知
な
ど
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
疑
似
科

学
的
な
特
徴
を
持
つ

P 

4
　

 

批
判
は
批
判
者
が
専
門
知
識
を
持
つ
領
域
を
明
示
す
る
形
で
行
わ

れ
、
社
会
的
意
思
決
定
に
不
用
意
に
踏
み
込
ま
な
い

（
2
）
集
団
と
し
て
の
疑
似
科
学
批
判
の
義
務
条
件

　

さ
き
ほ
ど
の
P 

1
か
ら
P 

4
の
条
件
を
集
団
と
し
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
て
以
下
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
共
同
体
に
と
っ
て
義
務
に

な
る
（
こ
れ
も
ま
た
十
分
条
件
を
想
定
し
て
い
る
）。
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P 

5
　

 

そ
の
疑
似
科
学
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
へ
の
害
や
科
学
者

共
同
体
へ
の
害
が
非
常
に
深
刻
で
あ
る

P 
6
　

 
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
害
が
回
避
で
き
る
見
込
み
が
高
い

P 

7
　

 
そ
の
疑
似
科
学
を
批
判
す
る
に
は
ま
さ
に
そ
の
共
同
体
の
専
門
領

域
の
知
識
が
必
要
で
あ
る

（
3
）
個
人
と
し
て
の
疑
似
科
学
批
判
の
義
務
条
件

　

さ
き
ほ
ど
の
P 

1
か
ら
P 
4
の
条
件
を
個
人
と
し
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

に
加
え
て
以
下
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
と
き
、
あ
る
科
学
者
に
と
っ
て
義
務
に

な
る
（
こ
れ
も
ま
た
十
分
条
件
を
想
定
し
て
い
る
）。

P 

5
　

 

そ
の
疑
似
科
学
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
へ
の
害
や
科
学
者

共
同
体
へ
の
害
が
非
常
に
深
刻
で
あ
る

P 

6
　

 

批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
害
が
回
避
で
き
る
見
込
み
が
高
い

P 

7’
　

 

そ
の
疑
似
科
学
を
批
判
す
る
に
は
ま
さ
に
自
分
の
専
門
領
域
の
知

識
が
必
要
で
あ
り
、
周
囲
に
は
批
判
を
す
る
能
力
と
意
志
を
持
っ
た

人
が
見
あ
た
ら
な
い

　

以
下
、
少
し
細
か
く
解
説
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
許
容
の
条
件
の
方
か
ら
見
て

い
く
。
こ
の
要
件
は
、「
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
風
」
で
は
あ
る
が
細
部
は
か
な
り

違
う
。
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
基
準
で
は
W 

2
や
W 

3
な
ど
の
内
部
で
の
解
決

の
模
索
が
か
な
り
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
が
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン

グ
と
違
っ
て
疑
似
科
学
批
判
は
特
定
の
組
織
の
中
で
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
、
こ
れ
と
対
応
す
る
基
準
は
P 

1
～
P 

7
に
は
存
在
し
な
い
。
P 

1
は

W 

1
と
W 

5
の
後
半
を
あ
わ
せ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ス
ト
に
つ
い
て

の
言
及
は
、
留
保
条
件
と
し
て
の
優
先
順
位
の
考
慮
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
社
会
へ
の
害
に
つ
い
て
も
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

先
ほ
ど
の
べ
た
社
会
的
な
意
思
決
定
に
踏
み
込
ま
な
い
、
と
い
う
の
と
矛
盾
す

る
よ
う
で
あ
る
が
、
疑
似
科
学
に
対
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
上
で
は
、
社
会
が

ど
の
よ
う
な
関
心
を
持
ち
が
ち
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
知
っ
て
お

く
必
要
は
あ
る
。
そ
う
し
た
予
測
に
基
づ
い
て
情
報
を
提
供
し
た
上
で
、
そ
れ

を
実
際
に
社
会
へ
の
害
と
見
な
す
か
ど
う
か
、
見
な
し
た
と
し
て
も
ど
の
よ
う

に
対
処
す
る
か
は
社
会
の
意
思
決
定
に
ゆ
だ
ね
よ
う
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
行
う
際
に
医
師
に
求
め
ら
れ

る
態
度
と
似
て
い
る
。
的
確
な
情
報
を
提
供
す
る
た
め
に
は
患
者
が
ど
う
い
う

こ
と
に
関
心
を
持
ち
が
ち
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
医
師
が
知
っ
て
い

な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
実
際
に
ど
う
い
う
関
心
を
持
つ
か
は
医
師
が
決
め
る

こ
と
で
は
な
い
。

　

P 

2
か
ら
P 

4
の
関
連
す
る
専
門
知
識
に
つ
い
て
の
条
項
も
、
対
応
す
る

留
保
条
件
に
関
す
る
考
察
を
ふ
ま
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
応

す
る
も
の
は
、
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
場
合
は
W 

4
の
「
挙
証
可
能
性
」
と
い

う
形
で
、
許
可
で
は
な
く
義
務
の
側
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
（
つ
ま
り
デ
ィ

ジ
ョ
ー
ジ
の
場
合
は
他
人
に
見
せ
ら
れ
る
証
拠
が
な
く
て
も
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ

ロ
ー
イ
ン
グ
を
し
て
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。
し
か
し
、
科
学
者
の
持
つ

社
会
的
な
権
威
を
考
え
る
と
、
科
学
者
が
不
用
意
な
批
判
を
行
う
こ
と
に
つ
い

て
は
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ
よ
り
も
厳
し
い
基
準
が
適
用
さ
れ
て
し
か
る
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べ
き
で
あ
る
。
特
に
、
専
門
職
倫
理
の
文
脈
で
考
え
る
な
ら
、
科
学
者
の
不
用

意
な
発
言
は
職
能
集
団
と
し
て
の
科
学
者
共
同
体
全
体
へ
の
不
信
感
に
も
つ
な

が
り
得
る
の
で
、
基
準
を
厳
し
く
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

疑
似
科
学
批
判
が
義
務
と
な
る
条
件
に
つ
い
て
は
共
同
体
と
し
て
の
集
団
的

責
任
と
個
人
の
責
任
を
区
別
し
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン
グ
は
個
人
が

行
う
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
疑
似
科
学
批
判
の
場
合
は
、
神
経
科
学
学
会
の
例

の
よ
う
に
学
会
と
し
て
声
明
を
出
し
た
り
、
学
会
内
で
役
割
分
担
を
行
っ
た
り

と
い
う
責
任
の
取
り
方
も
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
本
稿
の
分
析
が
正
し
い
な

ら
、
疑
似
科
学
的
言
説
の
批
判
を
通
し
て
行
わ
れ
る
境
界
画
定
作
業
は
、
社
会

と
職
能
集
団
の
信
頼
関
係
の
形
成
と
い
う
専
門
職
倫
理
の
成
立
要
件
に
か
か
わ

る
作
業
で
あ
り
、
本
来
集
団
レ
ベ
ル
で
発
生
す
る
問
題
だ
と
考
え
る
こ
と
す
ら

で
き
る

）
17
（

。

　

デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
は
予
想
さ
れ
る
害
の
大
き
さ
を
許
可
と
義
務
を
分
け
る
基

準
と
し
て
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
不
可
解
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
害
が

大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
義
務
と
し
て
の
様
相
が
強
く
な
る
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
P 

5
の
条
件
は
そ
の
差
を
明
確
に
す
る
た
め
入
れ
た
も
の
で
あ

る
。
P 

6
は
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
W 

5
の
前
半
と
同
様
の
趣
旨
で
入
れ
て
あ

る
条
件
で
あ
る
。
P 

7
や
P 

7’
に
あ
た
る
も
の
は
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
に
は
な

い
が
、
優
先
順
位
に
関
す
る
考
慮
に
よ
っ
て
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
か
ら

付
託
さ
れ
た
主
要
な
任
務
で
な
い
も
の
が
社
会
に
対
す
る
義
務
と
な
る
た
め
に

は
、
他
の
人
（
集
団
）
に
は
で
き
な
い
と
い
う
面
は
必
要
だ
ろ
う
。
個
人
が

P 

7’
を
満
た
す
の
は
か
な
り
例
外
的
な
状
況
だ
が
、
共
同
体
を
広
く
と
れ
ば
、

あ
る
研
究
共
同
体
が
P 

7
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
多
い
は
ず
で
あ
る
。

6
　

ま
と
め
と
展
望

　

以
上
、
本
稿
で
は
専
門
職
倫
理
と
い
う
観
点
か
ら
疑
似
科
学
に
ま
つ
わ
る
科

学
者
の
責
任
を
考
え
、
と
り
わ
け
疑
似
科
学
的
言
説
を
批
判
す
る
こ
と
が
許
容

さ
れ
た
り
義
務
に
な
っ
た
り
す
る
要
件
に
つ
い
て
、
ホ
イ
ッ
ス
ル
ブ
ロ
ー
イ
ン

グ
の
要
件
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
き
た
。
こ
こ
に
掲
げ
た
条
件
は
ま
だ
予
備

的
な
も
の
な
の
で
洗
練
が
必
要
で
あ
る
。

　

一
つ
の
心
配
と
し
て
は
、
こ
の
同
じ
基
準
を
使
っ
て
科
学
的
な
主
張
を
批
判

す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
I 

P 

C 

C
の
地
球
温
暖
化
に
関
す
る
主
張
を
温
暖
化

懐
疑
論
者
が
批
判
す
る
こ
と
な
ど
も
、
許
容
さ
れ
た
り
義
務
に
な
っ
た
り
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
配
が
あ
る
。
P 

1
や
P 

5
で
言
及
さ
れ
て
い
る
害

の
大
き
さ
や
、
P 

2
で
求
め
ら
れ
て
い
る
専
門
知
識
の
有
無
は
結
局
批
判
者
本

人
が
判
断
す
る
し
か
な
い
の
で
、
形
式
的
に
は
温
暖
化
懐
疑
論
者
が
こ
う
し
た

基
準
を
み
た
す
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
逆
向
き
の
使
用

を
排
除
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
こ
れ
か
ら
考
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
の
考
察
を
科
学
哲
学
に
お
け
る
境
界
設
定
問
題
全
般
へ
と
ど
う

接
合
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う
の
も
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
考
え
方
の
枠
組
み
と
し
て
は
、
こ
の
線
に
そ
っ
て

科
学
者
共
同
体
の
責
任
を
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
疑
似
科
学
的
言
説
に
対
す
る

科
学
者
の
責
任
の
根
拠
や
範
囲
を
考
察
す
る
手
が
か
り
は
与
え
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
18
（

。

注
（
1
）
　

ニ
セ
科
学
と
い
う
言
葉
の
典
型
的
な
用
例
と
し
て
は
菊
池
誠
の
「「
ニ
セ
科
学
」
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入
門
」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
日
本
人
、
外
国
人

を
と
わ
ず
、
人
名
は
す
べ
て
敬
称
を
省
略
す
る
。
ま
た
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
情
報
は

す
べ
て
二
〇
一
一
年
七
月
に

終
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

 
http://w

w
w

.cp.cm
c.osaka-u.ac.jp/~

kikuchi/nisekagaku/nisekagaku_nyum
on.

htm
l

（
2
）
　

ギ
ャ
ラ
ッ
プ
社
の
調
査
結
果
は
以
下
の
ペ
ー
ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。こ
こ
数
年
、

機
械
論
的
な
進
化
論
を
信
じ
る
と
答
え
る
人
の
割
合
が
微
増
の
傾
向
に
あ
る
が
、

高
と
な
っ
た
二
〇
一
〇
年
の
結
果
で
も
一
六
％
に
す
ぎ
な
い
。

 
http://w

w
w

.gallup.com
/poll/21814/evolution-creationism

-intelligent-design.

aspx

（
3
）
　

田
崎
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
は
以
下
の
と
お
り

 
http://w

w
w

.gakushuin.ac.jp/~
881791/fs/

 

左
巻
の
議
論
に
つ
い
て
は
左
巻
二
〇
〇
七
を
参
照
。

（
4
）
　

日
本
神
経
科
学
学
会
の
サ
イ
ト
で
以
下
の
U 
R 

L
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

 
http://w

w
w

.jnss.org/japanese/info/secretariat/100115.htm
l

（
5
）
　

参
照
し
た
通
販
サ
イ
ト
の
U 

R 

L
は
以
下
の
と
お
り
。

 
http://germ

anium
shop.net/jyoho/kouka.htm

l

（
6
）
　

「
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
」
二
〇
一
一
年
六
月

 
http://w

w
w

.kokusen.go.jp/hello/pdf/m
i-gyoum

u_01.pdf

（
7
）
　

「
ニ
セ
科
学
ま
と
め
」

 
http://w

w
w

.cm
.kj.yam

agata-u.ac.jp/lab/pseudoscience/ps-com
m

ents/

nisekagaku-contents

（
8
）
　

科
学
者
の
倫
理
（
特
に
社
会
的
責
任
）
を
専
門
職
倫
理
の
文
脈
で
考
え
る
と
い
う

視
点
、
ま
た
以
下
の
科
学
者
の
倫
理
を
共
同
体
内
の
倫
理
と
社
会
的
責
任
に
分
け
て

論
じ
る
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
内
井
二
〇
〇
二
に
負
う
。

（
9
）
　

科
学
者
の
倫
理
の
定
番
の
教
科
書
で
は
社
会
的
責
任
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
。Steneck 2005

で
は
社
会
と
の
関
わ
り
へ
の
言
及
は
被
験
者
保
護
な
ど
研
究
内

部
で
の
関
わ
り
に
限
定
さ
れ
、
米
国
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
二
〇
一
〇
で
は
項
目
と
し
て

科
学
者
の
社
会
的
責
任
が
挙
げ
て
は
あ
る
も
の
の
、
具
体
的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
そ
う
し
た
中
で
、
内
井
二
〇
〇
二
は
例
外
的
に
共
同
体
内
部
の
責
任
と
外
部
社

会
へ
の
責
任
を
同
じ
く
ら
い
の
分
量
を
さ
い
て
扱
っ
て
い
る
。

（
10
）
　

た
と
え
ば
、「
名
古
屋
大
学
に
お
け
る
公
正
研
究
遂
行
の
た
め
の
基
本
方
針
」

（
二
〇
〇
六
）
に
お
い
て
は
、
前
文
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
近
年
、

研
究
者
は
以
前
に
も
増
し
て
激
し
い
競
争
の
中
に
置
か
れ
て
お
り
、デ
ー
タ
の
捏
造
・

改
ざ
ん
な
ど
の
研
究
上
の
不
正
行
為
が
国
内
外
の
研
究
機
関
で
生
じ
、
社
会
問
題
化

す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
不
正
行
為
と
ま
で
い
え
な
く
と
も
、
知
的
誠
実
さ
を

妥
協
さ
せ
て
目
先
の
業
績
を
優
先
さ
せ
る
誘
惑
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
不
正
行
為
や
知
的
不
誠
実
さ
は
、
研
究
者
や
研
究
機
関
へ
の
社
会
の
信
頼

を
裏
切
り
、
学
術
研
究
の
発
展
を
著
し
く
阻
害
す
る
。」

 
http://w

w
w

.nagoya-u.ac.jp/research/ethic/ethic/policy.htm
l

（
11
）
　

こ
の
あ
た
り
は
社
会
学
的
な
主
張
な
の
で
経
験
的
検
証
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
12
）
　

疑
似
科
学
的
言
説
に
対
処
す
る
責
任
が
科
学
者
の
倫
理
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
ま
れ
で
あ
る
。
例
外
と
し
て
、
第
二
回
研
究
公
正
国
際
会
議
に
お
け
る
ク
リ
ュ

グ
リ
ャ
コ
フ
の
ロ
シ
ア
の
現
状
に
関
す
る
報
告
が
あ
る
（K

ruglyakov 2010

）。
こ

の
報
告
も
含
め
、
こ
の
国
際
会
議
に
つ
い
て
は
以
下
の
U 

R 

L
で
伊
勢
田
に
よ
る

参
加
報
告
書
を
公
開
し
て
い
る
。

 
http://w

w
w

.bun.kyoto-u.ac.jp/~
tiseda/w

orks/W
C

R
I2010.htm

l

（
13
）
　

「
日
本
医
師
会
職
業
倫
理
指
針
改
訂
版
」（
二
〇
〇
八
）
で
は
、「
原
則
と
し
て
医

師
は
科
学
的
根
拠
を
持
っ
た
医
療
を
提
供
す
べ
き
で
あ
り
、
科
学
的
根
拠
に
乏
し
い

医
療
を
行
う
こ
と
に
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
た
と
え
行
う
場
合
で
も
根

拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
患
者
に
十
分
に
説
明
し
、
同
意
を
得
た
上
で
実
施
す
べ

き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（p. 20

）

 
http://w

w
w

.m
ed.or.jp/nichikara/syokurin.htm

l

（
14
）
　

こ
の
意
味
で
、
疑
似
科
学
的
言
説
が
疑
似
科
学
的
で
あ
る
と
言
っ
て
指
摘
す
る
こ

と
は
、
科
学
者
共
同
体
内
部
で
の
相
互
批
判
や
、
単
な
る
間
違
い
の
指
摘
と
は
一
線

を
画
す
。
相
互
批
判
や
間
違
い
の
指
摘
な
ど
の
日
常
的
な
活
動
は
、
専
門
職
業
と
し

て
の
科
学
者
共
同
体
の
境
界
の
画
定
と
い
う
マ
ク
ロ
な
効
果
は
持
た
な
い
。
ま
た
、

疑
似
科
学
以
外
の
オ
カ
ル
ト
や
宗
教
的
信
念
を
批
判
す
る
の
と
疑
似
科
学
を
批
判
す

る
の
で
は
意
味
合
い
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
こ
の
観
点
か
ら
説
明
で
き
る
。
疑
似
科
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学
は
、
ま
さ
に
科
学
と
似
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
科
学
者
共
同
体
の
境
界
画
定
作
業
に

お
い
て
大
き
な
関
心
の
的
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
15
）
　

た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
専
門
職
技
術
者
協
会
（
N 

S 

P 

E
）
の
倫
理
綱
領
で
は
行

動
規
則
の
第
二
に
「
技
術
者
は
自
分
の
能
力
の
範
囲
内
で
の
み
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
規
則
を
掲
げ
て
い
る
し
、日
本
看
護
協
会
の
倫
理
規
定
で
は
、

第
七
条
で
「
自
己
の
能
力
を
超
え
た
看
護
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
支
援
や
指
導

を
自
ら
得
た
り
、
業
務
の
変
更
を
求
め
た
り
し
て
、
提
供
す
る
看
護
の
質
を
保
つ
よ

う
努
め
る
」
と
定
め
て
い
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
前
掲
の
医
師
会
の
倫
理
指
針
に

お
い
て
は
、
専
門
外
で
も
診
療
に
応
じ
る
の
が
基
本
で
あ
り
、
専
門
外
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
し
た
診
療
拒
否
は
応
招
義
務
に
対
す
る
一
種
の
例
外
規
定
と
し
て
許
容
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

 

ア
メ
リ
カ
専
門
職
技
術
者
協
会http://w

w
w

.nspe.org/E
thics/C

odeofE
thics/

index.htm
l

 

日
本
看
護
協
会http://w

w
w

.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/rinri.htm
l

（
16
）
　

D
e G

eorge 1986. 

以
下
の
デ
ィ
＝
ジ
ョ
ー
ジ
の
基
準
の
訳
お
よ
び
原
文
に
な
い

見
出
し
に
つ
い
て
は
、
奥
田
太
郎
「
内
部
告
発
は
道
徳
的
に
許
さ
れ
る
か―

デ
ィ

ジ
ョ
ー
ジ
の
正
当
化
条
件
の
検
討―

」
に
お
け
る
訳
を
若
干
改
変
し
つ
つ
利
用
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。http://w

w
w

.nanzan-u.ac.jp/~
okuda/w

ritings/w
histle.htm

l

（
17
）
　

個
人
が
こ
う
し
た
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
批
判
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
発
生
す
る
訴
訟
や
個
人
攻
撃
な
ど
の
リ
ス
ク
の
発
生
も
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
P 

1
の
コ
ス
ト
は
個
人
と
し
て
の
義
務
を
考
え
る
際
は

か
な
り
大
き
め
に
見
積
も
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
も
、
集
団
レ
ベ
ル

で
の
批
判
の
義
務
を
考
え
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
。

（
18
）
　

本
稿
は
応
用
倫
理
研
究
会
で
の
発
表
「
疑
似
科
学
を
め
ぐ
る
科
学
者
の
倫
理
」（
北

海
道
大
学
に
て
、
二
〇
一
〇
年
二
月
一
八
日
）に
大
幅
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

当
日
の
質
疑
は
本
稿
を
ま
と
め
る
上
で
非
常
に
参
考
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
謝
意
を
表

し
た
い
。
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〇
六
）「
科
学
哲
学
か
ら
見
た
「
知
的
設
計
」
説
」、『
日
本
の
科
学
者
』

vol. 41, no. 11, pp. 580― 585.
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