
教
育
目
標
と
し
て
の
「
責
任
あ
る
存
在
」
に
関
す
る
一
考
察

討
議
倫
理
学
/
討
議
人
間
学
に
お
け
る
「
共
同
責
任
」
論
を
手
が
か
り
に

丸
橋
静
香

を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
で
は
彼
(
彼
女
)
の
現
在
の
行
為

に
よ
っ
て
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
(
負
の
)
結
果
・
副
作
用
を
予
見
し
、

も
し
そ
れ
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
責
め
を
引
き
受
け
る
構
え
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
一
言
え
る
こ
と
は
、
「
責
任
あ
る
」

こ
と
と
は
、
過
去
・
未
来
と
い
う
時
間
の
方
向
性
に
お
い
て
は
異
な
り

が
あ
る
が
、
問
わ
れ
て
い
る
当
の
事
態
に
個
人
的
に
関
係
す
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
責
め
を
個
人
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
個

人
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
責
任
あ
る
」

こ
と
を
、
こ
の
よ
う
に
個
人
的
な
こ
と
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
現
代

の
諸
状
況
・
諸
議
論
を
顧
慮
し
た
場
貪
有
効
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ぱ
地
球
環
境
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
ま
ず
、
複
雑

化
し
た
現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
問
題
の
原
因
1

結
果
関
係
を
特
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
帰
責
の
宛
先
の
明
確
化
が
前
提
と
な
る
従
来
的
な
責
任
構
想
に

と
っ
て
は
打
撃
で
あ
る
。
ま
た
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
や
環
境
汚
染

に
ょ
る
被
害
は
、
 
U
 
・
ベ
ッ
ケ
が
「
り
ス
ケ
社
会
」
の
概
念
と
と
も
に

は
じ
め
に

子
ど
も
を
「
責
任
あ
る
存
在
」
に
す
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
は
、
教

育
と
い
う
行
為
の
目
標
と
し
て
誰
し
も
首
肯
し
う
る
も
の
だ
と
一
言
え

る
だ
ろ
う
。
で
は
、
今
日
に
お
い
て
「
責
任
あ
る
(
『
ゆ
m
で
0
昂
一
ず
一
ゆ
、

ぐ
ゆ
曾
ヨ
又
島
δ
ず
)
」
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の

か
。
ま
た
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
「
責
任
あ
る
存
在
」
は
ど
の
よ
う
に

形
成
さ
れ
る
の
か
。

こ
れ
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
「
責
任
(
『
ゆ
超
0
誘
昼
g
ぐ
ゆ
曾
ヨ
又
言
晨
)
」

を
、
一
方
で
過
去
と
の
連
関
に
お
い
て
は
帰
責
と
関
係
す
る
概
念
と
し

て
、
他
方
で
未
来
と
の
連
関
に
お
い
て
は
1
M
 
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
責

任
倫
理
を
契
機
と
し
て
1
課
題
や
要
求
に
対
す
る
実
存
的
な
準
備
態

勢
を
指
示
す
る
概
念
と
し
て
理
解
し
て
き
た
[
渡
邊
一
経
一
隙
.
]
[
大

庭
§
N
一
念
卸
]
。
し
た
が
っ
て
、
「
責
任
あ
る
」
こ
と
と
は
、
一
方
で

は
あ
る
(
負
の
)
出
来
事
の
原
因
が
過
去
へ
と
遡
っ
て
特
定
さ
れ
、
彼

(
彼
女
)
が
そ
の
原
因
者
と
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
出
来
事
の
責
め
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議
論
し
た
よ
う
に
、
時
間
的
に
は
現
在
を
超
え
て
か
な
り
長
期
に
わ
た

り
、
空
間
的
に
は
地
球
規
模
の
も
の
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
す

る
補
償
は
「
今
こ
こ
」
に
生
き
る
個
人
の
能
力
を
完
全
に
超
え
て
し
ま

う
[
べ
ッ
ク
一
途
伽
]
。
こ
の
こ
と
は
、
か
り
に
そ
の
原
因
者
が
特
定
さ

れ
た
と
し
て
も
、
被
害
を
個
人
が
償
え
な
い
以
上
、
原
因
者
の
特
定
そ

の
も
の
を
餐
味
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
甚
大
な
被
害
を

引
き
起
こ
す
可
能
性
を
も
つ
地
球
環
境
問
題
は
、
原
因
1
結
果
図
式
に

基
づ
く
責
任
構
想
を
無
効
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、

昨
今
論
議
を
呼
ん
で
い
る
戦
争
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。

戦
争
も
複
合
的
な
要
因
を
も
ち
、
原
因
を
特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

か
り
に
原
因
者
を
特
定
で
き
た
と
し
て
も
、
彼
(
彼
女
)
が
こ
の
世
に

は
す
で
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
「
責
任
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、

問
わ
れ
て
い
る
事
態
に
個
人
的
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
す
る
か
ぎ
り
、
戦
争
責
任
と
い
う
当
の
問
題
は
宙
に
浮
く
こ
と
に
な

る
。
戦
争
時
に
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
者
に
も
戦
争
責
任
は
あ

る
の
か
否
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
が
[
一
局
橋
一
男
艮
]
、
こ
う
し
た

議
論
自
体
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
わ
れ
わ
れ
は
、
環
境
問
題
や
戦
争
責
任
問
題
を

は
じ
め
と
し
て
、
個
人
化
さ
れ
た
責
任
構
想
で
は
対
処
で
き
な
い
規

模
・
種
類
の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
「
責
任

あ
る
存
在
」
の
断
念
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
わ

れ
わ
れ
は
、
ま
す
ま
す
「
責
任
あ
る
存
在
」
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
い
る
と
一
言
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
今
日
わ
れ

わ
れ
は
、
「
責
任
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
「
責
任
あ
る
存
在
」
で
あ
る
こ

(
1
)

と
の
意
味
を
改
め
て
問
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
今
日
教
育
目
標
と
し
て
設
定
す
る
べ
き
「
責
任

あ
る
存
在
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
の
さ
い
手

が
か
り
に
す
る
の
は
、
 
K
・
0
・
ア
ー
ペ
ル
を
中
心
に
近
年
展
開
さ
れ

て
い
る
「
共
同
責
任
(
冨
芽
ゆ
曾
ヨ
又
宮
品
)
」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

ア
ー
ペ
ル
は
、
か
ね
て
ょ
り
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
と
も
に
ポ
ス
ト
慣

習
社
会
の
責
任
倫
理
と
し
て
討
議
倫
理
学
を
推
進
し
て
き
た
が
、
 
H
.

ヨ
ナ
ス
の
責
任
論
圖
0
号
一
経
]
と
の
対
決
を
経
る
こ
と
で
、
近
年

い
っ
そ
う
自
ら
の
討
議
倫
理
学
を
人
間
の
集
団
的
行
為
の
結
果
に
対
す

(
2
)

る
有
効
な
責
任
倫
理
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、

あ
る
負
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
そ
の
直
接
の
原
因
者
・
関
係
者
と
は
考

え
ら
れ
な
い
よ
う
な
人
々
に
ょ
っ
て
、
そ
の
引
き
受
け
が
議
論
さ
れ
て

る
と
い
う
事
態
に
、
非
個
人
的
な
責
任
構
想
の
可
能
性
を
見
て
取

い

(
3
)

る
が
、
そ
の
中
心
に
あ
る
の
が
「
共
同
責
任
」
の
概
念
で
あ
る
[
智
ゆ
一

「
こ
の
概
念
〔
共
同
責
任
〕
は
、
個
人
的
に
帰
せ
ら
れ
る

N
8
0
]

責
任
含
一
ゆ
冒
島
S
号
ゆ
=
N
巨
ゆ
n
=
含
ず
理
ゆ
ぐ
円
倉
ヨ
又
三
=
如
)
か
ら
は
そ

0

も
そ
も
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
[
)
又
詣
8
一
一
念
]

40



本
稿
の
議
論
は
次
の
よ
う
に
進
め
る
。
ま
ず
、
従
来
の
教
育
学
の
議

論
に
お
い
て
、
教
育
目
標
と
し
て
の
「
責
任
あ
る
存
在
」
は
、
ど
の
よ

う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。
そ
こ
で
は
、
責
任
の
個
人

化
が
確
認
さ
れ
る
(
1
)
。
次
に
、
そ
の
克
服
の
た
め
に
、
ア
ー
ペ
ル

の
「
共
同
責
任
」
論
を
非
個
人
的
な
責
任
構
想
と
し
て
検
討
し
、
そ
の

有
効
性
を
踏
ま
え
、
今
日
的
な
「
責
任
あ
る
存
在
」
を
規
定
す
る
(
Ⅱ
)
。

さ
い
ご
に
、
そ
の
形
成
方
法
を
考
察
す
る
。
そ
の
さ
い
ま
ず
、
ア
ー
ペ

ル
の
議
論
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
補
完
し
よ
う
と
し
て

(
4
)

い
る
討
議
人
間
学
合
一
旨
誘
冒
旨
§
一
邑
巴
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、

「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形
成
可
能
性
を
開
示
す
る
(
Ⅲ
)
。
そ
し
て
そ
れ

に
基
づ
き
、
「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形
成
方
法
に
つ
い
て
の
結
論
を
述

べ
る
。1

教
育
学
に
お
け
る
「
生
貝
任
あ
る
存
在
」
に
関
す
る

従
来
的
理
解

ー
ド
イ
ツ
教
育
学
の
議
論
か
ら

責
任
と
い
う
概
念
は
、
教
育
学
に
と
っ
て
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
続

け
て
き
た
。
と
く
に
二
0
世
紀
初
頭
以
降
の
ド
イ
ツ
教
育
学
に
お
い
て

は
そ
う
で
あ
る
[
号
ゆ
誘
δ
三
途
一
伽
一
]
。
「
教
育
的
責
任
」
 
1
責
任

あ
る
教
育
的
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ー
と
並
ん
で
、
教
育
目

標
と
し
て
「
責
任
あ
る
存
在
」
が
問
題
と
さ
れ
た
。
教
育
と
い
う
行
為

に
ょ
っ
て
到
達
さ
れ
る
べ
き
人
間
像
と
し
て
、
「
責
任
あ
る
存
在
」
が

議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
教
育
学
の

需
に
注
目
す
る
。
教
育
学
に
お
い
て
、
教
育
目
標
と
し
て
の
「
責
任

あ
る
存
在
」
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
二
0
世
紀
に
入
り
ド
イ
ツ
に
お
い
て
学
問
と
し
て
の
教
育

学
を
主
に
方
向
づ
け
た
精
神
科
学
的
教
育
学
の
責
任
論
、
な
か
で
も

E
 
・
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
議
論
に
注
目
す
る
。
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
責

任
概
念
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
人
間
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
人

間
性
を
完
全
に
代
表
す
る
「
よ
り
高
次
な
自
己
今
今
§
如
ゆ
一
区
)
」

[
仂
又
倉
⑳
曾
一
ゆ
亀
一
罫
]
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
よ

り
高
次
な
自
己
」
と
は
、
現
実
の
経
験
世
界
に
優
越
す
る
形
而
上
学
的

に
与
え
ら
れ
た
次
元
に
位
置
付
ミ
自
律
的
な
判
断
・
決
断
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
「
道
徳
的
自
己
(
m
亘
n
冨
m
m
ゆ
一
区
)
」
[
ゆ
区
一
釜
]
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
お
い
て
、
人
間
が
「
責
任

あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
「
道
徳
的
自
己
」
の
実
現
と
い
う
使
命
を

果
た
す
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
そ
う
し
た
自
己
に
与
え
ら
れ
た
、

何
者
に
も
左
右
さ
れ
な
い
自
律
的
判
断
能
力
を
行
使
す
る
こ
と
七
言
え

る
。

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
科
学
的
教
育
学
は
、
一
九
六
0
年
代

後
半
か
ら
の
近
代
的
諸
価
値
の
問
い
直
し
の
な
か
で
、
そ
の
根
幹
が
揺

ら
い
で
ゆ
く
。
教
育
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
ま
で
が
疑
い
の
対
象
に

41



な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
教
育
的
関
係
や
教
育
現
実
へ
の
定
位
と

い
う
精
神
科
学
的
教
育
学
の
意
義
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

思
潮
を
顧
慮
し
、
責
任
と
い
う
現
象
か
ら
教
育
と
い
う
現
象
を
捉
え

直
そ
う
と
し
た
の
が
H
 
・
ダ
ン
ナ
ー
で
あ
る
。
ダ
ン
ナ
ー
は
、
精
神

科
学
的
教
育
学
の
よ
う
に
人
間
を
「
生
」
「
精
神
」
「
文
化
」
と
い
っ

た
形
而
上
学
的
概
念
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界

と
向
き
合
い
そ
れ
と
応
答
し
あ
い
な
が
ら
生
を
遂
行
す
る
実
存
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
教
育
や
責
任
に
つ
い
て
の
考
察
を

行
っ
た
。
ダ
ン
ナ
ー
は
、
教
育
に
ょ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と

し
て
、
「
責
任
あ
る
こ
と
全
貝
任
性
)
(
ぐ
円
倉
冨
又
芽
冥
鼻
)
」
を
主

張
す
る
が
、
そ
れ
は
望
貝
任
あ
る
行
為
を
す
る
人
(
ぐ
ゆ
曾
ヨ
又
践
今

ず
倉
今
豆
ゆ
ヤ
曾
m
含
)
」
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
冒
谷
艮
一
拐
師
一

N
鵡
跨
.
]
。
「
責
任
あ
る
行
為
を
す
る
人
」
と
は
、
対
時
す
る
世
界
か
ら

の
呼
び
か
け
(
要
求
)
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
う
決
断
過

程
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
る
人
間
存
在
で
あ
り
、
過
去
に
彼
(
彼
女
)

が
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
め
を
要
求
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
に
応

じ
、
ま
た
未
来
に
向
か
っ
て
は
彼
(
彼
女
)
が
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
予

見
さ
れ
る
結
果
に
対
し
責
め
を
負
う
態
勢
が
あ
る
存
在
で
あ
る
[
ゆ
区
一

§
欺
.
]
。
ダ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
教
育
目
標
と
し
て
の
「
責
任
あ
る
こ
と

(
責
任
性
)
」
と
は
、
こ
う
し
た
過
去
・
未
来
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
の
要
請
に

応
じ
う
る
現
在
の
態
勢
と
一
言
え
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
教
育
学
の
代
表
的
な
二
つ
の
責
任
論
は
、

地
球
環
境
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
今
日
の
状
況
に
対
し
て
有
効
性
を
も

つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
議
論
を
検
討
し
て
み
ょ

う
。
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
に
と
っ
て
目
指
す
べ
き
「
責
任
あ
る
存
在
」
と

は
、
カ
ン
ト
的
な
自
律
的
個
人
、
す
な
わ
ち
経
験
世
界
を
超
越
し
た
自

由
な
個
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
目
標
像
は
、
因
果
関
係

に
規
定
さ
れ
な
い
自
由
な
道
徳
的
判
断
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
原
因

1
結
果
関
係
は
不
明
で
は
あ
る
が
道
徳
的
対
処
を
要
請
す
る
地
球
環
境

問
題
に
は
有
効
と
一
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ポ
ス
ト

モ
ダ
ン
思
想
を
経
由
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
形
而
上
学
的
に
設

定
さ
れ
る
人
間
の
理
念
を
も
は
や
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
に
基
づ
く
責
任
の
構
想
も
、
わ
れ
わ
れ
は
承
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
た
と
え
も
し
、
こ
う
し
た
人
間
像
の
問

題
性
を
問
わ
な
い
と
し
て
も
、
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
流
の
責
任
論
は
、
「
責

任
あ
る
」
こ
と
が
、
問
題
の
負
の
事
態
を
個
人
的
に
引
き
受
け
る
こ
と

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
被
害
が
個
人
の
対
処
能
力
を
は

る
か
に
超
え
る
今
日
的
問
題
群
に
は
不
十
分
な
も
の
と
言
わ
ね
ぱ
な
ら

ナ
し

一
方
、
ダ
ン
ナ
ー
の
責
任
論
は
ど
う
か
。
ダ
ン
ナ
ー
は
、
シ
ユ
プ
ラ

ン
ガ
ー
と
は
異
な
り
、
責
任
構
想
の
前
提
と
な
る
人
間
理
解
に
形
而
上

学
的
思
考
の
導
入
を
拒
否
す
る
。
ダ
ン
ナ
ー
に
お
い
て
「
責
任
あ
る
存
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在
」
は
、
経
験
世
界
で
の
他
者
と
の
応
答
(
呼
び
か
け
1
決
断
)
を
契

機
と
し
て
成
立
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ダ
ン
ナ
ー
の

人
間
観
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
そ
れ
と
は
異

な
り
受
け
入
れ
可
能
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
ぇ
、
ダ
ン
ナ
ー

に
お
け
る
「
責
任
あ
る
存
在
」
は
、
責
任
が
求
め
ら
れ
る
局
面
に
お
い

て
は
、
そ
の
引
き
受
け
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
ひ
と
り
で
決
断
す
る
存
在

で
あ
る
[
ゆ
豆
.
一
一
伽
一
]
。
つ
ま
り
、
ダ
ン
ナ
ー
の
責
任
構
想
に
お
い
て
も
、

シ
ユ
プ
ラ
ン
ガ
ー
の
そ
れ
と
同
様
負
の
事
態
に
対
す
る
個
人
的
な
引

き
受
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
そ
う
し
た
責
任

の
個
人
的
引
き
受
け
は
、
過
去
と
の
関
係
に
お
い
て
も
未
来
と
の
関
係

に
お
い
て
も
、
彼
(
彼
女
)
が
原
因
者
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
さ

れ
る
も
の
七
言
え
る
。

以
上
の
検
討
に
基
づ
け
ば
、
ド
イ
ツ
教
育
学
の
従
来
的
な
責
任
論
は

個
人
化
さ
れ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
環
境
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
今

日
的
な
問
題
群
に
は
有
効
と
は
言
い
難
い
。
個
々
の
議
論
を
見
れ
ぱ
前

提
と
な
る
人
間
観
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
従
来
の
責
任
論
は
、
個
人
に

よ
る
引
き
受
け
を
理
念
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
原
因
と
い
う
点
に
お

い
て
も
解
決
へ
の
取
組
と
い
う
点
に
お
い
て
も
個
人
へ
の
還
元
不
可
能

性
を
特
徴
と
す
る
今
日
的
問
題
群
へ
の
対
処
と
し
て
は
妥
当
性
に
欠
け

る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
個
人
主
義
的
責
任
構
想
の
克
服
を
目

指
す
。
そ
の
た
め
に
、

す
る
こ
と
と
す
る
。

今
日
的
な
「
生
貝
任
あ
る
存
在
」
と
は

ー
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
論
を
手
が
か
り
に

ま
ず
は
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
論
を
検
討

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
現
代
社
会
に
お
い
て
、
科
学
技
術
の
進

展
に
ょ
り
生
じ
た
地
球
環
境
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
の
諸
活
動
の

負
の
結
果
は
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
複
雑
に
分
化
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
も
は
や
特
定
の
個
人
や
特
定
の
シ
ス
テ
ム
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な

ア
ー
ペ
ル
は
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、

、
0

し立
場
や
役
割
上
引
き
受
け
る
慣
習
的
な
レ
ベ
ル
の
責
任
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
る
と
し
、
脱
慣
習
的
な
責
任
構
想
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
の

基
盤
と
な
る
の
が
「
共
同
責
任
」
概
念
で
あ
る
[
ン
で
ゅ
晶
8
9
N
讐
.
]
。

そ
れ
で
は
、
「
共
同
責
任
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
し
て

そ
れ
に
基
づ
く
新
た
な
責
任
構
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

ア
ー
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
環
境
問
題
へ
の
共
同
研
究
や
、
政
治
に
対
す

る
市
民
の
批
判
運
動
等
が
、
人
間
に
お
け
る
「
共
同
責
任
」
の
存
在
を

指
し
示
し
て
い
る
。
彼
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
う
し
た
公
的
運
動
で
は
、
人
々
は
、

「
ま
ず
実
践
的
な
問
題
1
た
と
え
ぱ
、
他
者
が
ま
だ
気
づ
い
て
い
な

い
集
団
的
行
為
の
り
ス
ク
ー
を
発
見
し
、
他
者
に
自
分
の
気
づ
き
や

懸
念
を
伝
え
、
彼
ら
と
と
も
に
〔
予
見
さ
れ
る
負
の
事
象
に
対
す
る
〕

43

Π



責
任
の
引
き
受
け
を
考
え
て
ゅ
く
運
動
(
ぐ
ゆ
倉
ヨ
又
冒
暢
一
巳
晋
牙
ゆ
)

を
組
織
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
」
[
ゆ
豆
.
論
の
]
。
つ
ま
り
、
人
間
は
、

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
問
題
を
認
識
し
た
と
き
、
彼
(
彼
女
)
が
そ
の
生
起
に

直
接
関
与
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
立
場
上
そ
れ
へ
の
対
処

が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
解
決
を
指
向
し
て
真
剣
な
議

論
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
う
し
た
真
剣

な
議
論
に
お
い
て
脱
慣
習
的
に
生
じ
て
い
る
、
問
題
へ
関
わ
ろ
う
と

す
る
議
論
参
加
者
個
々
の
態
勢
を
、
「
共
同
責
任
」
と
名
づ
け
て
い
る
。

そ
し
て
彼
は
、
こ
の
「
本
性
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
る
共
同
責
任
(
ぐ
含

Z
昌
『
讐
m
 
含
昂
ヨ
0
豆
一
忠
円
ず
理
ゆ
冨
一
一
・
ぐ
円
倉
ヨ
又
言
=
如
)
」
[
ゆ
豆
.
]

に
導
か
れ
る
議
論
1
す
な
わ
ち
「
討
議
(
⇔
一
旨
誘
)
」
 
1
を
社
会

の
な
か
に
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
今
日
的
な
責
任
構
想
と
考
え
て
い
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ア
ー
ペ
ル
の
責
任
構
想
は
、
今
日
の
問
題
状
況
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
有
効
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
い
ま
見
た
よ
う
に
ア
ー
ペ
ル
の
責
任
構
想
は
、
原
因
者
の
特

定
を
前
提
と
し
な
い
。
こ
の
点
で
、
原
因
1
結
果
関
係
が
判
然
と
し
な

い
今
日
的
問
題
群
に
対
し
、
解
決
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
が

あ
る
七
言
え
よ
う
。
次
に
、
そ
の
被
害
が
き
わ
め
て
甚
大
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
そ
れ
へ
の
対
処
が
個
人
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
る
と
い
う

こ
と
に
対
し
て
、
ア
ー
ペ
ル
の
構
想
は
効
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
こ
の

こ
と
を
考
え
て
み
ょ
う
。

ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ぱ
、
「
共
同
責
任
」
は
、
議
論
に
関
わ
る
人
間
に

お
い
て
は
「
根
本
的
な
(
冒
ヨ
又
島
巴
)
」
モ
メ
ン
ト
を
な
す
[
ゆ
区
一

誤
.
]
。
彼
は
こ
の
こ
と
を
、
遂
行
的
矛
盾
に
訴
え
て
証
明
す
る
。
真
剣

な
議
論
に
お
い
て
、
「
私
は
あ
な
た
と
と
も
に
共
同
責
任
を
負
っ
て
い

な
い
」
、
あ
る
い
は
「
私
は
あ
な
た
と
と
も
に
応
答
し
合
う
態
勢
を
有

し
て
い
な
い
」
と
真
剣
に
言
う
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
そ
の
話
者
は
自

ら
の
発
言
に
関
し
て
真
理
要
求
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
話
者
は
同
時

に
、
そ
の
よ
う
な
発
言
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
私
は
あ
な

た
と
と
も
に
共
同
責
任
を
有
し
て
い
る
」
、
あ
る
い
は
「
私
は
、
あ
な

た
と
と
も
に
応
答
し
合
う
態
勢
を
有
し
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
う
る
よ

う
な
共
同
責
任
を
遂
行
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遂

行
的
矛
盾
か
ら
、
「
私
」
が
真
剣
に
議
論
す
る
と
き
「
私
が
共
同
責
任

を
前
提
に
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
ず
、
反
対
に
こ
の
議

曹
対
し
「
私
は
共
同
責
任
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
[
ゆ
豆
.
一
器
]
。
ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ば
、
他
者
と
真
剣
に
議
論
し

て
い
る
と
ミ
人
は
そ
の
議
論
に
関
わ
り
合
意
に
よ
っ
て
規
範
を
見
出

す
こ
と
に
対
し
て
「
共
同
責
任
」
を
有
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
服
を
脱

ぐ
よ
う
に
免
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
共
同
責
任
」
は

「
根
本
的
な
」
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
、
解
決

す
べ
き
事
柄
に
つ
い
て
他
者
と
真
剣
な
需
を
行
う
と
き
需
に
共
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同
し
て
関
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
議
論
の
な
か
で
合
意
(
規

範
)
を
見
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
不
可
避
の
義
務
を
負
う
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
裏
返
せ
ば
、
真
剣
に
議
論
を
し
て
い
る
と
き
、
人
々
は

規
範
の
出
所
と
な
る
そ
の
議
弛
共
同
し
て
関
わ
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
と
い
う
、
メ
タ
規
範
を
遂
行
的
に
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
ア
ー
ペ
ル
の
責
任
構
想
は
、
一
人
ひ
と
り
個
別
の
尽
力
だ
け
で
は

立
ち
向
か
え
な
い
大
規
模
な
今
日
的
問
題
群
に
対
し
、
議
曹
参
加
す

る
複
数
の
人
々
を
、
議
論
へ
の
参
加
お
よ
び
そ
こ
で
合
意
さ
れ
る
規
範

の
遵
守
に
拘
束
し
て
し
ま
う
点
で
、
そ
の
解
決
に
と
っ
て
有
効
だ
と
言

え
る
だ
ろ
う
0

も
っ
と
も
、
「
共
同
責
任
」
を
有
し
た
人
々
に
ょ
る
公
的
議
論
が
、

巨
大
な
シ
ス
テ
ム
被
害
の
対
処
に
事
実
上
繋
が
っ
て
い
く
た
め
に
は
、

そ
の
議
論
に
お
け
る
合
意
1
た
と
え
ぱ
原
子
力
発
電
所
の
存
廃
や
二

酸
化
炭
素
排
出
量
規
制
に
関
す
る
合
意
事
項
1
を
実
行
に
移
す
政
治

的
な
主
体
が
欠
か
せ
な
い
。
一
言
い
換
え
れ
ぱ
、
公
的
議
論
の
重
要
性
を

認
め
、
そ
こ
で
合
意
さ
れ
た
事
柄
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
よ
う

な
民
主
的
な
政
治
体
制
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
、
わ
れ

わ
れ
は
認
識
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

と
は
い
ぇ
そ
の
一
方
で
、
公
的
議
論
の
意
義
を
承
認
す
る
民
主
的
な

政
治
体
制
は
、
ま
さ
に
そ
の
公
的
議
論
が
社
会
に
お
い
て
活
発
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
と
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ぱ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ー
ペ
ル
に
従
っ
て
、
公

的
議
論
を
社
会
の
な
か
に
定
着
さ
せ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
今
日
に
お
い
て
「
責
任
あ
る
存
在
」
と

は
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
責
任
あ
る
存
在
」

と
は
、
察
知
し
た
問
題
状
況
に
対
し
、
自
分
自
身
が
そ
の
直
接
の
原
因

者
で
は
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
立
場
上
そ
れ
へ
の
対
処
が
求
め
ら

れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
解
決
を
指
向
す
る
議

論
へ
と
向
か
う
態
勢
1
す
な
わ
ち
「
共
同
責
任
」
 
1
を
有
し
た
存

在
で
あ
る
、
と
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
「
責
任
あ
る
存
在
」
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る

だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
だ
て
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
構
想
か
ら
導
き
出
せ
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
の
点
を
考
え
て
み
ょ
う
。

(
5
)

J
・
ジ
コ
ラ
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
構
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
批
判
的

見
解
を
述
べ
て
い
る
。
「
ア
ー
ペ
ル
の
〔
「
共
同
責
任
」
構
想
の
〕
着
手

の
仕
方
は
、
私
の
考
え
で
は
決
定
的
に
不
足
し
て
い
る
。
た
し
か
に
彼

は
人
間
の
討
議
的
・
対
話
的
な
基
本
的
状
況
(
身
冨
誘
一
ぐ
,
色
巴
0
智
零
冨

9
仁
且
訟
三
豊
含
ル
ゆ
功
冨
含
誓
ず
含
)
を
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造

や
行
為
構
造
の
観
点
か
ら
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
た
し
か

に
、
彼
は
共
同
責
任
を
根
本
的
な
モ
メ
ン
ト
と
し
て
、
す
で
に
主
張
行

為
の
な
か
で
、
ま
た
は
じ
め
て
否
籾
四
付
為
の
な
か
で
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
〔
そ
の
議
論
に
〕
関
わ
る
人
々
が
、
ど
の
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よ
う
に
し
て
ま
た
ど
の
よ
う
な
形
式
で
、
お
互
い
に
対
し
て
関
心
を

、
、
、

も
っ
て
、
お
互
い
道
徳
的
に
関
与
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
の
に
は
成
功
し
て
い
な
い
」
[
仂
芽
0
益
§
W
一
谷
]
〔
強
調
は
ジ
コ

ラ
〕
。
な
る
ほ
ど
、
ア
ー
ペ
ル
が
一
言
う
よ
う
に
、
人
が
真
剣
な
議
論
を

し
て
い
る
と
き
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
共
同
責
任
」
と
い
う
態
勢
が
存

在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
な
ぜ

人
間
が
そ
の
議
論
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明

に
は
な
ら
な
い
。
い
や
、
こ
の
一
言
い
方
は
正
確
で
は
な
い
。
ア
ー
ペ
ル

は
、
「
共
同
責
任
」
を
「
本
性
か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
る
」
と
表
現
し
て

い
る
が
[
ン
呈
§
9
N
の
]
、
こ
の
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
彼
は
討

議
へ
向
か
う
態
勢
を
言
わ
ぱ
生
得
的
な
傾
向
の
ご
と
く
見
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ペ
ル
に
従
え
ぱ
、
な
ぜ
あ
る
人
が
討
議
に
向
か

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
回
答
は
、
そ
の
よ
う
な
態
勢

が
そ
の
人
に
は
存
在
す
る
か
ら
だ
と
い
う
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
ー
ペ
ル
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
の
態
勢

が
生
得
的
に
備
わ
っ
て
い
る
人
問
に
は
討
議
は
可
能
だ
が
、
そ
う
で
は

な
い
人
間
に
は
生
得
的
に
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ

の
態
勢
の
形
成
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
経
験
的
行
為
1
す
な
わ
ち
教
育

ー
は
、
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ

う
だ
ろ
う
か
。

当
事
者
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
問
題
の
解
決
を
指
向
す
る
議
論
に

向
か
う
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
超
越
し
て
他

者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
採
る
自
律
的
な
能
力
が
存
す
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
が
問
題
の
原
因
者
や
関

係
者
で
な
い
と
き
、
も
し
自
己
の
見
方
・
考
え
方
か
ら
一
朱
ノ
も
抜
け
出

す
こ
と
が
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
人
は
自
己
と
関
わ
り
の
な
い
問
題
に
つ
い

て
議
論
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
己
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
超
越
し
他
者
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

を
自
律
的
に
採
る
能
力
が
、
他
者
と
の
経
験
的
な
相
互
交
流
の
な
か
か

(
6
)

ら
獲
得
さ
れ
る
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
 
M
 
・
ニ
ケ
や
H
 
・
ブ
ル
ケ
ノ

(
7
)

ル
ト
の
討
議
人
間
学
の
議
論
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
討
議
人
間
学
に

従
っ
て
、
そ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か

を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
に
ょ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
責
任
あ
る
存

在
」
の
形
成
可
能
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
1
)
討
議
人
間
学
の
基
本
的
立
場

討
議
人
間
学
と
は
何
か
。
ま
ず
、
そ
の
基
本
的
な
立
場
を
簡
単
に

確
認
し
よ
う
。
討
議
人
間
学
は
人
間
を
「
対
話
的
・
討
議
的
な
存
在

(
島
巴
0
四
曽
ず
,
島
旨
誘
冨
m
乏
ゆ
m
含
)
」
[
則
号
n
吾
碑
二
ゆ
途
一
器
]
と
見

、

、

、

Ⅲ
「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形
成
可
能
性
の
開
示

1
討
議
人
間
学
を
手
が
か
り
に
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な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
話
や
討
議
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
人
間
の

究
極
的
な
性
質
と
見
な
す
。
だ
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
認
め
る
よ
う
に
、

人
間
存
在
に
お
け
る
対
話
の
意
義
に
注
目
し
て
き
た
議
論
は
こ
れ
ま
で

(
8
)

も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
討
議
人
間
学
に
ょ
れ
ぱ
、
従
来
の
諸
議
論
は
、

「
対
話
的
・
討
議
的
な
人
間
を
捉
え
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は

討
議
を
人
間
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
遂
行
さ
れ
た
自
己
自
身
の
歩
み
と
し

て
は
実
体
化
し
て
い
る
が
、
人
間
を
固
有
に
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は

実
体
化
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
[
ゆ
区
一
中
一
]
。
討
議
人
間
学
に
ょ

れ
ば
、
意
識
主
体
が
は
じ
め
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
は
つ
ね
に
す

で
に
言
語
の
網
目
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
究

極
的
に
は
言
語
に
規
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
捉
え
方
は
、
ア
ー

ペ
ル
や
W
・
ク
ー
ル
マ
ン
が
主
張
す
る
従
来
か
ら
の
超
越
論
的
語
用

論
に
基
づ
い
て
お
り
、
討
議
人
間
学
も
自
ら
を
「
超
越
論
的
な
試
み
」

[
Z
三
斥
一
N
§
岑
伽
]
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
討
議
人
間
学
は
、
ア
ー

、
、

、

、
、
、

、
、
、

、

、

ペ
ル
ら
の
「
古
典
的
な
超
越
論
的
語
用
論
」
[
ゆ
区
]
〔
強
調
は
ニ
ケ
〕

と
は
立
場
を
異
に
す
る
と
い
う
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ー
ペ
ル
は
自
身
の
超
越
論
的
語
用

論
を
第
一
哲
学
と
見
な
す
。
つ
ま
り
、
ア
ー
ペ
ル
は
、
人
間
の
一
言
語
的

な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
究
極
的
な
基

礎
づ
け
可
能
性
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
言
語

の
媒
介
機
能
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
価
値
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
討
議
人
間
学
は
、
そ
う
し
た
「
(
強
い
)
究
極
的
な
基
礎
づ

け
」
[
ゆ
豆
.
]
と
い
う
考
え
方
か
ら
は
秧
を
分
か
つ
。
討
議
人
間
学
は
、

他
者
と
の
言
語
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
人
間
の
あ
り
方
に
と
っ

て
超
越
論
的
な
条
件
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
点
に
お
い
て
「
超
越
論
的

な
試
み
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
討
議
人
間
学
に
お
い
て
は
、
人
間
を
上

部
か
ら
拘
束
す
る
超
越
論
的
な
も
の
に
し
て
も
、
そ
れ
は
経
験
世
界
か

ら
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
的
な
言
語
活
動
を
と

お
し
て
創
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
討
議
人
間
学
は
、

ア
ー
ペ
ル
ら
の
「
強
い
」
超
越
論
的
語
用
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

(
2
)
討
議
に
お
け
る
普
遍
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
獲
得

こ
う
し
た
討
議
人
間
学
の
立
場
に
立
つ
と
、
ア
ー
ペ
ル
に
お
い
て
は

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
見
な
さ
れ
た
当
事
者
性
を
超
え
て
討
議
に
向

か
う
態
勢
1
 
「
共
同
責
任
」
 
1
も
ま
た
、
経
験
的
な
言
語
活
動
の

成
果
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る

、
、
、

の
か
。
討
議
人
間
学
に
ょ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
事
前
の
討
議
的
な
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ょ
っ
て
、
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
討
議
人
間

学
に
従
っ
て
、
討
議
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
態
を
解
明
し
よ
う
。

、
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
討
議
過
程
の
な
か
か
ら
次
の
討
議
へ
向
か
う
態
勢
が

生
じ
て
く
る
様
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
は
、
ニ
ケ
に
ょ
る
討
議
の
人
間
学
的
解
明
を
見
て
み
ょ
う
。
ニ
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ケ
に
ょ
れ
ぱ
、
討
議
に
お
い
て
人
は
妥
当
要
求
を
掲
げ
、
討
議
パ
ー
ト

ナ
ー
の
平
等
性
を
承
認
し
、
討
議
に
共
に
責
任
を
も
っ
て
関
わ
ら
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
[
ゆ
豆
.
-
N
谷
]
。
し
か
し
、
ニ
ケ
に
ょ
れ
ぱ
、
討
議
と

は
た
だ
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
に
ょ
れ
ぱ
、
討

議
と
は
、
「
こ
う
し
た
前
提
〔
妥
当
要
求
、
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー
の
平
等

性
承
認
討
議
に
対
す
る
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
共
同
責
任
〕
を
承
認

し
、
討
議
主
体
た
る
「
私
」
に
と
っ
て
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
と
、
超

越
論
的
に
瞬
時
に
気
づ
く
」
[
Z
昔
昂
二
中
途
一
一
途
]
ケ
ー
ス
で
も
あ
る
。、

つ
ま
り
、
ニ
ケ
に
ょ
れ
ぱ
、
討
議
と
は
、
討
議
主
体
で
あ
る
「
私
」

が

討
議
主
体
と
し
て
の
役
割
1
妥
当
要
求
、
平
等
性
の
承
認
討
議
へ

の
共
同
参
加
1
の
受
け
入
れ
に
超
越
論
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
事
態
で
あ
る
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
かニ

ケ
に
ょ
れ
ぱ
、
討
議
に
お
い
て
は
、
「
〔
討
議
主
体
と
し
て
の
〕
私

、

、

、
、
、
、
、
、
、

は
、
そ
の
他
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
(
中
略
)
真
理
要
求
を
掲
げ
る

者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
自
己
を
関
係
づ
け
て
い
る
だ
け
で
は

、
、
、
、
、
、

な
く
、
む
し
ろ
必
然
的
に
、
そ
の
妥
当
要
求
に
対
し
て
そ
の
他
す
べ
て

、
、
、

の
人
々
が
立
場
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
も
自
己
を
関
係
づ
け
て
い
る
」
[
ゆ
豆
.
-
N
8
]
。
す
な
わ
ち
、
討
議
主

体
は
、
あ
ら
ゆ
る
討
議
参
加
者
の
妥
当
要
求
に
対
し
て
ま
っ
た
く
公
平

、
、
、

に
態
度
を
と
り
う
る
理
想
的
存
在
1
「
証
日
遍
的
相
互
性
(
弐
ミ
ミ

刈
禽
昔
§
魯
)
の
意
味
に
お
け
る
「
私
」
」
[
Z
三
斥
一
N
§
§
〔
強

調
は
ニ
ケ
〕
 
1
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
す
で
に
承
認
し
て
い

る
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
一
言
う
こ
と
も

で
き
る
。
討
議
参
加
者
は
、
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー
の
平
等
性
を
承
認
し
た

上
で
妥
当
要
求
を
行
う
と
い
う
理
想
的
存
在
を
共
同
し
て
仮
構
し
、
そ

こ
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
出
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
外
か
ら
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
経
験
世
界

に
お
い
て
固
有
性
を
も
っ
た
人
々
が
、
「
私
は
S
と
い
う
理
由
で
0
0

と
主
張
す
る
」
(
あ
る
い
は
「
私
は
S
と
い
う
理
由
で
0
0
に
反
対
す

る
」
)
と
い
う
論
証
的
発
話
行
為
を
と
お
し
て
、
そ
の
内
側
か
ら
創
出

し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
共
同
し
て
作
り
出
し
た
者
1

討
議
参
加
者
1
は
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
承
認
せ
ざ
る
を
え
な

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
血
肉
化

、
0

しし
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
要
請
す
る
義
務

1
妥
当
要
求
、
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー
の
平
等
性
の
承
認
、
討
議
に
対
す

る
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
共
同
責
任
1
に
超
越
論
的
に
拘
束
さ
れ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ニ
ケ
の
分
析
の
な
か
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と

は
、
討
議
を
経
る
こ
と
に
ょ
っ
て
並
旦
遍
的
な
パ
ー
ス
ペ
ケ
テ
ィ
ヴ
を
討

議
参
加
者
は
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
討
議
の
な
か
で
、
討
議

参
加
者
は
、
そ
の
他
の
討
議
参
ノ
加
者
す
べ
て
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

48



採
り
う
る
並
旦
遍
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
並
旦
遍
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
へ
の
到
達
は
討
議
が

な
さ
れ
て
い
る
そ
の
瞬
間
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
討
議
終
了

後
は
、
そ
う
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
も
解
消
す
る
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
ニ
ケ
の
指
摘
を
考
慮
し
た

討
議
に
お
い
て
討
議
参
加
者
は
、
こ
の
よ
う
な
並
旦
遍
的
パ
ー
ス
ペ

、
0

しク
テ
ィ
ヴ
を
有
し
た
一
般
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
一
方

で
、
そ
れ
と
同
時
に
自
己
の
固
有
な
個
別
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
維

持
す
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
[
Z
一
皀
ゆ
二
途
ゆ
一
一
S
]
。
ブ
ル
ケ
ハ
ル
ト

は
、
こ
の
こ
と
を
自
己
の
「
二
重
遂
行
」
[
則
兵
δ
罫
理
二
男
一
岩
W
]

と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
並
旦
遍
性
と
特
殊
性
に
関
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
遂

行
は
、
そ
れ
が
一
個
の
人
間
の
な
か
で
生
じ
る
以
上
、
独
立
し
て
生
じ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
双
方
の
自
己
遂
行
は
相
互
に
影
響

を
与
え
合
う
関
係
に
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
討

議
を
経
験
し
た
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
、
自
己
超
越
的
な
普

遍
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が
多
か
れ
小
ノ
な
か
れ
備
わ
る
こ
と
に
な
る
。

、
、
、

と
お
し
て
獲
得
さ
れ
る
普
遍
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
こ
そ
が
、
当
事
者

性
を
超
え
て
問
題
解
決
の
議
論
に
向
か
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で

あ
る
。ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
も
、
ニ
ケ
の
分
析
を
踏
ま
え
、
教
育
の
場
を
討
議
的

な
も
の
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
要
求
し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
を

「
討
議
に
お
け
る
教
育
(
里
含
邑
ヨ
昇
呑
お
)
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

そ
れ
は
、
「
教
え
1
学
ぶ
」
と
い
う
教
育
過
程
が
、
「
対
話
的
・
討
議
的

な
共
同
関
係
・
対
立
関
係
(
島
巴
0
四
m
今
,
巳
旨
誘
冨
m
冨
一
甜
冒
曾
ユ
舎
・

命
ゆ
如
含
ゆ
一
号
ル
曾
)
」
冒
民
邑
理
一
§
一
N
一
§
"
§
N
一
一
念
]
に
お
い

て
展
開
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル

ト
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
の
関
係
は
、
主
体
と
し
て
の
教
え
る
者
が
、
客
体
と

し
て
の
学
ぶ
者
を
一
方
的
に
方
向
付
け
る
非
対
称
的
関
係
で
は
な
く
、

相
互
が
平
等
に
意
味
や
妥
当
性
を
要
求
す
る
主
体
と
し
て
存
在
す
る
対

称
的
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
教
え
る
役
割
を
も

つ
者
も
学
ぼ
う
と
す
る
者
も
平
等
な
関
係
で
、
知
識
や
道
徳
に
関
す
る

意
味
の
共
有
を
目
指
す
こ
と
が
教
育
過
程
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
ニ
ケ
や
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
考
察
に
基
づ
ミ
わ
れ
わ

れ
は
、
今
日
的
な
「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形
成
の
た
め
に
は
、
教
育
の

場
が
相
互
主
体
的
な
対
話
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
結
論
し
た
い
。
相
互
主
体
的
な
対
話
実
践
を
と
お
し
て
、
人
は
、
当

お
わ
り
に

1
相
互
主
体
的
対
話
実
践
に
ょ
る
「
生
貝
任
あ
る
存
在
」
の
形
成

こ
の
こ
と
は
、
「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形
成
に
と
っ
て
は
、
事
前
に

討
議
を
経
験
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
指
し
示
し
て
い
る
。
討
議
を
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事
者
性
を
超
え
て
議
論
に
参
加
す
る
た
め
の
普
遍
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

今
日
の
教
育
実
践
状
況
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
討
論
的
な
コ
ミ
ユ

(
9
)

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ょ
っ
て
真
理
へ
到
達
し
よ
う
と
す
る
教
科
授
業
や
、

話
し
合
い
に
ょ
っ
て
妥
当
な
ル
ー
ル
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
道
徳
の

(
0
)

授
業
な
ど
、
相
互
主
体
的
な
対
話
実
践
へ
の
取
組
は
徐
々
に
進
め
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
取
組
が
、
教
育
過
程
の
主
要
な
部
分
を

構
成
す
る
ま
で
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今

日
的
問
題
群
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
環
境
問
題
を
取
り
上
げ
た
が
、

こ
れ
に
関
す
る
環
境
教
育
に
お
い
て
も
、
相
互
主
体
的
な
対
話
や
需

が
そ
の
教
育
実
践
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
ー
と
く
に
日

(
Ⅱ
)

本
の
場
合
1
ほ
と
ん
ど
な
い
と
一
言
っ
て
ょ
い
。
こ
う
し
た
現
状
を
踏

ま
え
る
な
ら
、
教
育
場
面
に
相
互
主
体
的
な
対
話
を
導
入
す
る
必
要
性

は
、
実
際
大
い
に
あ
る
と
一
言
え
る
。

で
は
、
相
互
主
体
的
な
対
話
実
践
を
推
進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ど

の
よ
う
な
留
意
点
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
さ
い
ご
に
、
こ
の
点
を
考
え
て

お
き
た
い
。

討
議
な
い
し
相
互
主
体
的
対
話
を
実
践
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
示
唆

す
る
議
論
が
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
討
議
倫
理
学
に
対

(
松
)

す
る
新
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
の
批
判
的
議
論
や
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
を
教
育
学
へ
導
入
す
る
こ
と
に
対
す
る

(
玲
)

J
・
エ
ル
カ
ー
ス
の
批
判
的
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
そ

れ
ぞ
れ
強
調
点
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
相
互
主
体
的
な
対
話

の
前
提
と
な
る
言
語
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
形
成
を
問
題
化

し
て
い
る
。
実
際
、
幼
稚
園
児
や
小
学
校
低
学
年
児
童
の
場
貪
か
り

に
教
師
が
話
し
合
い
活
動
な
ど
の
相
互
主
体
的
な
対
話
を
働
き
か
け
た

り
促
し
た
り
し
て
も
、
発
達
段
階
上
不
可
能
な
ケ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
、

小
学
校
高
学
年
児
童
や
中
高
生
、
そ
し
て
大
人
で
も
、
仲
間
内
の
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
に
満
足
し
、
外
部
と
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
ま
っ
た
く
関
心
を
示
さ
な
い
人
々
が
多
く
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
一
言

語
を
理
解
す
る
能
力
を
も
た
な
い
存
在
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
わ

れ
わ
れ
の
言
葉
が
通
じ
な
い
他
者
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
場
合
に
ょ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
他
者
に
、
わ
れ
わ
れ
の
言

葉
を
通
じ
さ
せ
る
努
力
を
予
備
的
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
う
な
ら
、
一
言
語
な
し
で
も
あ
る
い
は
非
常
に
簡
略
さ
れ
た

言
語
に
ょ
っ
て
で
も
通
じ
合
え
る
特
定
の
親
し
い
人
々
1
家
族
や
仲

間
1
と
の
世
界
に
の
み
生
き
て
い
る
人
々
を
、
馴
染
み
の
な
い
他
者

に
対
し
て
も
一
言
葉
の
み
を
と
お
し
て
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
次
元
に
移

行
さ
せ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
で
は
、
こ
の
移
行
は
い
か
に
し
て
可
能

に
な
る
の
か
。
紙
幅
の
関
係
上
、
こ
れ
に
つ
い
て
独
自
に
論
を
展
開
す

る
余
裕
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
と
同
様
の
問
題
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意
識
に
ょ
る
先
行
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

岡
田
敬
司
[
岡
田
一
器
A
呉
]
と
田
中
裕
喜
[
田
中
一
追
中

W
訟
.
]
は
、
岡
本
夏
木
に
依
拠
し
、
状
況
や
生
活
史
の
共
有
を
前
提
と

し
た
特
定
の
親
し
い
者
と
の
一
言
語
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い
ら
れ

る
言
葉
を
三
次
的
言
葉
」
、
状
況
や
生
活
史
の
共
有
を
前
提
に
せ
ず

未
知
の
人
と
も
言
語
を
と
お
し
て
状
況
・
場
面
・
文
脈
を
客
観
的
に
作

り
出
す
こ
と
が
で
き
る
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
用
い
ら
れ
る
一
言
葉

を
「
二
次
的
言
葉
」
と
表
現
し
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
移
行
を
そ
れ
ぞ

れ
考
察
し
て
い
る
。
岡
田
も
田
中
も
、
概
ね
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

ま
ず
、
「
二
次
的
言
葉
」
を
駆
使
す
る
存
在
者
1
教
師
や
親
1
は
、

「
一
次
的
言
葉
」
の
世
界
に
い
る
存
在
者
1
小
学
校
低
学
年
児
童
や

未
就
学
幼
児
、
あ
る
い
は
仲
間
と
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
の
み
関

心
を
示
す
中
高
生
な
ど
ー
と
、
ま
ず
は
「
一
次
的
言
葉
」
に
言
わ
ぱ

下
り
て
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
で
彼
ら
の
愛
着
や
信
頼
を

獲
得
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
彼
ら
に
と
っ
て
権
威
者
と
し
て
君
臨
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
に
ょ
り
、
「
一
次
的
言
葉
」
の
世
界
に
生
き
る
存
在

者
は
、
自
ら
の
言
語
を
、
そ
の
権
威
者
が
体
現
す
る
「
二
次
的
言
葉
」

に
照
ら
し
て
訂
正
し
、
そ
れ
を
学
ん
で
い
く
。

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
従
う
な
ら
、
た
と
え
ぱ
教
師
が
児
童
・
生
徒

と
共
に
相
互
主
体
的
な
対
話
を
実
践
す
る
場
貪
彼
ら
の
言
語
コ
ミ
ユ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
形
成
度
・
成
熟
度
に
留
意
し
、
そ
の
レ
ベ
ル
が

低
い
場
合
に
は
、
無
理
を
し
て
一
挙
に
行
う
の
で
は
な
く
ー
そ
も
そ

も
そ
れ
は
無
理
な
の
だ
が
ー
、
い
っ
た
ん
彼
ら
の
次
元
に
合
わ
せ
た

対
話
に
ょ
っ
て
彼
ら
の
信
頼
や
愛
着
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
師

自
身
を
彼
ら
に
と
っ
て
の
準
拠
的
存
在
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
師
は
児
童
・
生
徒
を
相
互
主
体
的
な
対
話

が
可
能
に
な
る
言
語
世
界
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
の
ー
こ
こ
で
は
教
師
の
1
高
度
な
対
話

技
術
が
あ
っ
て
こ
そ
相
互
主
体
的
な
対
話
は
可
能
と
な
る
。
わ
れ
わ

れ
が
、
学
校
な
ど
教
育
場
面
に
、
相
互
主
体
的
な
対
話
や
討
論
を
定
着

さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
た
だ
そ
の
必
要
性
を
主
張
し
、
や
み
く
も
に

実
施
す
る
だ
け
で
は
う
ま
く
は
い
か
な
い
。
児
童
や
生
徒
の
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
レ
ベ
ル
を
予
め
把
握
し
て
お
く
こ
と
や
、
そ
の
レ
ベ
ル
に

よ
っ
て
は
予
備
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
を
す
る
こ
と
が
欠
か

せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
周
到
な
準
備
が
、
相
互
主
体
的
な
対
話

の
成
功
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
つ
ま
り
は
、
「
責
任
あ
る
存
在
」
の
形

成
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

註

(
1
)

(
2
)

わ
れ
わ
れ
と
同
様
に
、
責
任
の
個
人
化
を
問
題
化
し
て
い
る
も

の
に
[
大
澤
N
8
⇔
]
が
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヨ
ナ
ス
は
、
科
学
技
術
の
進
展
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の
な
か
で
人
類
の
生
存
が
危
機
に
瀕
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て

未
来
の
た
め
の
新
た
な
責
任
倫
理
(
未
来
倫
理
)
が
考
え
ら
れ

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
未
来
倫
理
の
必

要
性
と
い
う
問
題
意
識
を
ヨ
ナ
ス
と
強
く
共
有
す
る
も
の
の
、

目
的
論
的
自
然
哲
学
に
基
づ
く
そ
の
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
拒

否
す
る
。
と
い
う
の
も
、
第
一
に
は
そ
れ
が
カ
ン
ト
以
前
の
独

断
雫
あ
る
こ
と
、
第
二
に
は
「
人
類
が
未
来
ま
で
存
在
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
は
、
論
理
的
に
は
現
在
の
世

代
の
犠
牲
今
ノ
ー
ペ
ル
は
、
「
第
三
世
代
の
人
々
の
餓
死
と
い

う
犠
牲
」
を
挙
げ
て
い
る
)
を
排
除
し
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
(
5
)

る
か
ら
で
あ
る
[
ン
又
一
一
羅
器
ゆ
]
。
そ
こ
で
、
ア
ー
ペ
ル
は
、

ヨ
ナ
ス
の
問
題
意
識
を
、
討
議
倫
理
学
の
立
場
で
展
開
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
の
問
題
意
識
の
継
承
は
、
そ
れ
ま

で
展
開
し
て
き
た
科
学
技
術
時
代
に
お
け
る
責
任
倫
理
に
関
す

る
ア
ー
ペ
ル
の
議
論
を
、
い
っ
そ
う
促
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
ょ
れ
ぱ
、
「
「
共
同
責
任
」
は
、
カ
ー
ル

.

オ
ッ
ト
ー
・
ア
ー
ペ
ル
に
ょ
っ
て
、
小
ノ
な
く
と
も
一
九
九
一
年

以
来
正
義
や
連
帯
と
並
ん
で
、
討
議
倫
理
学
的
に
証
明
可
能

な
基
盤
的
規
範
と
し
て
、
実
践
哲
学
的
な
道
徳
の
基
礎
づ
け
の

な
か
に
導
入
さ
れ
て
い
る
」
[
則
鼻
δ
罫
碑
鵡
0
念
ず
一
器
一
]
。

(
4
)
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
討
議
人
間
学
と
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
(
8
)

倫
理
学
の
基
本
的
な
考
え
方
に
は
与
す
る
が
、
「
究
極
的
基
礎

づ
け
」
指
向
と
は
訣
別
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
ア
ー
ペ

ル
の
「
共
同
責
任
」
論
は
、
基
本
的
に
こ
の
立
場
の
人
々
に

よ
っ
て
批
判
的
に
発
展
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と

し
て
、
[
§
一
＼
則
員
δ
臣
理
一
§
一
]
[
軍
§
§
W
]
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ち
な
み
に
[
ン
で
ゅ
一
＼
如
巨
6
冨
理
一
§
一
]
は
、
ベ
ル

リ
ン
自
由
大
学
に
あ
る
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
・
セ
ン
タ
ー
(
工
倉
仂

〕
0
昆
中
輿
宵
井
巨
)
の
「
対
話
に
お
け
る
倫
理
と
教
育
(
置
芽

仁
且
嬰
還
0
智
式
ヨ
や
一
巴
0
如
)
」
部
門
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

J
・
ジ
コ
ラ
食
虜
含
仂
芽
§
)
(
一
九
七
三
S
)
は
ケ
ル
ン

大
学
教
育
学
部
・
哲
学
講
座
助
手
(
孟
邑
ず
鼻
円
)
。
ハ
ン
ス

ヨ
ナ
ス
・
セ
ン
タ
ー
の
「
対
話
に
お
け
る
倫
理
と
教
育
」
部
門

の
研
究
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。

(
6
)
 
M
 
・
ニ
ケ
(
冨
§
一
Z
芯
=
含
)
(
一
九
五
四
S
)
は
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
大
学
哲
学
・
歴
史
学
部
・
哲
学
研
究
所
私
講
師

(
司
ユ
各
区
§
具
)
。

(
7
)
 
H
 
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
金
0
一
⑩
舎
如
異
邑
理
一
)
(
一
九
五
六
S
)

は
ケ
ル
ン
大
学
教
育
学
部
・
哲
学
講
座
教
授
。
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ

ス
・
セ
ン
タ
ー
の
「
対
話
に
お
け
る
倫
理
と
教
育
」
部
門
の

リ
ー
ダ
ー
0

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
 
M
 
・
ブ
ー
バ
ー
、
 
E
 
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、

タ



E
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
 
G
・
H
・
ミ
ー
ド
の
議
論
を
挙
げ
て
い

る
[
如
員
n
ず
理
二
男
中
一
]
。

(
9
)
[
岡
田
一
途
伽
一
§
弐
]
を
参
照
し
た
。

(
W
)
渡
邉
は
、
「
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
理
論
に
よ
る
道

徳
教
育
の
再
構
築
」
[
渡
邉
N
0
8
一
中
己
を
提
唱
し
、
そ
の
実

践
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
一
事
例
と
し
て
、
[
渡
邉
/
大
嶋

§
0
]
。

(
Ⅱ
)
環
境
教
育
先
進
国
と
言
わ
れ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
特
に
一
九
九
0

年
代
以
降
「
環
境
に
責
任
あ
る
態
度
」
と
並
ん
で
「
議
論
能

力
命
ゆ
婁
智
品
讐
ヨ
ロ
冨
鼻
m
)
」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
自
然
保
護
や
環
境
に
関
す
る
規
範
は
、
教
師
に
ょ
っ

て
伝
達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
環
境
に
関
す
る
問
題

を
教
師
や
同
級
生
と
議
論
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
共
同
し
て
作

り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
と
お
し
て
責
任
意

識
が
子
ど
も
の
な
か
に
養
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
[
井
上
一
中
器
一
§
]
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
環
境
教
育
は
、

一
概
に
特
徴
を
言
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
環
境
汚
染
に
関
す

る
知
識
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
心
が
け
等
が
、
教
師
の
側
か
ら

一
方
的
に
児
童
・
生
徒
に
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
体
験
学
習
な
ど
を
と
お
し
て
、

自
然
へ
親
し
む
心
情
を
児
童
・
生
徒
が
個
人
的
に
養
う
と
い
う

こ
と
に
終
始
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
姶
)
新
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
は
、
現
実
世
界
の
実
質
的
な
規
範
を

重
視
す
る
。
こ
の
立
場
に
ょ
れ
ぱ
、
人
間
が
討
議
に
入
る
た
め

に
は
、
そ
の
行
為
が
す
で
に
「
善
き
こ
と
」
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
認
識
は
討
議
に
よ
っ
て
は

育
ま
れ
な
い
[
工
N
ず
含
ヨ
N
m
一
途
一
"
貿
{
.
n
§
器
異
.
]
。

(
玲
)
エ
ル
カ
ー
ス
は
、
教
育
と
い
う
行
為
を
、
意
味
形
成
に
関
わ
る

相
互
主
体
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ

と
に
対
し
て
、
そ
こ
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
は
相
互
主
体
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ょ
っ

て
は
形
成
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
と
い
う
行
為
は

そ
う
し
た
行
為
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
す
る
[
0
ゆ
一
寄
誘

一
拐
ω
]
。
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Das ,,vera11加or価Che sehl" als Erziehungsziel

-klhatld des K011Zepts ,Mitvera11加ortung" i11Diskurse壮lik/Diskursan廿lrop010gie -

Auf der Grundlage der Einsicht, dass ein nicht・individualiS廿Sches Konzept der

Veran加ortung fur spezi丘Sch gegenW巨ruge problemadk Me das umweltsproblem

noNendig ist, versucht dieser Aufsatz, eine neue Bedeutung des ,vera11加ordichen

Seins" zu besummen und padagogische Aufgaben festzuste11en, die zU 16Sen sind,

darmtjenes,verat1加or価Chesein"verMrMichtwerdenka11n.

Zuerst wird erk1豆rt, wie man in der P註gagogik ein ,,veran加ortliches sein"

als Erziehungsziel bisher diskutiert hat.1mmer ging es dabei um individue11e

Zurechnung.1ndividue11e zurechnung taugt aber nicht mehr 丘ir spezi丘Sch gegen・

W盆r廿ge problemadk.

Um das traditione11e, individualistische Konzept der verantwortung zu

aberMnden, Mrd zweitens K・0. Apels Konzept der,Mitveratltwor加ng" i11Hhlblick

auf seine validit枇 in der gegenW谷rtigen situation untersucht. Demnach wird

ein ,,verantwortliches sein" zeitgem註13 bestimmbar, und zwar als ein seln, das so

eirlgeste11tist, a11 dem Diskurs zur l,6S血g von problemen bereiNi11ig teilzunehmen,

Wenn sie fur11m auch 11ichtdirektvon Bela11g sei11dur丑en.

Hervorbrhlga11g solcher Ei11Ste11山lg h註11gt davon ab, ob ma11 Z{1 ehler universal・

iS廿Schen perspekdve gela11gt hat. klha11d der Diskursan壮lrop010gie von M. Niquet

Und H. Burckhartwird dd廿ens dargeste11L wie die U11iversaliS6Sche perspekHve durch

Erfahr山lg derTei111almle a11 Diskurs m6glich Mrd.

Daraus folgt schHeβlich:武ir eine verMrMichung des ,,verantworaichen seins"

ist es konstitutiv, dass intersubjektive Diskusslon elnen wesentlichen Teil des

Bildungsprozesses ausmacht

Shizuka Maruhashi

Shimane universiw

Associate professor
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