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ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
に
お
け
る
「
共
同
責
任
」
概
念
の
教
育
学
的
意
義

0
.

ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
へ
の
批
判
的
応
答
の
検
討
を
と
お
し
て

H
.

し
な
が
ら
、
一
磊
論
的
転
回
ゆ
え
に
抱
え
込
む
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
理
論
の

も
つ
限
界
性
を
意
識
せ
ず
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
を
手
が
か
り
と
す
る
こ

と
は
、
教
育
学
に
と
つ
て
重
要
な
論
点
を
見
失
う
危
険
が
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
、
つ
に
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
ロ
ゴ
ス
の
地
位

を
高
め
す
ぎ
ず
に
、
し
か
し
な
が
ら
理
論
的
関
心
と
し
て
一
磊
に
ょ
る

合
意
を
理
念
と
す
る
こ
と
も
断
念
し
な
い
と
い
う
柔
軟
な
や
り
方
を
と

る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
ロ
ゴ
ス
の
限
界
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
こ

と
が
回
避
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ゴ
ス
の
限
界
へ
の

問
い
は
、
討
議
実
現
に
関
心
を
寄
せ
る
立
場
の
教
育
学
研
究
に
と
っ
て

は
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
、
つ
か
。
と
い
、
つ
の
は
、
あ

え
て
極
端
に
考
え
る
と
、
ロ
ゴ
ス
な
い
し
論
理
的
思
考
の
外
側
に
い
る

者
1
こ
れ
を
<
他
者
>
と
呼
ぼ
う
ー
へ
の
働
き
か
け
こ
そ
が
教
育

学
研
究
の
関
心
の
始
点
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
フ
エ
ミ
ニ
、
、
ス
ム
等
の
承
認
論
へ
関
連
す
る
こ
と

を
と
お
し
て
、
「
他
者
の
受
{
谷
」
を
問
題
に
し
て
い
る
[
工
N
ず
曾
ヨ
器

一
ゆ
途
]
。
そ
の
さ
い
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
、
何
ら
か
の
要
因
で
マ
イ
ノ

は
じ
め
に
1
教
育
学
に
お
け
る
討
議
倫
理
学
研
究
の
他
者
論

的
転
回
の
必
要
性
1

橋
静
香

本
研
究
は
、
 
K
 
:
0
 
・
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
に
お
け
る
「
共

同
責
任
貫
ぐ
ゆ
唇
ヨ
言
ユ
言
⑩
」
概
念
の
教
育
学
的
意
義
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
最
終
的
に
は
、
合
意
を
め
、
ざ
す
相
互

主
体
的
な
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
つ
ま
り
討
議
立
m
菩
誘
を
社
会
の

な
か
に
実
現
し
て
い
く
た
め
の
、
教
師
に
求
め
ら
れ
る
倫
理
を
論
じ
る
。

な
せ
ア
ー
ペ
ル
な
の
か
。
教
育
学
に
お
い
て
討
議
を
論
じ
る
の
で

あ
れ
ぱ
、
先
行
研
究
(
例
え
ぱ
、
[
野
平
語
一
]
[
西
野
一
湯
]
[
今
井

一
中
途
]
[
渡
追
N
§
]
[
藤
井
§
W
]
)
が
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、
言

語
と
い
う
ロ
ゴ
ス
を
至
局
と
し
第
一
折
艮
子
を
志
向
す
る
ア
ー
ペ
ル
よ
り

も
、
可
謬
主
義
を
徹
底
す
る
J
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
所
論
を
手
が
か
り

と
す
る
方
が
、
経
験
的
行
為
に
関
す
る
教
育
学
に
と
っ
て
は
適
当
で
は

な
い
の
か
。
た
し
か
に
、
一
定
の
部
分
で
は
ー
す
な
わ
ち
討
議
倫
理

学
の
一
言
語
論
的
転
回
に
意
義
を
見
る
な
ら
ぱ
ー
そ
う
だ
ろ
う
。
し
か
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リ
テ
ィ
と
な
り
不
公
正
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
人
々
の
関
心
は
、
生
の

意
味
や
価
値
を
め
ぐ
つ
て
彼
/
彼
女
ら
の
声
が
あ
が
る
こ
と
で
、
生
の

諸
条
件
を
是
正
す
る
法
整
備
へ
繋
が
っ
て
い
く
と
論
じ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
に
は
ロ
ゴ
ス
の
外
部
に
い
る
<
他
者
>
へ
の
需
の
甘
さ
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
声
が
あ
が
り
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
合
意
を
追
求
す
る
討
議

が
生
じ
る
こ
と
を
楽
観
的
に
期
待
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

声
・
言
葉
を
も
た
な
い
者
、
論
理
的
思
考
へ
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
者

の
関
心
が
、
ど
の
よ
う
配
慮
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
総
識
・
考
察
が
不

、し

徹
底
だ
か
ら
で
あ
る
ー
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
、
論
理
的
思
考
を
す
る

(
と
さ
れ
る
)
「
西
欧
の
」
あ
る
い
は
「
大
人
の
」
一
磊
に
ょ
る
、
「
代

理
」
や
「
翻
訳
」
を
め
ぐ
る
き
わ
め
て
重
要
な
倫
理
的
問
題
が
残
さ
れ

た
ま
ま
と
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
他
者
論
に
は

1
)

限
界
が
あ
る
。

<
他
者
>
と
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、
討
議
の
実
現
を
ど
の
よ
う

に
考
え
て
い
け
ば
よ
い
か
。
こ
こ
に
、
特
に
一
途
0
年
代
以
降
の
ア
ー
ペ

ル
の
議
塾
肺
は
資
す
る
よ
、
つ
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ペ
ル
は
、

マ
ス
と
は
対
照
的
に
、
人
問
の
ロ
ゴ
ス
に
一
切
の
優
位
を
見

バ

ハる
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
で
逆
に
ロ
ゴ
ス
の
限
界
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
れ

を
め
ぐ
る
議
論
を
新
た
に
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
議
論
が

教
育
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
ア
ー
ペ
ル
の
新
た
な
展
開
は
、
一
拐
0
年
代
後
半
か
ら
一
途
0
年
代
は
じ

め
の
、
哲
学
的
立
場
に
お
い
て
は
対
照
的
な
H
・
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理

ヤ
ヨ
N
E
 
ぐ
ゆ
岳
三
言
二
言
N
へ
の
批
判
的
応
答
の
な
か
で
生
じ
て
お
り
、

こ
の
と
き
[
共
同
責
任
」
概
念
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
に
お
け
る
「
共
同
責

任
」
概
念
を
、
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
と
の
対
決
と
い
う
観
点
か
ら
検
討

し
、
そ
の
教
育
学
的
意
義
を
考
察
す
る
。
本
研
究
は
、
ア
ー
ペ
ル
討
議

倫
理
学
そ
れ
自
体
の
意
義
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ヨ
ナ

ス
と
対
決
す
る
ア
ー
ペ
ル
の
学
的
遂
行
の
意
味
合
い
を
教
育
学
の
立
場

か
ら
相
対
的
に
論
じ
る
と
い
、
つ
ス
タ
ン
ス
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー

2
)

ペ
ル
と
ヨ
ナ
ス
を
「
合
わ
せ
鏡
」
[
品
川
 
N
§
§
]
に
し
て
、
そ
の

教
育
学
的
含
意
を
考
察
す
る
。

若
干
雙
叩
を
先
取
り
す
る
と
、
ア
ー
ペ
ル
と
ヨ
ナ
ス
は
、
科
学
技
術

時
代
の
未
来
倫
理
の
必
要
性
と
い
う
点
で
一
致
す
る
も
の
の
、
一
方
の

ア
ー
ペ
ル
縛
議
能
力
・
行
為
能
力
を
有
す
る
者
同
士
の
対
称
的
な
関

係
性
を
、
他
方
の
ヨ
ナ
ス
は
(
特
に
生
命
維
持
に
関
す
る
)
力
の
非
対

称
性
を
そ
れ
ぞ
れ
倫
理
的
基
底
に
据
え
る
た
め
、
そ
の
倫
理
学
の
根
拠

づ
け
に
お
い
て
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ナ
ス
と
の
対
決

後
の
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
の
な
か
に
は
、
本
来
的
に
討
議

倫
理
学
と
は
相
容
れ
な
い
は
ず
の
ヨ
ナ
ス
的
な
倫
理
モ
メ
ン
ト
が
入
り

込
ん
で
い
る
。
本
研
究
で
は
主
に
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ

と
を
と
お
し
て
最
終
的
に
は
討
議
(
主
体
)
が
ロ
ゴ
ス
の
外
部
の
<
他
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者
>
に
ょ
っ
て
可
能
に
な
る
こ
と
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

本
研
究
は
、
教
育
学
に
お
け
る
討
議
倫
理
学
研
究
の
他
者
論
的
転
回
を

企
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
の
「
共
同
責
任
」
概
念
に
関
す
る
先
行

研
究
と
し
て
、
[
仂
雪
益
 
N
§
と
[
丸
橋
 
N
§
が
重
要
で
あ

る
。
[
m
芽
0
益
 
N
§
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
に
お

け
る
ヨ
ナ
ス
の
影
響
を
考
察
し
、
「
共
同
責
任
」
概
念
の
教
育
/
陶
冶

里
合
出
⑩
に
と
っ
て
の
豊
か
な
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
研
究
は
、
あ
く
ま
で
ア
ー
ペ
ル
優
位
を
堅
持
す
る
た
め
、
ヨ
ナ
ス
的

契
機
久
他
者
>
)
を
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
合
ゴ
ろ
の
な
か
に
回

収
し
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
教
育
的
行
為
の
本
質
を
捉
え
損
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
[
丸
橋
 
N
§
]
は
、
「
共
同
責
任
」
概
念
が
示
唆
す
る
脱

慣
習
的
に
責
任
を
引
き
受
け
る
態
勢
の
形
成
方
法
を
、
討
議
人
間
学
を

手
が
か
り
§
議
時
の
人
問
の
様
態
を
解
明
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
考

察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
は
、
「
共
同
責
任
」
概
念
に
お
け

る
ヨ
ナ
ス
の
影
響
を
認
識
で
き
て
い
な
い
た
め
、
討
議
主
体
生
成
お
よ

び
教
育
的
関
係
の
本
質
的
契
機
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
て
お
ら
ず
、
討
議

主
体
形
成
方
法
研
究
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
研
究
は
、
こ
う
し

3
)

た
先
行
研
究
の
不
足
を
補
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

1

ア
ー
ペ
ル
の
超
越
論
的
語
用
論
的
な
討
議
倫
理

学
1
対
称
的
関
係
に
立
脚
す
る
倫
理
構
想

ま
ず
、
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
の
概
要
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。
ア
ー

ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
は
、
忌
谷
年
代
は
じ
め
に
そ
の
大
枠
が
示
さ

れ
、
そ
の
後
]
ゆ
曽
年
代
半
ば
に
な
っ
て
、
討
議
倫
理
の
基
礎
づ
け
を
担

当
す
る
部
門
(
「
A
部
門
↓
豊
ン
」
)
と
そ
の
責
任
倫
理
的
な
応
用
の

基
礎
づ
け
を
担
当
す
る
部
門
(
「
B
部
門
↓
豊
則
」
)
の
「
二
階
建
て

N
乏
器
ミ
這
寄
三
で
整
備
さ
れ
、
確
立
さ
れ
て
い
る
。

A
部
門
か
ら
見
て
い
こ
う
。
ア
ー
ペ
ル
は
超
越
論
的
語
用
論

↓
岳
誘
N
曾
A
含
旦
で
岳
如
ヨ
N
芽
と
い
、
つ
彼
独
自
の
立
場
か
ら
出
発
す
る
。

超
越
論
的
語
用
論
と
は
、
一
方
で
の
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の

一
磊
ゲ
ー
ム
論
へ
の
着
目
、
す
な
わ
ち
意
味
理
解
に
お
け
る
所
与
の
言

語
使
用
・
一
磊
規
則
の
拘
束
性
へ
の
着
目
か
ら
、
他
方
で
の
カ
ン
ト
の

普
遍
主
義
的
な
超
越
論
哲
学
の
継
承
と
い
う
意
志
に
ょ
っ
て
、
「
超
越

論
的
言
語
ゲ
ー
ム
」
と
し
て
の
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同

体
」
を
構
想
し
、
そ
こ
で
の
合
意
は
科
学
的
認
識
に
も
個
人
の
主
観
的

な
道
徳
判
断
に
も
先
行
す
る
究
極
的
始
点
た
り
う
る
と
い
う
折
昆
子
的
立

場
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」

は
、
カ
ン
ト
を
記
号
論
的
に
転
回
し
た
パ
ー
ス
哲
学
に
お
け
る
「
科

学
者
共
同
体
」
の
理
念
か
ら
着
想
さ
れ
て
い
る
[
ン
又
二
途
器
訟
'

フフ



心
誤
・
艶
一
'
器
一
]
。

こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
語
用
論
は
、
す
で
に
一
つ
の
「
倫
理
」
を

含
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
参
加
者
が
根
拠
を
掲
げ
合
い

合
意
を
追
求
す
る
共
同
体
(
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同

体
」
)
を
理
念
と
し
て
想
定
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
さ
い
討
誓

加
者
は
論
証
を
す
る
者
と
し
て
相
互
に
平
等
で
あ
る
こ
と
(
平
等
性

0
典
魯
豆
叫
片
豊
)
、
他
者
と
つ
な
が
り
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
こ
と

(
連
帯
性
m
C
一
三
讐
姦
一
)
、
相
互
に
応
答
し
あ
っ
て
合
意
追
求
に
関
わ

4
〕

ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
(
丑
<
同
責
任
冨
弓
ゆ
墨
三
乏
又
一
=
品
)
を

承
認
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
[
ン
又
二
途
ず
器
師
・
一
誤
]
[
ぐ
⑩
一

静
0
益
§
妙
念
]
。
こ
う
し
た
討
議
倫
理
が
あ
っ
て
こ
そ
科
学
も
道

徳
も
可
能
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
倫
理
の
正
当
性
は
、
遂
行
雷
矛
盾

に
訴
え
る
こ
と
で
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
、
つ
し
た
理
論
的
筋
道

に
疑
い
を
抱
い
た
者
が
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
懐
疑
者
が
ア
ー
ペ
ル
理

論
の
不
合
理
性
を
論
じ
る
以
上
は
、
結
果
的
に
ア
ー
ペ
ル
理
論
の
正
し

さ
を
遂
行
的
に
証
明
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
討
議
倫

理
傘
)
は
、
「
九
九
極
的
基
礎
づ
け
」
を
与
え
ら
れ
る
[
ン
又
一
一
磐
ず

W
器
U
一
器
]
。

B
部
門
は
、
討
議
倫
理
学
が
そ
の
根
幹
に
お
い
て
理
念
的
性
格
を
も

つ
こ
と
か
ら
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
討
議
倫
理
が
人
問
の
倫
理
と

し
て
究
極
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
現
実
也
界
に
適

用
可
能
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
実
の
社
会
は
、
暴
力
も
あ
り
う
る

し
、
討
議
能
力
を
有
し
な
い
者
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
近

代
社
会
で
あ
る
限
り
は
、
社
会
は
シ
ス
テ
ム
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合

理
性
で
作
動
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
討
議
倫
理
学
が
ウ
エ

ハ

的
な
意
味
で
の
責
任
倫
理
で
あ
る
た
め
に
、
ア
ー
ペ
ル
は
、
「
歴
史
と

関
わ
る
」
 
B
部
門
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
戦
略
的
行
為

も
代
理
討
議
も
理
性
的
行
動
の
選
択
肢
に
入
っ
て
く
る
が
、
そ
の
採

択
規
準
は
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
と
な
る
[
ゆ
区

器
誤
.
U
 
晶
段
.
]
[
ン
や
ゆ
一
§
一
N
一
誤
{
.
U
 
ゞ
ヰ
.
]
。

こ
の
よ
う
な
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫
理
学
は
、
討
議
・
行
為
能
力
と
い

う
点
で
の
対
称
的
関
係
性
に
倫
理
の
原
型
が
置
か
れ
て
い
る
と
特
徴
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
B
部
門
は
、
そ
う
し
た
倫
理
関
係
で
は
動
い
て

い
な
い
現
実
社
会
を
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
創
設
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
B
部
門
で
の
倫
理
的
判
断
は
、
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

共
同
体
」
に
照
ら
し
て
な
さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
も
ア
ー
ペ
ル
の
討
議
倫

理
学
で
は
、
対
称
的
関
係
性
に
倫
理
の
原
型
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
0

2

ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
に
対
す
る
ア
ー
ペ
ル
の
批
判

的
応
答

ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
に
は
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
。
一
つ
は
右
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で
見
た
よ
う
な
一
磊
論
的
な
「
哲
学
の
変
換
」
と
い
う
哲
学
的
関
心
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
(
も
ち
ろ
ん
前
者
と
関
連
す
る
が
)
原
子
力
問

題
・
生
態
系
の
危
機
と
い
っ
た
近
代
科
学
技
術
に
ょ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
問
題
へ
の
倫
理
学
的
応
答
と
い
う
関
心
で
あ
る
。
特
に
後
者
の
関

心
が
、
ア
ー
ペ
ル
を
ヨ
ナ
ス
に
向
か
わ
せ
て
い
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
ヨ
ナ

ス
の
責
任
原
理
に
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
か
。
ま
ず
、
ヨ
ナ
ス
の
責

任
原
理
お
よ
び
そ
の
特
徴
を
押
さ
え
て
お
く
。

(
1
)
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
1
非
対
称
的
関
係
に
立
脚
す
る
倫
理

構
想
1

ヨ
ナ
ス
も
、
今
日
の
科
学
技
術
の
進
展
が
人
類
の
存
続
を
危
う
い
も

の
に
し
て
い
る
と
の
需
の
下
、
責
任
と
い
う
原
理
(
以
下
、
責
任
原

理
)
に
基
づ
い
て
未
来
に
向
け
た
倫
理
を
語
っ
て
い
る
。
ヨ
ナ
ス
の
構

想
は
、
彼
独
特
な
自
然
哲
学
に
基
つ
く
が
、
そ
れ
は
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義

研
究
か
ら
生
じ
る
二
元
論
へ
の
反
省
か
ら
、
ご
兀
需
生
命
観
を
と
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
「
物
質
代
謝
」
と
い
う
生
命
の
自
律
形
式
か
ら
生
命
に
目

的
を
見
る
。
ま
た
独
自
の
進
化
雷
発
想
か
ら
、
人
間
を
最
高
次
の
善

と
し
て
捉
え
る
[
一
§
m
一
経
勗
盤
.
・
一
心
鼻
]
。
そ
れ
ゆ
え
ヨ
ナ
ス

は
、
生
命
を
そ
れ
自
体
善
と
捉
え
、
「
人
類
は
存
在
す
べ
し
」
と
い
う

当
為
を
得
る
[
§
.
一
器
・
N
N
]
。

こ
の
よ
う
な
自
然
哲
学
を
背
景
に
、
ヨ
ナ
ス
は
、
一
方
に
お
い
て
環

境
問
題
が
現
在
を
超
え
る
と
い
う
点
で
現
在
性
・
相
互
性
に
定
位
す
る

カ
ン
ト
倫
理
学
を
[
§
一
獣
{
{
.
・
讐
{
.
]
、
他
方
で
科
学
技
術
に
ょ
る

惨
状
を
も
た
ら
し
た
カ
ン
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
へ
と
至
る
ユ
ー

ト
ピ
ア
主
義
を
拒
否
し
な
が
ら
[
ゆ
ず
丹
 
N
N
誤
.
・
N
一
綴
.
]
、
未
来
へ
の

倫
理
を
次
の
よ
う
に
構
想
す
る
。

ヨ
ナ
ス
は
、
生
命
の
目
的
性
か
ら
、
そ
れ
へ
の
配
慮
、
そ
し
て
そ
れ

を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
人
類
の
存
続
と
い
う
当
為
を
導
く
。
こ

こ
で
存
在
と
当
為
を
結
び
つ
け
る
の
は
直
観
で
あ
る
。
こ
の
直
観
は
、

子
ど
も
(
特
に
新
生
児
)
と
そ
の
親
の
関
係
の
な
か
で
典
型
的
に
生

じ
る
。
ヨ
ナ
ス
は
、
生
ま
れ
た
て
の
、
た
だ
息
を
し
て
い
る
新
生
児
を

「
存
在
論
的
な
範
型
0
ヨ
再
語
m
 
児
紗
墨
色
⑩
ヨ
N
」
と
言
、
つ
。
こ
の
範
型

た
る
弱
き
者
を
見
た
も
の
は
、
そ
し
て
そ
の
存
在
の
「
呼
び
声
即
艮

を
聞
い
た
者
は
、
「
否
応
な
く
§
名
区
売
誘
又
魯
豆
今
」
そ
れ
へ
の
応

答
全
貝
任
ぐ
ゆ
雪
三
0
二
言
⑩
)
に
巻
き
込
ま
れ
る
[
ゆ
区
.
競
{
.
・
N
鎚
.
]
。

子
ど
も
(
新
生
児
)
は
、
存
在
と
当
為
が
そ
こ
に
お
い
て
重
な
り
あ
う
、

配
慮
す
べ
き
存
在
の
「
範
刑
ど
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
圧
倒
的

な
非
対
称
関
係
で
の
一
方
向
的
な
配
慮
義
務
こ
そ
、
ヨ
ナ
ス
に
お
い
て

は
未
来
に
向
け
た
倫
理
の
出
発
点
と
な
る
。

ま
た
、
ヨ
ナ
ス
は
、
こ
の
直
観
の
由
来
を
、
道
徳
的
行
為
の
出
発
点

を
超
越
論
的
な
善
へ
の
意
志
に
求
め
る
カ
ン
ト
と
は
対
照
的
に
、
道

徳
的
な
感
情
に
求
め
る
。
ヨ
ナ
ス
は
、
弱
き
者
か
ら
の
呼
び
か
け
に
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応
答
す
る
人
間
の
感
情
0
ゆ
肆
巨
を
倫
理
の
出
発
点
と
す
る
の
で
あ
る

[
ゆ
豆
,
一
一
語
"
一
認
]
。

こ
こ
で
、
こ
の
「
咸
過
が
「
恐
れ
司
氏
号
」
の
感
情
で
あ
る
こ

と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
親
子
関
係
の
例
で
一
盲
う
と
、
手
を
差
し

伸
べ
な
け
れ
ぱ
、
子
ど
も
が
死
ん
で
し
ま
、
つ
と
い
、
つ
こ
と
へ
の
「
恐

れ
」
で
あ
る
。
配
慮
す
べ
き
対
象
が
、
傷
つ
く
か
も
し
れ
な
い
こ
と

へ
の
、
適
切
な
「
恐
れ
」
こ
そ
が
、
責
任
を
明
確
に
す
る
[
ゆ
豆

W
C
ミ
.
・
器
綴
.
]
。
こ
の
「
恐
れ
」
の
原
理
は
、
彼
の
背
景
た
る
ユ
ダ
ヤ

教
に
あ
る
「
否
定
神
学
」
に
拠
る
。
否
定
神
学
と
は
、
何
が
神
で
あ
る

か
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
何
が
神
で
な
い
か
は
知
る
こ
と
が
で

5
)

き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
[
加
藤
 
M
§
合
師
]
。
こ
の
こ
と
は
ヨ
ナ
ス

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
主
義
批
判
の
背
景
に
も
関
係
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
ヨ
ナ
ス
の
倫
理
構
想
に
お
い
て
は
、
「
恐
れ
」
に
ょ
っ
て
か
き

立
て
ら
れ
る
感
情
が
重
要
に
な
る
。
「
恐
れ
を
導
き
と
す
る
こ
と
が
是

非
と
も
必
要
」
な
の
で
あ
る
[
〕
0
号
一
拐
e
零
・
包
]
。

以
上
か
ら
は
、
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
と
は
、
圧
倒
的
に
弱
き
存
在
か

ら
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
そ
の
存
在
の
可
能
性
を
左
右
し
う
る
存
在
は

応
答
・
配
慮
す
べ
し
、
と
い
う
非
対
称
性
を
特
徴
と
す
る
倫
理
の
原
理

と
一
吾
い
、
つ
る
0

(
2
)
ア
ー
ペ
ル
の
ヨ
ナ
ス
批
判

ア
ー
ペ
ル
は
、
生
命
配
慮
の
重
要
性
、
究
極
に
は
「
人
類
は
存
在
す

べ
し
」
と
い
う
当
為
に
は
完
全
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
っ

け
に
つ
い
て
、
ア
ー
ペ
ル
は
討
議
倫
理
学
と
い
う
立
場
か
ら
、
ヨ
ナ
ス

の
責
任
原
理
は
倫
理
と
し
て
の
妥
当
性
を
も
ち
え
な
い
と
批
判
す
る
。

と
い
う
の
は
、
ヨ
ナ
ス
の
ご
兀
論
的
目
的
論
的
な
存
在
論
は
、
カ
ン

6
)

ト
以
前
の
独
断
論
に
退
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
[
ン
又
二
途
一
途
]
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
動
植
物
、
新
生
児
と
い
っ
た
「
弱
者
」
を
籾
纖
で
き

る
こ
と
自
体
、
ア
ー
ペ
ル
に
す
れ
ば
人
問
が
一
磊
的
な
相
互
主
観
的
世

界
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
に
討

議
倫
理
学
は
基
礎
づ
け
に
お
い
て
先
行
・
優
越
す
る
[
ン
又
一
一
経
]

[
ン
又
二
磐
N
一
語
{
一
.
]
。

実
践
的
に
見
て
も
独
断
需
な
ヨ
ナ
ス
の
立
場
は
問
題
含
み
で
あ
る
。

弱
者
か
ら
の
呼
び
か
け
へ
総
識
・
配
慮
は
、
特
殊
な
も
の
で
あ
っ
て

弛
邑
通
主
義
的
妥
当
性
を
も
ち
え
な
い
。
む
し
ろ
危
険
で
す
ら
あ
る
。
人

種
差
別
刈
器
m
一
仂
ヨ
易
や
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
m
0
凶
N
区
貰
乏
ヨ
調
ヨ
易

と
親
和
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
[
ン
又
一
§
子
途
]
。
ヨ
ナ
ス
自
身

が
意
図
し
な
い
に
し
て
も
、
普
遍
主
義
的
で
な
い
ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理

は
、
特
定
の
人
種
・
世
代
へ
の
犠
牲
を
や
む
な
し
と
す
る
主
張
が
暴
走

す
る
危
険
を
秘
め
て
い
る
[
ン
又
二
途
一
器
ゆ
]
[
ン
又
二
磐
N
一
一
終
.
]
。

討
議
倫
理
学
は
そ
の
正
し
さ
の
チ
エ
ッ
ク
を
つ
ね
に
議
論
に
開
い
て
い
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る
と
い
、
つ
点
で
、
こ
の
危
険
を
阻
止
し
、
つ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
倫
理
の
原

理
は
、
ヨ
ナ
ス
が
言
う
よ
う
に
非
対
称
関
係
で
は
な
く
、
議
論
し
う
る

者
同
士
の
対
称
的
な
関
係
の
な
か
に
求
め
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ

る
0

ア
ー
ペ
ル
は
、
「
人
類
は
存
在
す
べ
し
」
や
「
動
植
物
へ
の
配
慮
」

と
い
っ
た
ヨ
ナ
ス
の
問
題
関
心
は
、
討
議
倫
理
学
の
立
場
で
次
の
よ
う

に
処
理
で
き
る
と
す
る
。
ま
ず
討
議
倫
理
学
が
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
を
先
取
・
承
認
し
こ
の
実
現
へ
努
力
す
る
こ
と

を
当
為
と
す
る
時
点
で
、
す
で
に
、
ヨ
ナ
ス
の
導
く
最
大
の
当
為
「
人

類
は
存
在
す
べ
し
」
も
含
ん
で
い
る
。
カ
ン
ト
以
前
に
退
行
せ
ず
と

も
こ
の
当
為
は
根
拠
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
[
ン
又
工
追
一
W
器
]
。
ま

た
討
議
能
力
を
有
さ
な
い
動
植
物
は
決
し
て
倫
理
的
主
体
に
は
な
ら
な

い
が
1
責
任
を
と
れ
る
の
は
人
問
だ
け
な
の
で
ー
、
そ
の
関
心
が

代
理
的
議
論
さ
れ
る
こ
と
で
ー
つ
ま
り
つ
ね
に
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
を
先
取
す
る
と
い
う
意
味
で
、
つ
ね
に
未
来
で

の
修
正
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
1
弱
者
の
関
心
へ
の
乱
暴
な

判
断
に
は
な
ら
な
い
[
ゆ
ず
丹
W
ゆ
食
.
]
。

以
上
の
よ
う
な
ア
ー
ペ
ル
の
ヨ
ナ
ス
批
判
、
そ
し
て
未
来
倫
理
の
根

拠
づ
け
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
今
日
的
な
責
任
倫
理
で
あ
る
た
め
に

は
、
ヨ
ナ
ス
的
な
討
議
能
力
を
有
さ
な
い
弱
者
へ
の
(
と
の
)
応
答
で

は
な
く
、
彼
/
彼
女
ら
に
細
心
の
配
慮
を
し
な
が
ら
も
討
議
能
力
を
も

つ
も
の
同
士
の
「
共
同
」
の
応
答
こ
そ
が
、
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も

重
要
だ
と
す
る
ア
ー
ペ
ル
の
強
い
姿
勢
で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
に
し
て
み

れ
ぱ
、
絶
対
に
ヨ
ナ
ス
の
根
拠
づ
け
は
腎
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
。ア

ー
ペ
ル
の
ヨ
ナ
ス
責
任
原
理
へ
の
取
組
は
、
こ
の
よ
う
に
対
称
的

応
答
関
係
を
倫
理
的
原
型
と
見
な
す
と
い
う
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
の

性
格
を
改
め
て
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
ヨ
ナ
ス
と

の
取
組
の
最
中
か
ら
、
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
に
お
い
て
は
「
共
同
責

任
」
が
中
心
概
念
と
な
り
、
一
言
わ
ぱ
ヨ
ナ
ス
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「
責
任
」
が
ア
ー
ペ
ル
に
と
っ
て
も
前
景
化
し
て
く
る
。
ヨ
ナ
ス
と
の

対
決
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
そ
の
後
に
ど
う
作
用
し
た
の
か
。

3

ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
に
お
け
る
「
共
同
責
任
」

概
念

(
1
)
「
共
同
責
任
」
概
念
の
新
た
な
登
場
1
 
「
根
源
的
な
共
同
責

任
」

「
共
同
責
任
」
は
、
ヨ
ナ
ス
と
の
対
決
以
前
に
は
、
ア
ー
ペ
ル
討
議

倫
理
学
に
お
い
て
特
段
に
は
言
及
さ
れ
な
い
。
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学

7
}

の
基
本
枠
組
が
提
示
さ
れ
た
忌
認
年
の
論
文
で
は
、
こ
の
概
念
は
一
度

登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
[
ン
又
一
]
男
疑
・
舗
一
]
。
そ
こ
で
明
確
な

規
定
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、
前
後
の
文
脈
な
い
し
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は
論
文
全
体
か
ら
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ー
ペ
ル
に
ょ
る
な
ら
、
討
議
す
る
者
1
真
剣
に
自
説
の
妥
当
性
を

掲
げ
て
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
参
入
す
る
者
1
は
、
そ
の
時
点
で

つ
ね
に
す
で
に
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
を
先
取
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
討
議
主
体
は
、
他
の
討
議
パ
ー
ト
ナ
ー

と
連
帯
し
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
平
等
性
を
相
互
に
承
認
し
た
上
で
「
共

同
」
し
て
、
そ
こ
で
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
(
討
議
)
の
進
行
・
△
口

意
追
求
に
関
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
も
承
認
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
討
議
へ
の
共
同
応
答
(
義
務
)
を
、
当
初
の
「
共
同
責
任
」

概
念
は
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
討
議
に
入
る
者
が
、
討
議
を
可
能

に
す
る
た
め
に
、
自
身
を
反
事
実
的
に
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
」
と
し
て
構
成
(
仮
{
疋
)
し
、
そ
の
上
で
県

に
そ
の
よ
う
な
理
想
的
存
在
者
と
し
て
構
成
(
仮
{
疋
)
し
た
他
者
(
同

格
の
他
者
)
へ
と
向
か
い
、
そ
こ
に
応
答
し
て
い
く
義
務
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
-
C
谷
年
代
で
の
こ
の
概
念
は
、
ロ

ゴ
ス
を
有
す
る
者
同
士
と
い
う
対
称
性
の
応
答
関
係
と
し
て
特
徴
づ
け

ら
れ
る
。

こ
れ
と
は
異
な
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
「
共
同
責
任
」
概
念
が
ア
ー

ペ
ル
討
議
倫
理
学
の
な
か
に
新
た
に
登
場
す
る
の
は
、
ヨ
ナ
ス
責
任
論

9
〕

8
〕

へ
の
本
格
的
な
応
答
以
降
、
一
途
⇔
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ア
ー

ペ
ル
は
こ
の
概
念
を
、
一
途
中
年
代
に
入
っ
て
ヨ
ナ
ス
の
益
貝
任
」
概
念

と
関
連
・
対
比
さ
せ
な
が
ら
形
成
し
、
彼
の
討
議
倫
理
学
の
中
心
に
据

え
る
よ
う
に
な
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
新
た
な
「
共
同
責
任
」
概
念
を
、
し

ぱ
し
ば
口
ー
マ
ク
ラ
ブ
の
設
立
と
い
っ
た
環
境
運
動
を
事
例
に
説
明

す
る
[
ン
で
ゅ
一
N
§
 
N
践
.
]
。
ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
う
し
た
運
動

は
、
役
割
・
立
場
上
で
は
そ
の
問
題
解
決
に
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
問
題
へ
の
責
任
を
脱
慣
習
的
に
認
識
し
た

人
々
に
ょ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
自
己
に
生
じ
た
努
ぞ
伝

え
あ
い
討
議
す
る
こ
と
で
運
動
を
展
開
し
て
い
く
。
ア
ー
ペ
ル
に
ょ

れ
ぱ
、
こ
う
し
た
社
会
運
動
に
か
か
わ
る
人
々
の
な
か
に
は
、
「
本
性

か
ら
動
機
づ
け
ら
れ
る
共
同
責
任
ぐ
号
 
Z
黒
三
讐
仂
ヨ
C
豆
=
路
子
讐
Φ

冨
一
一
ぐ
曾
省
三
0
昌
=
叫
」
が
生
じ
て
い
る
[
ゆ
区
.
-
N
の
]
。
ア
ー
ペ
ル
は

W
〕

こ
れ
を
「
根
源
的
な
又
一
ヨ
又
巳
巴
」
[
Φ
区
一
ゞ
]
も
の
と
見
な
す
。

こ
の
新
た
に
登
場
し
た
「
根
源
的
」
な
「
共
同
責
任
」
と
は
何
か
。

「
し
か
し
、
こ
こ
で
〔
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
が
「
究
極
的
基
礎

づ
け
」
を
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
〕
い
つ
も
次
の
よ
う
な
思
い
を

(
3
 
「
共
同
責
任
」
概
念
に
お
け
る
ヨ
ナ
ス
の
影
響

そ
も
そ
も
な
ぜ
ア
ー
ペ
ル
は
「
共
同
責
任
」
概
念
を
新
た
に
彼
の
討

議
倫
理
学
の
な
か
に
導
入
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
の

理
由
を
次
の
よ
、
つ
に
述
べ
て
い
る
。
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も
つ
て
い
ま
し
た
。
何
か
一
面
的
だ
し
、
さ
ら
に
何
か
足
り
な
い
、

と
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
た
と
え
ぱ
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
の
側
か
ら
な
さ

れ
る
よ
う
な
、
一
面
的
な
正
義
の
倫
理
に
対
す
る
抗
議
の
な
か
で
も

繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
配
慮
署
誘
0
樋
ゆ
が
言
及
さ

、し

れ
ま
す
。
〔
そ
れ
に
対
し
て
〕
私
は
責
任
く
ゆ
雪
三
又
E
=
⑩
に
言
及

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
へ
問
、
つ
た
の
は
次
の
よ
、
つ
な
も
の
で
し

た
。
こ
の
責
任
は
、
論
証
の
究
極
的
な
前
提
に
お
い
て
す
で
に
係
留

さ
れ
て
い
る
超
越
論
的
責
任
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
真
剣
に
議
論
し
て
い
る
と

き
に
、
す
で
に
何
ら
か
の
責
任
を
承
認
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な

こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
ど
の

よ
う
な
〔
呼
び
か
け
へ
の
〕
応
答
ぐ
円
曾
三
又
書
コ
⑩
を
承
認
し
て

い
る
の
だ
ろ
、
つ
か
。
そ
こ
で
私
は
責
任
ぐ
曾
谷
三
0
二
言
如
の
新
し

い
概
念
を
、
つ
ま
り
共
同
生
貝
任
ミ
~
.
ミ
§
§
§
貸
を
導
入
し
た

Ⅱ
〕

の
で
す
。
」
[
ン
又
一
N
⇔
宮
三
O
W
]
〔
強
調
は
ア
ー
ペ
ル
〕

こ
こ
か
ら
明
確
に
伝
わ
る
の
は
、
ア
ー
ペ
ル
は
討
議
な
い
し
自
身
の

討
議
倫
理
学
は
、
フ
エ
ミ
ニ
ズ
ム
ー
ア
ー
ペ
ル
は
ギ
リ
ガ
ン
の
『
も
、
つ

一
つ
の
庄
を
挙
げ
て
い
る
[
ゆ
区
]
1
が
言
及
す
る
よ
う
な
「
配
慮
」

な
い
し
は
「
ケ
ア
」
に
類
す
る
「
責
任
/
応
效
口
ぐ
ゆ
益
三
乏
又
三
品
」
こι

よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
1
 
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
共
同
体
」
の
先
取
に
随
伴
し
て
指
摘
し
う
る
「
超
越
論
的
責

任
」
今
ま
り
一
ゆ
谷
年
代
に
示
唆
さ
れ
た
「
共
同
責
任
」
)
と
は
次
元
の

異
な
る
ー
よ
り
根
源
的
な
応
答
関
係
で
な
い
か
と
考
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
わ
ば
ケ
ア
論
的
な
応
答
関
係
を
、
ア
ー
ペ
ル

は
新
た
に
討
儒
理
学
の
な
か
に
取
り
込
み
、
討
議
の
本
質
的
応
答
関

係
を
「
共
同
責
任
」
の
概
念
で
新
た
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ

の
と
き
、
こ
の
根
源
的
な
応
答
関
係
と
し
て
、
ヨ
ナ
ス
の
「
責
任
」
概

念
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ぱ
、
こ
の
根
源
的
な
応
答
関
係
と
し
て
の
「
共

同
責
任
」
は
、
「
よ
り
多
く
の
知
識
、
ま
た
よ
り
多
く
の
力
を
有
し
て

い
る
者
」
に
生
じ
る
し
、
「
こ
の
よ
り
多
く
の
力
と
は
、
特
に
ヨ
ナ
ス

が
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
」
[
§
.
、
一
念
]
。
そ
し
て
、
ア
ー
ペ

レ
よ
、

「
こ
れ
〔
「
根
源
的
な
共
同
責
任
」
〕
は
、
言
う
な
ら
ぱ
そ
の
彼
〔
ヨ
ナ

ス
的
な
意
味
で
の
力
を
有
し
た
者
〕
に
生
じ
、
そ
れ
に
彼
も
気
づ
く
」

と
述
べ
る
[
§
.
]
。
こ
う
し
た
ヨ
ナ
ス
に
依
拠
し
た
力
の
非
対
称
性

へ
の
言
及
に
注
目
す
る
な
ら
、
「
共
同
責
任
」
に
は
、
ヨ
ナ
ス
の
「
責

任
」
の
考
え
方
1
非
対
称
関
係
で
の
配
慮
1
が
入
っ
て
来
て
い
る

と
一
言
え
る
。

ま
た
、
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
に
は
、
ヨ
ナ
ス
的
な
否
定

神
学
、
と
り
わ
け
「
恐
れ
」
と
い
う
感
情
の
重
要
視
も
作
用
し
て
い
る
。

ア
ー
ペ
ル
は
、
「
共
同
責
任
」
に
お
い
て
「
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
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ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
結
果
を
避
け
る
こ
と
」
七
言
う
[
ン
又
一
§
9
N
伽
]

〔
強
調
は
ア
ー
ペ
ル
〕
。

カ
ン
ト
の
心
情
倫
理
に
対
し
て
、

皮
よ
、

結

果
を
考
慮
す
る
ウ
エ
ー
バ
ー
的
な
=
貝
任
倫
理
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、

「
わ
れ
わ
れ
は
自
然
へ
の
介
入
に
ょ
っ
て
、
つ
ま
り
行
為
H
に
ょ
っ
て
、

結
果
E
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
介
入
行

為
が
な
け
れ
ぱ
生
じ
な
い
も
の
」
[
舎
丹
§
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
間

の
行
為
が
非
対
称
的
に
環
境
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。
人
間
は
力

を
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
問
は
そ
の
こ
と
を
厳

に
戒
め
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
結
果
を
恐
れ
避
け
な
け
れ
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
か
な
る
あ
り
方
が
目
指
す
べ
き
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
こ
れ
で
は
な
い
。
恐
ろ
し
い
。
だ
か
ら
避
け
る
べ
き
だ
。
こ
、
つ

し
た
考
え
方
は
、
ジ
コ
ラ
が
言
、
つ
よ
う
に
「
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
プ

リ

ロ
ジ
エ
ク
ト
を
疑
え
ヨ
含
豆
0
 
8
昇
唇
又
巳
R
言
ヨ
」
と
い
、
つ
原
理
と

合
致
す
る
[
仂
牙
0
益
 
N
§
禽
]
。
こ
れ
は
、
従
来
の
ア
ー
ペ
ル
討
議

倫
理
学
に
は
な
か
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
「
理
想
的
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
」
と
い
、
つ
ぁ
る
意
味
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
志

向
が
唯
一
の
統
制
原
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
ー
ペ
ル
の
「
共

同
責
任
」
に
は
、
「
ヨ
ナ
ス
の
意
味
で
の
、
予
見
的
な
配
慮
責
任
丑
ゆ

又
o
m
で
ゅ
又
一
ぐ
ゆ
署
誘
又
⑩
ゆ
ー
ぐ
ゆ
益
ヨ
乏
0
二
言
鵬
一
ヨ
 
m
ヨ
昂
〕
0
暴
仂
'

[
ゆ
豆
.
]
が
新
た
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ア
ー
ペ
ル
が
討
議
(
倫
理
学
)
の
根
源

(
3
)
「
共
同
責
任
」
の
逆
説
性
ー
ア
ー
ペ
ル
の
遂
行
論
的
矛
盾
1

以
上
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
非
対
称
の
応
答
関
係
に
ょ
っ
て
対
称
の

応
答
関
係
は
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
関
係
(
討

議
)
の
生
起
は
、
非
ロ
ゴ
ス
と
の
関
係
を
契
機
と
す
る
の
だ
。
こ
う
し

た
逆
説
性
を
、
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
に
お
け
る
ヨ
ナ
ス
の

影
響
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ー
ペ
ル
は
、
そ
う
し
た
非
ロ
ゴ
ス
と
の
非
対
称

な
応
答
関
係
は
ー
そ
し
て
力
の
優
位
な
も
の
の
な
か
に
発
生
す
る
非

力
な
も
の
へ
の
配
慮
義
務
感
情
は
ー
、
あ
く
ま
で
討
議
的
な
対
称
的

な
応
答
関
係
と
「
等
根
源
的
映
再
冨
誘
又
曾
堕
一
今
」
[
ン
又
一
§
=

に
見
よ
、
つ
と
し
た
応
答
関
係
/
責
任
ぐ
売
岳
三
冬
又
三
晶
(
「
根
源
的
な

共
同
責
任
」
)
と
は
、
ヨ
ナ
ス
の
「
責
任
」
と
基
本
的
に
同
型
だ
と
言

え
よ
、
つ
。
す
な
わ
ち
、
非
対
称
関
係
を
前
提
に
し
た
、
配
廟
を
要
す
る

対
象
か
ら
の
呼
び
か
け
へ
の
応
答
で
あ
る
。
ア
ー
ペ
ル
は
、
ヨ
ナ
ス
と

の
対
決
を
と
お
し
て
、
討
議
の
作
動
・
始
動
に
は
、
こ
う
し
た
非
対
称

関
係
に
基
づ
く
根
源
的
な
応
答
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
、
つ
し
た
非
対
称
関
係
の
上
に
成
り
立

つ
討
議
者
同
士
の
応
答
関
係
全
体
を
、
「
丑
N
貝
任
」
と
い
う
概
念
で

言
お
う
と
し
て
い
る
。
「
共
同
責
任
」
概
念
に
は
、
非
対
称
関
係
の
応

答
/
責
任
と
対
称
関
係
の
そ
れ
と
が
二
重
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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一
昂
]
だ
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ナ
ス
的
契
機
は
、
討
議
の
作

動
に
関
与
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
先
行
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ー

ペ
ル
側
に
立
て
ぱ
、
対
象
を
同
定
で
き
る
と
い
う
時
点
で
、
そ
こ
で
は

す
で
に
意
味
の
解
釈
世
界
1
究
極
的
に
は
「
理
想
的
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
共
同
体
」
 
1
が
先
取
さ
れ
て
お
り
、
「
こ
の
点
で
、
責
任
の

非
対
称
的
関
係
の
ヨ
ナ
ス
的
分
析
に
、
こ
う
し
た
相
互
的
対
話
関
係

は
先
行
す
る
」
[
仂
芽
0
岳
§
W
一
語
]
。
あ
く
ま
で
、
討
議
倫
理
学
の
倫

理
原
型
は
、
ロ
ゴ
ス
を
も
つ
者
同
士
の
対
等
な
関
係
性
に
置
か
れ
る
。

ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ば
、
ヨ
ナ
ス
的
な
契
機
は
、
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学

1
〕

の
枠
内
に
回
収
・
統
合
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
ア
ー
ペ
ル
の
主
張
は
維
持
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

右
で
述
べ
た
よ
う
に
、
討
議
の
核
心
た
る
「
共
同
責
任
」
概
念
の
な

か
に
、
ヨ
ナ
ス
的
契
機
が
討
議
の
前
提
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
点

で
、
す
で
に
ア
ー
ペ
ル
の
主
張
は
矛
盾
し
て
い
る
。
ま
た
先
の
ア
ー
ペ

ル
の
発
言
、
「
こ
れ
〔
「
根
源
的
な
共
同
責
任
」
〕
は
、
一
言
う
な
ら
ぱ
そ

の
彼
〔
ヨ
ナ
ス
的
な
意
味
で
の
力
を
有
し
た
者
〕
に
生
じ
、
そ
れ
に
彼

も
気
づ
く
」
[
ン
呈
§
一
ず
一
さ
心
]
に
改
め
て
目
を
向
け
る
と
、
そ
こ

か
ら
は
「
責
任
が
生
じ
」
そ
の
後
「
気
づ
く
」
 
1
そ
れ
が
討
議
に
繋

が
る
ー
と
い
、
つ
時
問
関
係
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と

は
ロ
ゴ
ス
外
の
も
の
へ
の
応
答
が
ロ
ゴ
ス
(
討
議
)
に
先
立
っ
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
責
任
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
「
生

じ
る
讐
乏
N
n
牙
含
」
と
い
う
自
動
詞
に
注
目
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
生

じ
る
も
の
は
自
然
と
わ
き
上
が
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
身
体
咸
覺
的
な
感
情
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
こ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス

(
討
議
)
に
回
収
・
統
合
で
き
る
の
か
。

ヨ
ナ
ス
の
責
任
原
理
を
(
そ
の
根
拠
づ
け
と
い
う
点
で
)
否
定
し
な

が
ら
も
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
白
身
の
構
想
の
中
心
に
置
く
と
い
う
議

論
の
構
造
、
そ
し
て
そ
の
な
か
で
何
気
な
く
使
用
さ
れ
る
文
や
単
票
、

ア
ー
ペ
ル
自
身
の
主
張
ー
ヨ
ナ
ス
的
「
責
任
」
の
発
生
と
討
議
の
開

始
は
「
等
根
源
的
」
で
あ
り
、
ヨ
ナ
ス
的
契
機
の
先
行
性
は
腎
ら
れ

な
い
ー
と
矛
盾
す
る
。
む
し
ろ
ア
ー
ペ
ル
の
議
塾
岬
自
体
が
、
ア
ー
ペ

ル
討
議
倫
理
学
に
と
っ
て
の
ヨ
ナ
ス
的
倫
理
の
先
行
性
・
不
可
欠
性
を

遂
行
的
に
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ア
ー
ペ
ル
の
遂
行
論
的
矛
盾

は
、
ヨ
ナ
ス
的
な
非
対
称
倫
理
契
機
は
討
議
倫
理
学
に
と
っ
て
拒
絶
す

る
こ
と
も
、
そ
の
な
か
に
回
収
・
統
△
口
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
む
し
ろ

対
称
関
係
の
討
議
(
「
共
同
責
任
」
)
を
可
能
に
す
る
と
い
う
逆
説
性
を

"
)

証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
逆
説
性
を
有
す
る
「
共
同
責
任
」
概
念
は
、

教
育
学
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
の
要
点
を
述
べ
て
お
く
。
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責

「
共
同
責
任
」
概
念
の
教
育
学
的
意
義

4

8S



任
」
概
念
は
、
そ
の
逆
説
性
に
ょ
っ
て
、
教
育
的
行
為
の
あ
る
意
味
の

本
質
的
特
徴
を
気
づ
か
せ
て
く
れ
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
を
と
お
し
て
教

育
に
関
す
る
一
つ
の
倫
理
を
示
唆
し
て
い
る
。

先
行
研
究
は
、
討
議
倫
理
学
あ
る
い
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
コ
ミ
ユ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
を
手
が
か
り
に
す
れ
ぱ
、
専
ら
目
的
1
手

段
図
式
で
理
解
さ
れ
て
き
た
教
育
的
関
係
を
、
相
互
主
体
的
な
関
係

と
し
て
新
た
に
捉
え
直
し
う
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
き
た
[
野
平

一
途
一
]
[
今
井
=
途
]
[
渡
邉
§
0
]
[
西
野
一
途
伽
]
[
藤
井
§
巴

[
丸
橋
 
N
§
]
。
す
な
わ
ち
、
教
育
も
討
議
な
い
し
は
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
的
行
為
と
し
て
語
れ
る
、
と
。
た
し
か
に
、
教
育
と
呼
ぱ
れ
る

と
こ
ろ
に
は
意
味
形
成
公
口
意
形
成
)
が
あ
る
。
学
校
の
授
業
も
、
教

師
と
生
徒
は
意
味
を
確
認
し
な
が
ら
公
口
意
形
成
し
な
が
ら
)
進
ん

で
い
く
[
今
井
一
途
中
一
器
践
.
]
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
疑
問
が
生
じ
る
。

教
育
的
関
係
を
相
互
主
体
的
関
係
と
し
て
記
述
で
き
る
と
し
て
も
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
そ
の
こ
と
で
教
育
的
関
係
な
い
し
教
育
的
行
為
を
全
部

説
明
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
ー
も
ち
ろ
ん
、

先
行
研
九
九
が
、
教
育
を
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
で
す
べ
て
説
明

で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
教
育
と
い
っ
た
場
で
な
さ

れ
る
合
意
形
成
と
、
ふ
?
つ
の
お
し
ゃ
べ
り
、
あ
る
い
は
職
場
の
会
議

な
ど
で
の
△
愚
と
は
述
う
の
で
は
な
い
か
。
後
者
か
ら
、
前
者
を
区
別

す
る
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
教
え
る
」
「
導
く
」
意
図
へ
繋

が
る
倫
理
的
パ
ト
ス
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
倫
理
的
パ
ト
ス
と

い
う
と
き
、
ヨ
ナ
ス
が
道
徳
的
行
為
の
出
発
点
と
し
て
重
視
し
た
「
感

情
」
な
い
し
は
「
責
任
の
感
情
」
を
意
識
し
て
い
る
口
0
昆
m
一
経

一
段
.
・
一
認
{
.
]
。
こ
の
意
図
へ
昇
華
す
る
以
前
の
感
情
な
い
し
パ
ト
ス

に
ょ
っ
て
こ
そ
教
育
者
な
い
し
教
師
と
い
う
主
体
が
立
ち
上
が
り
、
そ

し
て
は
じ
め
て
教
育
者
は
「
導
く
」
意
図
を
も
っ
て
、
被
教
育
者
と
と

も
に
相
互
主
体
的
に
ロ
ゴ
ス
的
な
意
味
形
成
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
だ
と
す
る
と
、
そ
の
「
導
く
」
意
図
へ
繋
が
る
倫
理
的

パ
ト
ス
の
発
生
を
も
含
め
て
捉
え
な
け
れ
ば
、
教
育
的
行
為
を
説
明
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
倫
理
的
パ
ト
ス
の
発
生
を
、
「
共
同
責

任
」
概
念
は
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
一
磊
的

な
相
互
主
体
の
外
部
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
呼
ぴ
か
け
ら
れ
、
そ

こ
へ
配
慮
を
向
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
倫
理
的
主
体
が

立
ち
上
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
倫
理
的
主
体
が

△
黒
形
成
の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
志
向
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
討
議
主
体
と
は
何
ら
か
の
主
張
を
掲
げ
る
者
で
あ
る

と
い
う
点
で
工
疋
の
価
値
の
方
に
導
こ
う
と
す
る
者
で
あ
る
。
だ
と
す

る
と
、
こ
こ
で
の
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
討
議
主
体
と
、
右
で
み
た
倫

理
的
パ
ト
ス
に
導
か
れ
た
教
育
主
体
は
同
じ
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で

き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
教
育
的
行
為
に
お
い
て
も
、
非
対
称
的
な
関
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係
を
本
質
的
契
機
と
し
て
倫
理
的
主
体
と
し
て
の
教
育
者
な
い
し
教
師

(
そ
れ
は
親
か
も
し
れ
な
い
し
、
学
校
の
教
師
か
も
し
れ
な
い
し
、
職

場
の
先
輩
か
も
し
れ
な
い
)
が
生
じ
、
そ
の
都
度
ご
と
の
生
活
世
界
を

背
景
と
し
な
が
ら
、
そ
の
教
育
者
は
被
教
育
者
と
の
あ
い
だ
で
意
味
を

紡
ぎ
は
じ
め
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
教
育
者
と
被
教
育
者
は
意
味
形

成
と
い
う
点
で
対
称
関
係
と
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
き
、
教
育
的
行
為

は
、
非
対
称
関
係
と
対
称
関
係
の
双
方
を
モ
メ
ン
ト
と
し
て
い
る
。
だ

と
す
る
と
、
教
育
的
行
為
を
相
互
主
体
関
係
と
し
て
張
す
る
の
は
不

十
分
で
あ
り
、
そ
れ
は
こ
の
二
つ
の
関
係
性
の
交
錯
と
し
て
捉
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
、
つ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
教
育
に
非
対
称
的
な
モ
メ
ン
ト
を
認
め
る
と
い
、
つ
こ
と
は
、

教
育
実
践
上
の
一
つ
の
倫
理
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
非

対
称
的
モ
メ
ン
ト
に
ょ
っ
て
こ
そ
教
育
的
行
為
が
始
ま
る
。
つ
ま
り
そ

れ
に
ょ
っ
て
、
被
教
育
者
と
の
合
意
形
成
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
が
始

ま
る
。
そ
、
つ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
教
師
は
、
自
己
自
身
を
本
質
的
に
形

成
し
て
い
る
非
対
称
モ
メ
ン
ト
の
有
意
味
性
を
積
極
的
に
認
め
な
け
れ

は
な
ら
な
い
。
教
師
は
、
教
育
に
お
い
て
は
、
一
方
で
は
そ
の
解
消
を

目
指
し
な
が
ら
も
、
他
方
に
お
い
て
は
非
対
称
モ
メ
ン
ト
の
克
服
は
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
徹
底
し
て
も
た
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
う
し

た
矛
盾
し
た
倫
理
を
自
身
に
課
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、

合
意
形
成
が
完
全
に
成
就
し
非
対
称
性
が
克
服
さ
れ
て
し
ま
え
ば
ー

つ
ま
り
教
育
が
完
全
に
う
ま
く
い
っ
て
し
ま
え
ば
ー
、
そ
れ
は
そ
の

場
が
一
つ
の
意
見
や
価
値
で
ご
兀
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
目
の
前
の

他
者
を
何
か
に
導
き
た
い
と
い
う
そ
の
後
の
パ
ト
ス
も
関
心
も
生
じ
な

い
し
、
そ
の
必
要
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
育
と
呼
ば

れ
る
倫
理
的
討
議
も
生
じ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う

し
た
倫
理
的
討
議
が
生
じ
な
く
て
も
そ
れ
は
そ
れ
で
構
わ
な
い
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
、
つ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
ご
兀
化
さ
れ

た
場
に
潜
む
か
も
し
れ
な
い
何
ら
か
の
抑
圧
や
不
正
を
、
そ
れ
と
気
づ

か
れ
な
い
ま
ま
温
存
す
る
可
能
性
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
を
問
題
だ

と
見
な
す
な
ら
ぱ
、
先
に
述
べ
た
倫
理
を
承
服
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

一
方
で
合
意
形
成
を
貝
指
し
つ
つ
、
他
方
で
は
そ
の
不
可
能
性
を
徹
底

し
て
自
覚
す
る
、
と
い
う
倫
理
で
あ
る
。
教
師
は
、
世
界
に
「
複
数
性

5
〕

三
氏
巴
一
q
」
(
ア
レ
ン
ト
^
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
こ
の

教
育
実
践
上
の
倫
理
は
、
教
師
に
対
し
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
姿
勢

態
度
を
要
請
す
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
丸
山
の
「
潜
在
的
な
他
者

性
」
と
い
う
考
え
方
を
参
照
し
よ
う
[
丸
山
 
N
§
岑
]
。
こ
れ
に
倣

う
と
、
「
完
全
に
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
な
い
、
予
測
を
超
え
た
反
応

を
し
う
る
存
在
」
を
被
教
育
者
の
な
か
に
、
つ
ね
に
あ
え
て
見
よ
う
と

す
る
態
度
が
教
師
に
は
必
要
だ
と
一
言
え
る
だ
ろ
う
。
教
師
の
こ
の
姿
勢

゛
、
、

が
、
次
の
討
議
1
倫
理
的
行
為
と
し
て
の
教
育
的
討
議
1
を
可
能

に
し
て
い
く
。
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以
上
を
ま
と
め
よ
う
。
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
概
念
は
、
教
育

的
関
係
を
非
対
称
的
関
係
と
対
称
的
関
係
の
交
錯
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、

ま
た
そ
の
よ
う
な
見
方
を
と
お
し
て
教
育
実
践
上
の
一
つ
の
逆
説
的
な

倫
理
1
非
対
称
性
の
克
服
を
目
指
し
つ
つ
、
そ
の
不
可
能
性
を
自
覚

す
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
向
か
い
△
口
う
子
ど
も
な
い
し
被
教
育
者
の
な
か

に
こ
ち
ら
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
部
分
を
積
極
的
に
見
よ
、
つ
と
す
る

姿
勢
1
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
、
「
共
同
責
任
」
概
念
の
教

育
学
的
な
意
義
が
あ
る
。

お
わ
り
に

本
研
究
の
問
題
関
心
は
、
<
他
者
>
つ
ま
り
一
磊
の
外
側
に
い
る
人

(
あ
る
も
の
)
と
討
議
と
の
関
係
性
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
教
育
と
い

う
行
為
に
お
け
る
<
他
者
>
と
い
う
契
機
を
、
適
切
に
す
く
い
上
げ
る

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
討
議
倫
理
学
に
関
心
を
寄
せ

る
教
育
学
研
究
の
な
か
で
は
、
あ
ま
り
問
題
化
さ
れ
な
い
で
き
た
。
む

し
ろ
、
討
議
倫
理
学
の
一
磊
論
的
転
回
の
意
義
に
着
目
す
る
が
ゆ
え
に

ー
つ
ま
り
意
識
と
い
う
高
み
を
設
定
し
な
い
が
ゆ
え
に
ー
、
向
か

い
合
っ
子
ど
も
(
被
教
育
者
)
を
豆
叩
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き

る
相
手
と
し
て
「
同
等
と
捉
え
る
」
こ
と
の
重
要
性
の
方
が
強
鯛
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
視
点
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
的
関
係
論
に
新
た
な
見
方

を
も
た
ら
し
た
点
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
見
方
を
一
面
化
す
る
こ
と
は
、
一
百
語
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

能
力
に
は
還
元
さ
れ
な
い
存
在
を
抑
圧
な
い
し
承
認
し
損
な
う
危
険
を

含
ん
で
い
る
。

ア
ー
ペ
ル
が
<
他
者
>
問
題
を
追
究
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
は
対
照
的
に
、
ア
ー
ペ
ル
は
、
一
磊
の
限
界

無
き
優
位
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
で
、
ヨ
ナ
ス
と

い
う
限
界
、
つ
ま
り
一
嘉
の
限
界
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

討

染
生
じ
る
(
討
議
主
体
が
立
ち
上
が
る
)
瞬
間
を
問
題
化
し
た
。
そ

し
て
本
研
究
は
、
ア
】
ペ
ル
議
邑
散
見
さ
れ
る
ヨ
ナ
ス
的
要
素
の
存

在
か
ら
、
そ
れ
以
上
に
ア
ー
ペ
ル
議
論
の
逆
説
的
構
造
へ
の
考
察
か

ら
、
言
語
の
外
部
に
い
る
も
の
(
あ
る
も
の
)
が
、
討
議
を
可
能
に
す

る
と
い
う
知
見
を
得
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
向
か
い
合
う
相
手
の
な

か
に
、
「
分
か
ら
な
さ
」
を
積
極
的
に
見
出
す
と
い
う
倫
理
を
引
き
出

し
た
。
こ
う
し
た
結
論
は
、
先
行
^
究
を
否
定
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た

く
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
分
か
ら
な
さ
」
承
認
の
倫
理
は
、
向
か
い

合
っ
存
在
を
、
一
一
晶
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
相
手
と
し
て
同
等
と
し
て

見
る
こ
と
と
同
時
に
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
に
追
求
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ア
ー
ペ
ル
の
「
共
同
責
任
」
に
関
す
る
議
論
は
、
そ
れ
自
体
が
パ

フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
に
、
討
議
倫
理
学
に
関
心
を
寄
せ
る
教
育
学
に
対
し
、

一
嘉
論
的
転
回
に
加
え
て
、
他
者
論
的
転
回
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い

認



る
の
で
あ
る
。

註

こ
の
点
は
べ
ン
ハ
ビ
ブ
が
す
で
に
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
[
べ

ン
ハ
ビ
ブ
 
N
§
長
.
]
。

[
品
川
 
N
§
は
「
人
類
は
存
在
す
べ
し
」
と
い
う
ヨ
ナ
ス
の

主
張
を
、
ヨ
ナ
ス
と
は
異
な
る
品
川
独
自
の
解
釈
に
ょ
っ
て

[
今
丹
出
]
、
討
議
倫
理
学
に
ょ
っ
て
簡
単
に
論
駁
さ
れ
る
も

の
で
な
い
こ
と
を
論
じ
、
ヨ
ナ
ス
ー
ア
ー
ペ
ル
と
い
う
存
在
論

が
異
な
る
「
両
者
を
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
し
た
と
き
に
、
何
が

見
え
て
く
る
か
」
を
論
じ
て
い
る
[
§
.
一
§
]
。
こ
の
品
川

の
議
論
の
仕
方
か
ら
は
、
本
研
究
の
方
法
論
に
関
し
て
大
き
な

示
唆
を
得
た
。
銘
記
し
て
お
く
。

教
育
学
に
お
け
る
討
議
1
<
他
者
>
問
題
の
先
行
研
究
と

マ
ス
を
論
じ
た
[
野
平
遍
§
[
西
野

し
て
は
、

ハ

ハ

一
途
巴
も
挙
げ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
教
育
学
で
の
討
議

倫
理
学
研
究
の
他
者
論
的
転
回
に
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
は
討
議
主
体
生
成
に
<
他
者
>
契
機
が
重
要
な
こ

と
の
指
摘
に
留
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
ど
の
よ
う
に
教
育
を

構
想
す
る
か
と
い
う
考
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
本
研
究
は
、

こ
こ
を
進
捗
さ
せ
よ
、
つ
と
し
て
い
る
。

2
)

3
)

4
)

平
等
性
、
連
帯
性
、
共
同
責
任
が
ア
ー
ペ
ル
討
議
倫
理
学
の

根
本
規
範
で
あ
る
が
、
「
共
同
責
任
」
が
他
の
二
つ
と
並
ん
で

こ
の
よ
、
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
、
つ
に
な
る
の
は
、
ブ
ル
ク

ル
ト
に
ょ
れ
ぱ
一
途
一
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
厨
巨
n
喜
讐
一

ハ§
一
一
§
。

こ
こ
か
ら
「
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
を
疑
え
冒
ル
=
豆
0
 
8
三
益

で
§
曾
言
ヨ
」
冒
今
一
曾
一
経
ず
]
と
い
う
原
理
が
定
式
化
さ

れ
る
。
こ
の
原
理
は
、
近
代
科
学
技
術
の
よ
う
な
人
類
の
生

命
・
存
続
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
な
賭
け
へ
の
制
限
・
拒
否
を

含
意
し
て
い
る
[
〕
0
号
一
経
聾
{
.
・
婁
{
.
]
[
〕
§
m
一
経
]

[
則
今
一
円
一
追
寺
N
禽
]
[
仂
穿
§
N
§
A
熱
]
。

ヨ
ナ
ス
の
議
論
に
対
し
て
は
、
存
在
か
ら
の
当
為
の
導
出
と
い
う

自
然
主
義
的
誤
謬
へ
の
批
判
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ア
ー

ペ
ル
は
、
ヨ
ナ
ス
が
そ
れ
を
意
図
的
に
行
っ
て
い
る
以
上
批
判

す
る
こ
と
は
フ
エ
ア
で
は
な
い
と
す
る
[
ン
又
一
]
途
一
途
]
。

論
文
「
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
共
同
体
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
倫
理

の
基
礎
」
[
ン
又
一
一
途
器
認
,
禽
・
N
N
-
,
器
一
]
。

誘
の
年
の
論
文
「
今
日
の
責
任
ぐ
§
ヨ
乏
0
昏
姦
=
ゆ
三
ゆ
」

[
ン
又
二
努
尖
一
謬
,
N
一
の
]
が
そ
う
で
あ
る
。

一
ゆ
曽
年
代
は
ア
ー
ペ
ル
に
と
つ
て
は
1
共
同
体
論
者
と
の
対

決
、
あ
る
い
は
航
倫
理
学
の
「
究
極
的
基
礎
づ
け
」
を
め
ぐ

8
)

9
)

5
)

6
)

7
)

、、_'ノ
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る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
の
対
立
を
と
お
し
て
1
討
議
と
人
倫

と
の
関
連
が
課
題
と
な
り
、
「
責
任
倫
理
と
し
て
の
討
議
倫
理

学
」
の
精
緻
化
が
目
指
さ
れ
た
(
「
B
部
門
」
の
設
置
)
。
し
た

が
っ
て
、
一
拐
0
年
代
半
ば
に
は
す
で
に
「
責
任
(
倫
理
)
」
が

ア
ー
ペ
ル
の
な
か
で
重
要
な
鍵
概
念
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ま
だ
誘
0
年
代
で
は
「
共
同
責
任
」
は
登
場
し
な
い
。
註
4
)

で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
共
同
責
任
」
が
新
た
に
登
場
し
て
く
る

の
は
一
途
0
年
代
以
降
で
あ
る
。

ア
ー
ペ
ル
に
ょ
れ
ば
、
こ
の
「
根
源
的
な
共
同
責
任

又
一
ヨ
0
ミ
一
巴
Φ
冨
一
一
ぐ
ゆ
岳
昇
冬
0
二
=
=
鵬
」
は
、
遂
行
論
的
矛
盾
を

犯
す
こ
と
な
し
に
は
否
定
で
き
な
い
の
で
、
討
議
倫
理
学
の

究
極
的
な
根
本
規
範
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
[
ン
又
一
N
§

ゞ
]
。
そ
の
た
め
、
ア
ー
ペ
ル
は
こ
の
概
念
を
自
身
の
構
想
の

中
心
に
据
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
発
言
は
、
「
共
同
責
任
」
概
念
に
関
し
て
、
ハ
ン
ス
・
ヨ

ナ
ス
・
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
な
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
で
の
も

の
で
あ
る
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
ヨ
ナ
ス
の
主
張
を
討
議
倫
理
学

の
立
場
か
ら
継
承
す
る
目
的
で
、
一
ゆ
拐
年
に
べ
ル
リ
ン
自
由
大

学
に
創
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
三
妾
＼
＼
乏
乏
冬
.
=
讐
m
1
ぢ
昆
仂
1

N
曾
ヰ
仁
ヨ
.
今
 
N
0
一
の
年
3
打
N
日
最
終
確
籾
巴
。

註
5
^
を
参
照
の
こ
と
。

W
)

Ⅱ
)

B
)

そ
の
意
味
で
、
「
共
同
責
任
」
概
念
は
、
ア
ー
ペ
ル
の
理
解
で

は
、
ヨ
ナ
ス
の
「
責
任
」
を
超
越
論
的
語
用
論
的
に
変
換
し
た

も
の
で
あ
る
。
特
に
一
拐
0
年
代
以
降
の
ア
ー
ペ
ル
の
理
論
的
課

題
は
、
討
議
倫
理
学
と
歴
史
と
の
媒
介
で
あ
っ
た
が
(
註
9
)

を
参
照
)
、
こ
の
新
た
な
「
共
同
責
任
」
概
念
は
、
理
念
と
現

実
の
接
触
面
に
言
及
し
て
い
る
点
で
、
ア
ー
ペ
ル
に
と
っ
て
は

こ
こ
に
関
連
す
る
。
「
共
同
責
任
」
概
念
は
、
ア
ー
ペ
ル
討
議

倫
理
学
の
「
A
部
門
」
(
脱
慣
習
的
水
準
に
関
わ
る
部
分
)
と

「
B
部
門
」
(
現
実
的
な
慣
習
的
水
準
に
か
か
わ
る
部
分
)
の
結

節
点
と
も
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
逆
説
性
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ア
ー
ペ
ル
倫

理
学
に
対
す
る
ヨ
ナ
ス
倫
理
学
の
優
位
を
単
純
に
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
ア
ー
ペ
ル
が
指
摘
し
た
よ
、
つ
に
、
ヨ
ナ
ス
倫
理

学
に
は
理
論
的
・
実
践
的
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、

普
遍
主
義
的
立
場
か
ら
の
補
完
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
点
で
、

ア
ー
ペ
ル
と
ヨ
ナ
ス
、
両
者
は
相
補
的
な
関
係
だ
と
言
え
る
。

こ
こ
で
ア
レ
ン
ト
が
出
て
く
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
ヨ

ナ
ス
の
「
子
ど
も
」
概
念
は
ア
レ
ン
ト
の
「
出
生
昆
亘
牙

n
Φ
ず
旨
亘
豊
」
概
念
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
ヨ
ナ
ス

が
「
子
ど
も
」
(
と
り
わ
け
新
生
児
)
に
倫
理
の
「
範
型

勺
N
岳
品
昆
」
[
一
0
号
一
経
 
N
器
"
器
凸
を
見
た
の
は
、
そ

口
)

H
)

巧
)
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